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表
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載
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覧
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「風
葉
和
歌
集
」
の

「よ
み
人
し
ら
ず
」
歌

ｏ

「題
し
ら
ず
」
歌
　
に
つ
い
て

「風
葉
和
歌
集
」
と

一続
古
今
和
歌
集
」

「風
葉
和
歌
集
」
関
係
参
考
文
献
目
録

二
六
七
頁

二
九
五
頁

〓
三

一
頁

三
三
七
頁

三
六
九
頁
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九
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四
三
七
頁

四
六
五
頁

四
九
五
頁

五
一
一三
頁

五
四
五
頁



序

論

文
永
八
年

（
一
二
七

一
年
）
冬
、
後
嵯
峨
天
皇
皇
后
で
あ
る
大
宮
院

（藤
原
倍
子
）
の
命
に
よ
り
撰
せ

ら
れ
た

「風
葉
和
歌
集
」

（以
下

「風
葉
集
」
と
略
す
）
は
、
当
時
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
三
百
に
及
ぶ

物
語
の
中
か
ら
、
凡
そ
千
五
百
余
首
に
も
の
ぼ
る
物
語
歌
を
抜
き
出
し
配
し
た
、
我
国
最
初
で
唯

一
の
物

語
歌
撰
集
で
あ
る
。
そ
の
体
裁
は
、
巻
首
に
仮
名
の
序
文
を
肘
し
、
部
位
や
歌
材
の
配
列
等
は
勅
撰
集
の

型
を
継
承
し
、
二
十
巻

（但
し
、
現
存
本
は
す
べ
て
末
尾
二
巻
が
散
逸
し
て
い
る
）
も
の
内
容
を
有
し
て

い
る
。

従
来
こ
の

「風
葉
集
」
は
平
安

・
鎌
倉
期
の
散
逸
物
語
研
究
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
た
め
、

「風
葉
集
」
本
来
の

「歌
集
」
と
い
う
見
地
か
ら
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
序
文
に
、

や
ま
と
う
た
は
、
や
く
も
た
つ
い
つ
も
や
へ
か
き
に
は
し
ま
り
、
な
ら
の
は
の
名
に
お
ふ
宮

に
あ

つ
め
ら
れ
し
よ
り
、
こ
と
の
は
し
の
た
の
も
り
の
ち
え
よ
り
も
し
け
く
、
え
ら
は
る

ヽ

こ
と
も
、
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
た
ひ
か
さ
な
り
ぬ
る
に
、

つ
く
り
も
の
か
た
り
の
う
た
と
い
ふ

も
の
な
む
、
い
つ
は
り
な
れ
た
る
人
の
い
ひ
出
た
る
こ
と
に
の
み
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に

は
ほ
に
い
た
す

へ
き
に
も
あ
ら
さ
め
れ
は
、
わ
か
の
う
ら
の
い
そ
か
く
れ
に
、
か
き
す

つ
る

も
く

つ
む
な
し
く

つ
も
り
、
あ
さ
か
山
の
た
に
か
け
に
、
と
き
し
ら
ぬ
う
も
れ
木
く
ち
は
て

ぬ
へ
く
な
り
に
た
り
。
そ
の
こ

ヽ
ろ
を
思

へ
は
、
か

ヽ
る
へ
く
も
な
む
あ
ら
ぬ
。
世
の
中
に



あ
る
人
な
す
こ
と
し
け
き
も
の
な
れ
は
、
み
る
に
も
あ
か
す

へ
き
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、

さ
た
か
に
そ
の
人
と
は
な
れ
け
れ
と
の
ち
の
世
に
い
ひ
つ
た
へ
て
、
よ
き
を
し
た
ひ
あ
し
き

を
い
ま
し
む
る
た
よ
り
に
な
り
ぬ
は
か
り
し
る
し
お
け
る
な
り
け
れ
は
、
ひ
た
ふ
る
に
そ
ら

こ
と
と
い
ひ
は
て
む
も
、
こ
と
の
心
た
か
ひ
ぬ
へ
く
や
。
…
…

　

〈
注

一
〉

と
記
し
、
後
世
に
ま
で
善
悪
の
判
断
の
手
掛
　
り
に
な
る
様
に
書
き
留
め
て

「
ひ
た
ぶ
る
に
空
言
と
言
ひ

果
て
ん
も
、
こ
と
の
心
造
ひ
ぬ
べ
ぐ
や
」
と
、
物
語
歌
の
意
義
と
、
強
い
調
子
で
物
語
歌
無
視
の
現
状
を

訴
え
て
い
る
。
ま
た
更
に

う

つ
せ
か
ひ
の
む
な
し
き
か
ら
を
な
け
く
こ

ヽ
ろ
こ
と
葉
お
ほ
く
は
そ
へ
う
た
の
す
か
た
に

か
な
ひ
て
、
う
た
の
お
や
な
る
な
に
は
つ
の
な
か
れ
に
か
よ
へ
れ
は
、
ほ
か
に
は
あ
さ
き
こ

と
は
を
あ
ら
は
し
て
花
鳥
の
い
ろ
を
も
ね
を
も
す
て
す
、
う
ち
に
は
ふ
か
き
こ

ヽ
ろ
を
こ
め

て
を
と
こ
女
の
こ
ひ
も
う
ら
み
も
し
ら
せ
ん
と
よ
め
る
な
り
。
夏
こ
ろ
も
た

ヽ
ひ
と
へ
な
ら

む
よ
り
も
、
う
た
か
た
の
あ
は
れ
な
る
と
こ
ろ
そ
ひ
て
や
あ
ら
ん
。

と
続
き
、
和
歌
よ
り
も
表
裏
両
意
の
含
ま
れ
る
物
語
歌
の
方
が
、

「あ
は
れ
な
る
と
こ
ろ
添
ひ
て
や
あ
ら

ん
」
と
、
情
趣
が
添
加
さ
れ
て
い
る
と
し
、
物
語
歌
の
優
位
性
を
説
い
て
い
る
。
し
か
も

よ
し
野
の
た
き
の
た
え
す
、
み
つ
か
き
の
ひ
さ
し
き
よ
に
と
ま
れ
は
、
も
の
か
た
り
を

つ
く
れ

る
人
は
、
か
く
れ
て
も
あ
ら
は
れ
て
も
、
こ
の
こ
と
の
と
き
に
あ

へ
る
を
な
ん
よ
ろ
こ
ひ
、
今



の
世
に
み
お
よ
ひ
て
き

ヽ
つ
た
へ
む
人
も
、
は
じ
め
て
な
き
あ
と
を
お
こ
さ
れ
ぬ
れ
は
、
し
き

し
ま
の
み
ち
さ
か
ゆ
く
こ
と
を
思
ひ
て
、
…
…

と
、
先
例
の
な
い
物
語
歌
集
と
し
て
の
撰
者
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
汲
み
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「風
葉

集
」
探
集
こ
そ
物
語
歌
を
集
め

一
つ
の
文
学
作
品
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

「歌
集
」
と
し
て
構

造
等
様
々
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勅
撰
集
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
勅
撰
集
の
型
を

受
け
継
ぐ
と
い
う
程
度
で
歴
代
の
勅
撰
集
と
比
較
し
、
そ
の
差
異

・
個
性
等
の
詳
し
い
研
究
は
立
ち
遅
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「風
葉
集
」
自
体
勅
撰
集
の
形
式
に
則
る
以
上
、
先
行
の
勅
撰
集
な
く

し
て
は
そ
の
形
態
は
存
在
し
得
な
い
は
ず
で
あ
り
、
外
形
上
或
　
は
内
容
的
に
も
詳
細
に
考
察
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
無
論
、
物
語
の
歌
を
集
め
た

「風
葉
集
」
と
そ
の
性
格
の
根
本
的
に
違
う
個

人
の
歌
を
収
め
た
勅
撰
集
を
比
較
す
る
こ
と
自
体
冒
険
で
あ
る
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
を
糸
口

と
し

「風
葉
集
」
の
特
質
の

一
部
で
も
問
題
提
起
で
き
れ
ば
と
、
思
う
次
第
で
あ
る
。

ま
た
、

「風
葉
集
」
が
物
語
歌
集
で
あ
る
以
上
、
各
物
語
の
内
容

・
各
物
語
場
面
と
無
関
係
に
は
考
え

難
い
。

「風
葉
集
」
の
愛
誦
者
は
、
や
は
り
物
語
に
も
精
通
し
た
物
語
読
者
で
あ

っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
元
来
そ
の
歌
の
収
載
に
あ
た
っ
て
も
物
語
中
の
名
場
面
の
歌
が
盤
ば
れ
た
の
か
、
秀
歌

と
称
さ
れ
る
歌
が
抜
き
出
さ
れ
た
の
か
、
或
‐
は

「歌
集
」
と
し
て
配
列
が
優
先
さ
れ
歌
が
採
ら
れ
た
の

か
そ
の
基
準
に
つ
い
て
も
曖
昧
で
あ
っ
た
。
自
ら
そ
の
基
本
線
も
示
さ
れ
よ
う
。

本
論
文
で
は
以
上
の
点
を
鑑
み
、

「風
葉
集
」
を

一
つ
の

「歌
集
」
と
し
た
立
場
で
鑑
賞
し
、
先
行
す

る
勅
撰
集
と
比
較
し
つ
つ
、
配
列
を
中
心
に
各
部
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
、
ひ
い
て
は
独
自
性
ま
で
言



及
し
て
み
た
い
。
ま
た
一
方
、
各
歌
を
各
物
語
場
面
に
返
し
、
配
列
と
の
か
か
わ
り
を
論
究
し
、
そ
れ
よ

り
生
じ
る
種
々
の
問
題
点
を
考
え
、
で
き
れ
ば
撰
集
過
程
・
撰
者
に
つ
い
て
も
私
考
を
加
え
て
み
た
い
。

〈
注

一
〉

「
風
葉

集

」
本
文

の
引
用

は

『
増

セ
Ｆ

本

風

葉
和
歌
集
』

（
中

野
荘

次

。
藤
井

隆

各
氏

校

注
）

に
よ

る
。
以
下

「
風
葉

集

」

の
引

用

も

同
じ
。
　

　

．

一４



本

論

第

一
章

部
立
構
成

一

「風
葉
集
」
成
立
は
、
そ
の
序
文
か
ら
文
永
八
年
後
嵯
峨
天
皇
の
皇
后

（大
宮
院
）
で
あ
る
西
園
寺

（藤
原
）
姑
子
に
よ
り
命
を
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
る
が
、
こ
の
時
期
の
勅
撰
集
編
纂
と
し
て
は
、

正
嘉
三
年
二
月
藤
原
為
家
に
、

「古
今
集
」
か
ら
数
え
て
第
十

一
番
目
の
勅
撰
集

「続
古
今
和
歌
集
」
撰

進
の
命
が
後
嵯
峨
天
皇
に
よ
っ
て
下
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て

「風
葉
集
」
は
、
第
十
二
番
目
の
勅
亀
集
に
ｖ

該
当
す
る
わ
け
で
あ
る
。

「風
葉
集
」
は
、
こ
の
先
行
す
る
十

一
の
勅
撰
集
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、

摂
収
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

は耽孵げ郷鈍嚇揃抑疎静嶋疇級
つし“牌檄さし、ぽ硼雌め「蹴鰈疇勅々胸鮒
―色隆拗
「語古っ仁鰤「力ヽこ嘘

最
後
の
勅
撰
和
歌
集

で
あ
る
二
十

一
代
目
の

「新
続
古
今
和
歌
集
」
ま
で
考
え
て
も
、
そ
の
部
立
は
必
ず



し
も
同

一
で
な
い
。
部
立
　
の
有
無
、
呼
称
、
巻
数
、
採
用
歌
数
等
種
々
の
問
題
が
あ
る
。
無
論
、
ど
の

勅
撰
集
も
、
先
の
集
を
模
倣

・
追
従
し
よ
う
と
し

つ
つ
も
、
新
し
い
部
立
設
立
を
試
み
た
り
、
順
序
等

種
々
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「風
葉
集
」
の
場
合
、
部
立
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
歴
代
十

一
の

勅
撰
集
と

「風
葉
集
」
の
部
立
編
成
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
Ｌ
機
る三
。》

古
今
集

―
―
‐
Ａ
＋
賀
十
別
十
轟
十
物
名
＋
Ｂ
＋
哀
十
Ｃ
＋
雑
体
十
大
御
所
御
歌

・
神
あ
そ
び
の
歌

・

東
歌

後
撰
集

―
―
‐
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
別

・
稀
＋
賀

・
哀

拾
遣
集

―
―
Ｉ
Ａ
十
賀
＋
別
＋
物
名
十
Ｃ
十
神
楽
＋
Ｂ
十
Ａ
十
賀
十
Ｃ
＋
哀

Ｃ

　

Ｃ

　

Ｂ

後
拾
遣
集

―
‐
Ａ
＋
賀
十
別
十
尋
十
哀
十
Ｂ
十
Ｃ
＋
神
十
釈
十
俳
諧

金

葉

集

―

Ｉ

Ａ

十

賀

＋

別

十

Ｂ

十

Ｃ

詞

花

集

―

Ｉ

Ａ

＋

賀

十

別

十

Ｂ

十

Ｃ

千
載
集

―
―
‐
Ａ
十
別
＋
将
十
哀
十
賀
十
Ｂ
十
Ｃ
＋
釈
十
神

新
古
今
集

―
‐
Ａ
＋
賀
＋
哀
＋
別
将
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
神
＋
釈

新
勅
撰
集

―
‐
Ａ
十
賀
＋
将
十
神
十
釈
十
Ｂ
十
Ｃ
＋
物
名

・
雑
体

続
後
撰
集

Ｉ

Ａ
十
神
十
釈
十
Ｂ
＋
Ｃ
十
将
十
賀

続
古
今
集

―
Ｉ
Ａ
十
神
＋
釈
十
別
十
稀
十
Ｂ
十
哀
＋
Ｃ
十
賀

風
葉
集

―
―
‐
Ａ
十
神
＋
釈
十
別
十
将
＋
哀
＋
賀
十
Ｂ
＋
Ｃ

春

・
夏

・
秋

ｏ
冬
の
四
季
部



恋
部
、
Ｃ

雑
部

こ
の
編
成
を
み
る
と
、
勅
撰
集
個
々
の
特
色
が
あ
る
も
の
の
、　
一
応

一
定
の
基
本
方
式
は
あ

っ
た
と
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
詳
細
に
み
て
行
く
と
、
部
立
の
有
無
に
関
し
て

「風
葉
集
」
と
同

一
の
部
立
を
有
す

る
勅
撰
集
は
、

「
千
載
集
」

・

「新
古
今
集
」

ｏ

「続
古
今
集
」
し
か
存
し
な
い
。
加
え
て
順
序
ま
で
考

え
る
と
、

「風
葉
集
」
の
部
立
編
成
は
、
末
尾
の
四
部
が
入
れ
替
わ

っ
て
い
る
も
の
の
、

「続
古
今
集
」

と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、

「風
葉
集
」
は
巻
首
の
仮
名
の
序
文
で
、
物
語
歌
が
無
視
さ
れ
て
い

る
現
状
を
記
し
、
物
語
歌
の
本
義

・
価
値
を
述
べ
、
そ
し
て
皇
太
后
宮
の
仰
せ
に
よ
る
撰
進
過
程
を
記
し

枚い「ピ餞詢親闘鳳ど謀婦ほ観印泰「協調融っ制畔幌理は物「討麟籍歩腱囃、欧力ヽぉ拗ｒ太「臓

宮
の
命
に
よ
る
勅
撰
集
的
色
彩
の
濃
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
故
、
和
歌
復
興
を
主
張
す
る

「古
今
集
」
を

「目締れ薇就一喘紡鴨̈
だたに』跡瑯向臨わ^成祉和「鎌織鳳″織捌抑蜘Ｘ
「古船鰈楓紳「」
「ろ風

葉
集
」
で
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
順
序
も
似
通
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
部
立
意
識
の
類
似
が
伺
え
る
の
で

は
な
い
か
。

「古
今
集
」
を
目
指
し
つ
つ
も
、
部
立
編
成
は
先
行
す
る
勅
撰
集
の
流
れ
を
踏
襲
し
、
特
に

「風
葉
集
」
の
直
前
に
綿
ま
れ
た

「続
古
今
集
」
の
影
響
を
多
大
に
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



二

次
に
、
勅
撰
集
の
各
部
立
に
属
す
る
歌
数
を
み
て
み
た
い
。
採
用
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
い

よ
り
そ
の
部
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
原
則
と
し
て
言
え
よ
う
。
勅
撰
集
撰
集
の
場
合
、
各
部
立

の
歌
数
は
、
そ
の
背
後
の
歌
壇
や
歌
風
の
影
響
、
及
び
当
時
の
政
治
権
力
、
皇
室
等
と
密
接
に
か
か
わ

っ

て
お
り
、
物
語
歌
を
集
め
た

「風
葉
集
」
と
は
同
等
に
比
較
で
き
な
い
部
分
が
多
々
あ
る
。
然
れ
ど
も

「風
葉
集
」
は
序
を
付
し
、
部
立
編
成
等
の
形
式
を
勅
撰
集
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
採
用
歌
数
等
の
構

成
に
お
い
て
先
行
す
る
勅
撰
集
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
部
立
編
成
の
次
に
問
題
と

す
べ
き
点
で
あ
る
。

次
の

〈
表

一
〉
は
、

「風
葉
集
」
と
十

一
の
勅
撰
集
の
部
立
採
歌
数
が
、
全
歌
数
の
と
０
ら
い
の
割
合

か
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（猶
、

「風
葉
集
」
中
心
と
し
散
逸
部
分
の
あ
る
雑
部
を
抜
い
た
た
め
、
こ

の
数
字
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
お
よ
そ
の
目
安
と
し
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
恋
部
は
、

「風
葉
集
」
の
場
合
何
首
か
の
脱
落
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
実
際
こ
の
数
値
は
多
少
変
動
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
）



〈
主
召
一
〉

冬 秋 夏 春
部 立

勅撰集

29(3 .6) 145(17.8) 34(4 .2) 134 (16.4) 古 今

65(5 。4) 226(18。 7) 70(5 .8) 146 (12.1) 後 撰

48(5 。6) 78  9,1) 58(6 .8) 78(  9。 1) 拾 遣

48(5 .5) 142(16.3) 70(8 .0) 164 (18。 9) 後拾遣

52(9 .5) 109(19.8) 66(12.0) 98 (17.8) 金 葉

21(7 .8) 58(21.5) 31(11.5) 48 (17.8) 詞 花

90(8 .6) 161(15.5) 89(8 。5) 135 (13.0) 千 載

56(10.0) 266(17.0) 110(7 .0) 174 (11。 1) 新古今

81(7 。9) 169(16.5) 56(5 .5) 136 (13.3) 新勅撰

74(6 .7) 220(20.0) 70(6 .4) 158 (14.4) 続後撰

46(9 ,4) 259(16.7) 103(6 .6) 181 (11,7) 続古今

80(6 。9) 153(13.3) 77(6 .7) 133 (11.5) 風 葉



一展
　
傷

轟
　
旅

離
　
別

釈
　
教

神
　
祗

34(4 .2) 16(2 ,0) 41(5 ,0)

40(3 .3) 18(1 .5) 46(3 .8)

78(9 。 1) 53(6 .1) 45(5 。3)

68(7 .8) 36(4 。1) 39(4 .5) 19(2 .2) 19(2 .2)

17(3 。 1)

15(5 .6)

61(5 .9) 47(4 .5) 21(2 .0) 54(5 。2) 33(3 ,2)

100(6 。4) 94(6 .0) 39(2 .5) 63(4 .0) 65(4 。2)

46(4 .5) 56(5 .5) 34(3 .3)

55(5 ,0) 52(4 ,7) 52(4 .7)

96(6 .2) 87(5 .6) 39(2 .5) 73 4 .7) 63(4 .1)

99(8 .6) 31(2.7) 48(4 。2) 41(3.6) 38(3 .3)
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○ ○ ○

数
字
は
各
部
の
採
用
歌
数
で
あ
る
。

（　
）
の
中
の
数
字
は
、
各
勅
撰
集
の
Ａ
に
対
す
る
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

「風
葉
集
」
は
、
末
尾
二
巻
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
全
歌
数
は

〔　
〕
を

つ
け
て

記
し
た
。

○

　

「拾
遣
集
」
の
場
合
、
神
楽
部
の
歌
数
を
神
祗
部
と
し
て
記
入
し
た
。

○
　
テ
キ
ス
ト
は
、

「新
編
国
歌
大
観
」
を
用
い
た
。

こ
の
表
を
み
る
と
、
各
勅
撰
集
の
部
立
の
意
識
に
も
変
遷
が
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
、
且

つ

「風
葉
集
」

計部哀離四
の傷別季各
歌・・・勅
数賀覇神撰

客悲挙雫秀

数 歌全 A 恋 賀

1111 815 360(44,1) 22(2 .6)

1426 1197 568(47.0) 18(1 .5)

1351 855 379(44。 3) 38(4 .4)

1220 870 229(26。 3) 36(4 . 1)

716 551 179(32.5) 29(5 .3)

ス
■ 270 84(31.3) 13(4 .8)

1285 1043 316(30。 3) 35(3 .4)

1979 1563 445(28.5) 50(3 .2)

1376 1024 395(38.6) 51(5.2)

８２
０

０
０ 1101 378(34.3) 42(3 ,8)

1925 1550 444(28.6) 59(3 .8)

[1 420] 1152 395(34,2) 59(5 。 1)



は

一
部
を
除
い
て
実
に
忠
実
に
そ
の
流
れ
を
受
け
止
め
、
歌
数
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
さ

に
勅
撰
集
の
形
式
を
採
用
歌
数
の
点
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
こ
と
は
、
物
語
歌
集
と
い
う
性
格
上
、
恋
部
の
歌
数
に
何
ら
か
の
特
色
が
予
想
さ
れ
た
が
、
そ

御

「
害‐

購
葉 ‐こ
れ
「
は
脚
晰
囃
脚
動
制
鉾
就
臓
縫
¨
軽
畑
だ
柵
け
孵
枇
囃
硼
日
馘
い
れ
獅
江

力ヽ 思
「
梓
が
ず
む
し

哀
傷
歌
は
、
死
に
際
し
て
生
じ
る
悲
哀
の
感
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
部
立
の
構
造
に
■
で
は
八
代

集
を
中
心
に
既
に
多
く
の
御
論
取
札
な
る〉。
部
立
と
し
て
は
必
ず
し
も
重
き
を
置
か
れ
ず
、
定
着
し
た
部

立
と
は
言
い
難
い
。
八
代
集
に
つ
い
て
、
哀
傷
歌
自
体
は
何
ら
か
の
形
で
雑
部
等
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
、

哀
傷
部
そ
の
も
の
と
し
て
独
立
し
て
打
立
て
ら
れ
て
い
な
い
勅
撰
集
、

「金
葉
集
」

・
「詞
花
集
」
と
あ

り
、
十
三
代
集
を
み
て
も

「新
勅
撰
集
」

ｏ

「続
後
撰
集
」
そ
し
て

「風
葉
集
」
の
後
に
編
纂
さ
れ
た

「続
拾
遣
集
」
に
は
存
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

「風
葉
集
」
の
哀
傷
部
は
、
そ
の
受
容
の
流
れ
か
ら
み
て

も
特
に
秀
で
て
お
り
、
歌
数
の
点
に
お
い
て
九
十
九
首
と
、
全
詠
歌
数
千
九
百
七
十
九
首
を
持
つ
新
古
今

集
の
百
首
と
わ
ず
か

一
首
の
差
に
す
ぎ
な
い
。

「風
葉
集
」
内
の
歌
数
の
バ
ラ
ン
ス
に
着
目
し
て
も
四
季

・
雑

ｏ
恋
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
四
季

・
雑

・
恋
の
各
部
が
勅
撰
集
の
主
要
な
二
本
柱
と
言
う
べ

き
部
立
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
哀
傷
部
の
比
重
の
大
き
さ
は
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

哀
傷
部
に
次
い
で
注
目
さ
れ
る
部
立
は
、
離
別
部
と
将
旅
部
で
あ
ろ
う
。
八
代
集
中
の
離
別
部
と
将
旅

部
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
既
に
有
吉
保
氏

『新
古
今
和
歌
集
の
研
究
―
基
盤
と
構
成
』

「第
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四
章
―
離
別
部
の
構
成
と
特
質
」
で
指
摘
な
さ

っ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り

「古
今
集
」
か
ら

「詞
花
集
」

ま
で
の
六
代
集
に
関
し
て
は
、
離
別
部
が
署
旅
部
に
比
し
て
歌
数
の
上
で
優
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る

が
、

「千
載
集
」
以
降
の
勅
撰
集
で
は
逆
に
将
旅
部
の
方
が
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
両
者
の

分
岐
点
は

「千
載
集
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
傾
向
は
、
十
三
代
集
に
も

及
び

「新
勅
撰
集
」

・

「続
後
撰
集
」
、
そ
し
て

「続
拾
遣
集
」
等
離
別
部
の
立
て
ら
れ
て
い
な
い
勅
撰

集
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、

「風
葉
集
」
に
問
し
て
の
み
こ
の
立
場
は
逆
転
し
、
歌
数
の
点
か
ら
も
離
別
部
優
位
と

な

っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
を
解
明
す
る
に
は
、
先
ず
勅
撰
集
の
流
れ
の
中
で

「千
載
集
」
を
境
に
将
旅
部

が
優
位
に
な

っ
て
ゆ
く
そ
の
理
由
を
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
離
別
部
衰
退
、
そ
し
て
稀
旅
部
増
大
に
つ
い
て
は
有
吉
保
氏
が
そ
の
原
因
を
究
明
な
さ

っ
て
い
る

の
で
、
そ
の
御
考
察
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
離
別
部
と
将
旅
部
の
比
重
の
転
換
は

「千
載
集
」

・

「新
古
今
集
」
時
代
に
な

っ
て
旅
す
る
生
活
が
多
く
な

っ
た
と
い
う
事
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は

「旅
の

心
」
を
詠
め
る
と
い
う
詞
書
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
心
の
中
に
映
像
を
写
し
て
み
る
と
い
う
作
歌
態
度

の
新
境
地
が
ひ
ら
か
れ
た
た
め
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
実
際
旅
に
赴
か
ず
に
歌
合
等
の
場
で
、
旅

の
寂
し
さ
苦
し
さ
を
生
活
や
人
生
に
置
き
換
え
、
将
旅
歌
に
託
そ
う
と
す
る
境
地
で
あ
る
。
こ
の
新
境
地

が

「千
載
集
」
で
開
か
れ
、
後
の
勅
撰
集
へ
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「風
葉
集
」
の
場
合
、
馬
旅
歌
は
三
十

一
首
で

「千
載
集
」
か
ら
こ
の
部
の
増
加
を
考
え
る
と
極
端
に

少
な
い
。
し
か
も

「風
葉
集
」
の
部
立
の
中
で
は
最
小
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

「風
葉
集
」
の
直
後
に

輸
「

力ヽ さ
動
け

増
「脇

喘
峨
導
キ
離

しヽ 全
嘲
嘲
微
粁
刺
断
韓
叶
肝
結
肝
胸
幅
姉
嘲
加
耐
針
た
崎
量
呻
凱
脚

の
「軒

補



表
し
て
い
る
の
が

「風
葉
集
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で

「千
載
集
」
で
開
か
れ
た

「旅
の
心
」
を
詠
む
歌
に
つ
い
て
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
。
次
の

表
は
署
旅
部
を
有
す
る
勅
撰
集
に
つ
い
て
、
稀
旅
部
内
で
歌
合
及
び
詞
書
中
に

「旅
の
心
を
詠
め
る
」
等

の
記
さ
れ
て
い
る
歌
数
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

（勅
撰
集
に
よ

っ
て
は
、
将
旅
部
は
存
し
な
く
て
も

将
旅
歌
は
雑
部

・
離
別
部
に
含
ま
れ
る
集
が
あ
る
。
し
か
し
仮
に
歌
を
有
し
て
い
て
も
、
部
立
を
設
け
て

い
な
い
以
上
稀
旅
部
の
意
識
を
持
っ
て
い
な
い
と
考
え
、
こ
の
表
か
ら
は
除
外
し
た
。
）

〈
圭
Ａ
一
一〉

こ
の
表
を
み
る
と
、
実
際
の
旅
中
の
哀
感
を
詠
ん
だ
歌
よ
り
、
旅
に
赴
か
ず
旅
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
と

C    B
I     I

をに歌将 さ旅歌
示旅数旅 れの合
すにを部 て心

｀
Vで

引の いを及
てい歌 る詠び
詠た数 歌め詞
ん数か のる書
だ字ら 数

L｀

歌⌒
｀  等中

の実B  のに
数際の  記 ¬

全
詠

歌
数 C B

の覇
歌旅
数部 勅撰集

1111
ａ
υ 0 16 古 今

1426 18
ハ
Ｖ 18 後 撰

1220 36 0 36 後拾遣

1285
′
牡

０
０

０
０ 47 千 載

1979 41 53
′
牡

ｎ
υ 新古今

ａ
υ

ワ
ー

３
27

Ｏ
υ

ａ
ｕ

■
■ 新勅撰

０
０

α
υ

０
０ 31 24

Ｅ
υ

Ｅ
υ 続後撰

1925 37 50 87 続古今

[1420] 31 0 31 風 葉

′
電



ら
え
た
歌
が
、
将
旅
部
の
中
で
実
に
大
き
い
割
合
を
示
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

「千
載
集
」
で
開
か

れ
た
新
し
い
境
地
の
歌
は
、
十
三
代
集
の
将
旅
部
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
伺
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が

「風

葉
集
」
は
物
語
歌
集
で
あ

っ
て
、
物
語
中
で
登
場
人
物
達
が
各
々
そ
の
感
慨
を
作
者
の
代
弁
と
し
て
詠
ん

だ
歌
を
集
め
て
あ
る
の
で
あ
る
。
平
安

・
鎌
倉
期
の
物
語
に
お
い
て
、
登
場
人
物
達
が
そ
の
物
語
場
面
と

異
な
り
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
つ
か
ん
だ
旅
の
景
物
を
詠
む
と
い
う
箇
所
が
果
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少

な
く
と
も

「風
葉
集
」
の
稀
旅
部
に
わ
い
て
、
現
存
本
に
つ
い
て
は
採
歌
さ
れ
た
歌
を
各
物
語
場
面
に
ま

で
戻

っ
て
調
べ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
歌
は
見
出
せ
な
い
。

「と
り
か
へ
ば
や
」

「う
つ
ほ
物
語
」

「源
氏

物
語
」
等
の
歌
も
、
実
際
遠
地
に
赴
き
、
い
と
し
い
人
や
肉
親
を
懐
か
し
む
感
情
や
旅
中
の
悲
哀
を
訊
ボ

込
ん
だ
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
散
逸
物
語
に
関
し
て
十

一
物
語
十
五
首
が
存
す
る
が
、
各
々
の
詞
書
ヽ

で
判
断
し
得
る
限
り
、
都
を
離
れ
た
遠
隔
の
地
か
ら
都
や
恋
し
い
人
を
慕
う
望
郷
の
心
情
を
詠
ん
だ
歌
で

と
め
ら
れ
て
い
る
と
考
察
で
き
る
。

「風
葉
集
」
に
関
し
て
の
将
旅
部
の
後
退
は
、
そ
の

一
因
に

「千
載

集
」
で
開
か
れ
た
新
し
い
境
地
の
歌
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

結
語

以
上

「風
葉
集
」
に
お
い
て
、
先
行
す
る
勅
撰
集
と
比
較
し
、
部
立
編
成
の
問
題
と
各
部
立
意
識
に
つ

い
て
い
さ
さ
か
卑
考
を
加
え
て
み
た
。
部
立
編
成
の
点
で
は
、
序
は

「古
今
集
序
」
を
範
と
し
つ
つ
も
そ

の
部
立
は

「続
古
今
和
歌
集
」
の
編
成
に
近
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
ま
た
部
立
意
識
を
み
る
に
、

各
部
の
歌
数
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
四
季

・
恋
等

（雑
部
は

一
部
散
逸
し
て
い
る
の
で
比
較
不
可
）
の
主

要
各
部
で
は
先
行
す
る
勅
撰
集
の
採
用
歌
数
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
将
旅
部
の
衰



微

・
離
別
部
の
増
大
が
、
勅
撰
集
の
部
立
変
遷
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
撰
者
意
識
の
問
題
も
含
ま
れ
る
が
、
根
本
的
に
は
勅
撰
集
の
形
式
を
と
り

つ
つ
も
、
物

語
の
歌
を
集
め
る
と
い
う
大
枠
を
は
め
た
と
こ
ろ
に

一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
将
旅
部
の
減

少
に
関
し
て
も
、

「旅
の
心
」
を
詠
む
と
い
う
新
し
い
境
地
の
歌
が
物
語
歌
集
で
あ
る
故
盛
り
込
め
ら
れ

な
か

っ
た
と
い
う
点
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
勅
撰
集
で
離
別

・
哀
傷
部
が
比
較
的
少
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「風
葉
集
」
に
お
い
て
こ
の
二
部
の
増
大
は
平
安

・
鎌
倉
期
の
物
語
の
傾
向
を
示
し

て
い
る
と
も
言
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
署
旅

ｏ
離
別

・
哀
傷
部
が
勅
撰
集
と
い
う
方
向
か
ら
み
た

「風
葉
集
」
の
独
自
性
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
注

一
〉
　

厳
密
に
言
え
ば
、

「
風
葉
集
」
は
勿
論
勅
撰
集
で
な
く
準
勅
撰
集
と
い
う
べ
き
で
あ

ス
イ
つ

。

〈
注

二
〉
　

本

田
義
彦

氏

（

「
勅
撰
和

歌

集
部

立
考

」

『
熊

本

女

子
大
学

学
術

紀

要

』
十

五

―

一
号

昭

昭
和

三
十

八
年

二
月
）
福

田
秀

一
氏

（

「
中

世

勅

撰
和
歌
集

の
撰
定

意

識

―
序

。
題
号

ｏ

部
立

構
成

か

ら
み
た
―
―

」

『
成

城
文

芸

』

四
十

七
号
　
昭
和

四
十

二
年
七
月

な

ど
。

〈
注

三
〉
　

）ヽ
の
表

は
、
有

吉
保
氏

「
第

二
編

　

八
代

集

の
展

開
と
新
古

今

集

の
構

成

」

『
新

古

今
和

和

歌

集

の
研
究

　
基
盤
と

構
成

』

（
昭
和

四
十

二
年

四
月
　

一二
省

堂
）

を
参
考

に
し

て

作
製

し

た
。

〈
注
四
〉
　

樋

口
芳

麻

呂

氏

「
風
葉
和
歌

集

序
文

考

―
風
葉

集

の
成
立

・
撰

者

に

つ
い
て

」

『
国
語
と

国
文

学

』

昭
和

四
十

一
年

一

。
二
月
号
。

〈
注

五
〉
　

但

し

「
続

古

今
集

」
自

体

そ

の
集
名

。
序

等

を

は
じ
め

「
新
古

今

集

」
を
模
倣

し

て
お
り



〈
注

六

〉

〈
注

七

〉

〈
注

八
〉

〈
注

九

〉

〈
注

十

〉

、

こ

の
点
更

に
研
究

の
必

要
が
あ
る
と

思

わ
れ

る
。
家

郷
隆
文

氏

「
続
古

今

和
歌

集

研
究

―
―

そ

の
外
形
を

め
ぐ

っ
て

」

『
国
語

国

文

研
究

』
第
十
号

　

昭
和

三
十

二
年

四
月

号

、

及
び

同

氏

「
続
古

今
集

」

『
国
文
学

　

解

釈
と
鑑
賞
』

昭
和

四
十

三
年

二
月
号
。

「
拾
遣

集

」
の
春

・
秋

・
賀

・
恋
部

の
歌

数

が
少

な

い
の
は
、

別

に
雑
春

。
雑
秋

。
雑

賀

・

雑
恋

各

部
を
設
け

て

い
る
た

め
と
考

え

ら

れ

る
。

「
風
葉

集

」
の
恋

部

に
関

し

て
は
、
藤

河
家
利

昭
氏

（
「
風
葉

和
歌
集
恋

部

の
構
造

」

『
平

安

文
学
研
究
』

第

四

十
六
号
）

に
詳
し

い
。

睛

‐こ 吉
聯

爆
る 〈
け
に
一

（
参

嘲
ｒ

嘲
「
『
爆

鷹

「
噂

時
鉾

房
っ
協

調

肺
満

「
造

計

四
『

韓

今
導

わ

師

の
配
列

構
成

」

『
千
載

和

歌

集

の
基
礎

的

研
究
』

（
昭
和

五

十

一
年

二
月

　
笠

間
書
院

）

な
ど

。

福

田
秀

一
氏

の
御

指
摘

に
よ

る
と
、
哀

傷

部

を

設
け

て

い
る

の
は
二
十

一
代

集
中

十

二
集

で
あ

る

。

〈
注

二
〉
参

照
。

こ
の
表

Ｂ

の
歌

は
、
歌

会

，
歌
合

の
歌

、

及
び

「
旅

の
心
を

詠

め
る

」
等

の
詞
書

を

も

つ

歌

を
機

械
的

に
数

え
た

も

の
で
、
歌
内

容

か

ら
も
詳
細

に
判

断

す

る
必
要

が
あ

る
と
思

わ

れ

る
。



０
０



第
二
章

四
季
部
の
構
造

第

一
節
　
　
　
春

（上

・
下
）
部

「風
葉
集
」
春
部
は
上
下
三
巻
に
分
か
た
れ
、
春
二
部
五
十
九
首

ｏ
春

下
部
惚
ビ
首
合
わ
せ
て
百
三
十

三
首
も
の
歌
数
を
持

つ
。

「風
葉
集
」
内
で
は
、
恋

ｏ
雑

ｏ
秋
部
に
次
ぐ
位
置
を
占
め
、
先
行
す
る
勅
撰

集
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
部
の
位
置

・
歌
数
の
割
合
も
ほ
ぼ
同

一
で
あ
る
。
し
か
も
春
部
の
巻
頭
歌
は
、

は
る
た
ち
け
る
日
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
な
み
の
し
め
ゆ
ふ
み
か
と
の
御
歌

１
た
ち
か
は
る
春

の
し
る
し
に
け
ふ
よ
り
は
初
鴬
よ
こ
ゑ
な
を
し
み
そ

散
逸
物
語

「波
の
し
め
ゆ
ふ
」
の
帝
の
歌
で
あ
る
が
、
勅
撰
集
春
部
巻
頭
歌
の
型
通
り
、

「立
春
」
を

詠
じ
た
歌
を
位
置
さ
せ
て
い
る
。
次
の

「源
氏
物
語
」
歌
は

冷
泉
院
行
幸
あ
り
て
御
あ
そ
ひ
と
も
は
へ
り
け
る
つ
い
て
に
よ
ま
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る

源
氏
の
朱
雀
院
の
お
ほ
む
歌



２
こ

ヽ
の
へ
を
か
す
み
へ
た
つ
る
す
み
か
に
も
春
と

つ
け

つ
る
鶯
の
こ
ゑ

で
あ
る
が
、
物
語
本
文
に
返
し
て
み
る
と
、
冷
泉
帝
が
二
月
二
十
余
日
朱
雀
院
に
行
幸
さ
れ
た
折
　
の
歌

で
、
厳
密
に
考
え
る
と

「立
春
」
の
歌
で
は
な
い
が
、

「春
と
告
げ

つ
る
鶯
の
声
」

（物
語
で
は

「春
と

告
げ
く
る
」
）
と
春
を
迎
え
た
喜
び
を
詠
じ
て
お
り
、

「立
春
」
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の

配
列
も
、

「梅
」

「桜
」

「藤
」

「山
吹
」
な
ど
が
そ
の
主
要
な
歌
材
と
目
さ
れ
、
先
行
す
る
勅
撰
集
の

型
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
春
部

（上
下
）
百
三
十
三
首
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
展
開

・
配
列
を
示
す

一
覧
表
を
掲
げ
て
み

た
い
。

〈
春
上
部
〉

2
（　　・‐‘
）

歌
番
号

源
氏
物
語

波
の
し
め
ゆ

ふ 物
　
五
田

名

朱
雀
院

帝 詠

　

者

冷
泉
院
行
幸
あ
り
て
…

春
立
ち
け
る
日
よ
ま
せ
給

給
ひ
け
る

詞

書

の

要

約

春
と
告
げ

つ
る

鶯
の
声

た
ち
か
は
る
春

初
鶯

上
戸

歌

　

語

↓　　　　　　↓

立
春
　
初
鶯

配

　

列

20



10 9 8
（
　
ワ′
）

（　　ハｎ〉）

（
　ｒへ））

′
望

●
０

し
の
ぶ
も

ぢ
ず
り

｝
源
氏
物
語

は
し
た
か

い
せ
を

ま
よ
ふ
琴
の

ね 落
窪
物
語

う

つ
ほ
物
語

右
大
臣

中
宮

明
石
の
上

女
院

宮一
条
院
女
三
の

よ
み
人
知
ら
ず

（ょ牌
臥
珈ヽ
ず

右
少
将
仲
頼

併
旬卿
昨
街
に出
で
てよ
み

御
返
し

行
わ
口
に
…
五
葉
の枝
に移

れ
断
日
に雪
の降
り
侍
り
け

（　　　　　　　″　　　）

題
知
ら
ず

殿
蜘
嬉
蹴
頼
の七
十
賀
を
…

…
春
日
に
ま
う
で
て
…

「あ

し
た
の
か
す
み
」
と
い
ふ
こ

と
を
よ
め
る
　
　
　
　
全
‘３

引
く
松

松
の
根

鶯
の
巣
立
ち

鶯松
のひ
初 く
音

霞

・
雪

春
な
が
ら
ま
だ

ふ
る
と
し
の
つ

ら
ら

さ
え
し
雪
げ

か
す
む
春
の
日

え春霞
てやて
き夜見
つのゆ
らまる
むに
越

霞鶯
の の

衣羽
風

松子

―一――一一一―・―――一――霞

りヽ

りヽ

の
日

21



（
‐９

）

18 17 16 15 14 13
（
‐２

）

（
Ｈ

）

ひ
ひ
こ
か
し

づ
く

源
氏
物
語

｝動
つほ
物

｝
源
氏
物
語

う
つ
ほ
物
語

は
ま
ゆ
ふ

時
雨

頭
中
将
姫
瑞
ｍ醐
王）（

右
大
将
仲
忠

左
少
将
和
政

浮
舟

小
野
の
尼

孫
王
の
君

兵
衛 一瓢椴噺讐口家

の
‥
思
ふ
人
に
遣
は
じ
け
る

在
循
辮
¨
材
秘
割
」「ハ
吼
る

⌒

″

υ

春
日
の
歌
に
中
に

返
し

浮
舟
の
か
た
へ
若
菜
遣
は
じ

け

る

に

…
若
菜
摘
み
た
る
形
作
り
た

る
を
‥

…
若
菜
摘
む
を
見
て

題
知
ら
ず

霞 春
の
あ
わ
雪

鱈
岬
く
る春
のわ

野
辺
の
若
菜
の
老

雪
深
き
野
辺
の
若

菜 雪
間
の
若
菜

若雪
菜間

分
け
け
ふ
の

霞
立

つ

若
菜
摘
む
ら
ん

摘
め
る
若
菜

讐―曇一 言一薬―

22
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）

（
”α
）

（
ｍ御
）

（
“ハ”
）

（
２４

）

（
２３

）

（
２２

）
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（
ｍ御
）

ひ
ぢ
ぬ

い
し

ま 雪
ゐ
の
月

は
が
た
め

あ
た
り
さ
ら

ぬ 末
葉
の
露

さ
さ
わ
け

｝
し
あ
さ

源
氏
物
語

う
き
な

み

納女
ロ

ー

の

宮
の
中

女
一
あ

み
こ

侍
従

麗
景
殿
の
女
御

皇
后
宮

藤
宰
相
の
娘

関

白
八
の
宮

藤
中
納
言
女

…
紅
梅
の
を
か
し
き
あ
け
ぼ

詢
墜
誡
酷
初
け
る
に鶯
も
一

″

題
知
ら
ず

む

つ
き

の
こ
ろ
…

侍春
り宮
けの
る女
に御
三宣
燿
殿
に
す
み

返
し

春
の
こ
ろ
女
の
も
と
よ
り
帰

り
て
‥

‥
薫
大
将
の
侍
り
け
る
に
遣

は
し

け

る

心
な
ら
ず
小
野
に
住
み
け
る

こ
ろ

‥

鶯匂
のふ
声梅

の
枝

鶯梅
の

花

鶯花
の の

声枝
に

鶯花
の

枝
に

霞
込
め
た
る
鶯
の

声 春
の
山
辺

霞
込
め
な
む

山
路

春
の
霞

山
風

霞
吹
き
と
く

霞
込
め
た
る

春
の
山
里

山 山 一

路 里
鶯



（
”研
）

36
（
３５

）

（
３４

）

（
３３

）

（
３２

）

31 30 ｎ
υ

Ｏ
乙

梅
め
づ
る

源
氏
物
語

｝い
お
ぬ
い

｝女
す
みヽ

額
離
中
納
言

源
氏
物
語

源
氏
物
語

宮
の
君

冷
泉
院

中
務
卿
の
娘

関

白
左
大
将

さ
き
の
右
大
臣

中
納
言

蛍
兵
部
卿
宮

匂
兵
部
卿
宮

梅
の
花
白
き
紅
合
わ
せ
侍
り

け

る

に
…

玉
菫
の
内
侍
の
か
み
ま
か
で

侍
り
け
る
に
‥

返

し
女
の
も
と
に
て
軒
近
き
梅
を

折
り
て

返
し

ほむ
のす
めめ
かの
しこ
侍と
るを
と左
て大
将
に

唐
土
に
て
梅
の
木
多
か
る
山

を
行
き
て
…

六
条
院
の
薫
物
合
わ
せ
果
て

て
…

‥
軒
近
き
紅
梅
の
い
と
お
も

し
ろ
き
を
折
り
て
…

梅八
の重
花・
・匂
紅ひ
深
き

九
重

・
匂
ひ

梅
の
花

梅
の
花

咲
き
匂
ふ

・
梅
の

花 梅
の
匂
ひ
に

梅
の
梢
を

梅
咲
く
山

鶯
の
声

花
の
あ
た
り

花
の
香

-

梅

■
■

●
‘



（
服り
）

44
（
４３

）

（
ｍ％
）

（
４‐

）

（
ｍＷ
）

（
ｍ”
）

（
∞∞
）

萩
に
宿
か
る

源
氏
物
語

十
萩
に
宿
か

る

し
の
ぶ
草

｝朝
倉

逢
ふ
に
か
ふ

る

帝 浮
舟

東
三
条
院
女
御

中
将

（中
官
か

） 入
道

一
品
の
宮

皇
后
宮
大
納
言

皇
后
官

三
位
中
将

こ
ぞ
の
春
も
ろ
と
も
に
月
を

御
覧
じ
け
る
女
の
も
と
に
…

‥
つ
ま
近
き
紅
梅
を
折
ら
す

れ
ば
‥

御
返
し

梅
壺
の
花
の
色
濃
き
枝
に
つ

け
て

関
白
軒
近
き
梅
を
見
侍
り
て

御
返
し

…
紅
梅
の
枝
に
付
け
ら
れ
け

る 女
の
梅
の
花
折
り
て
見
せ
侍

る
と
て

月春
や
見
し
世
の
そ

れ
な
が
ら

花
の
香

春
の
あ
け
ぼ
の

雲
居
の
花

見
し
世
恋
し
き
も

と
の
梢

梅
の
花

と
も
に
見
し
世
の

春
ぞ
恋
し
き

恋い梅
しにの
きじ匂
へひ
の
一春
ぞ

梅
の
花

過
ぎ
に
し
春
ぞ
い

と
ど
恋
し
き

梅袖
がの
枝匂

ひ

紅
に
匂

梅
の
花

懐
古
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（
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48
（
４７

）

（　　““一）

源
氏
物
語

源
氏
物
語

よ
そ
の
思
ひ

う

つ
ほ
物
語

風
に
つ
れ
な

き 夜
の
寝
覚

女
す

ヽ
み

火海
人
の

藻
塩

今
と
り
か

へ

ば
や

早

中お
や

の

六
条
院

六
条
院

帝 源
季
明

吉
野
の
院

寝
覚
の
上

右
大
将

大
僧
都

太
政
大
臣
四
の

君 中

宮
帝

雨
の
い
た
う
降
る
日
遣
は

せ
給
ひ
け
る

さ …
雁
の
連
れ
て
渡
る
に
よ
ま

せ
給
う
け
る

…
帰
る
雁
の
鳴
く
を
聞
か
せ

…
雁
の
列
と
い
ふ
心
を

吉
野
山
に
行
な
は
せ
給
ひ
け

る

こ
ろ

…

…
あ
け
ぼ
の
の
空
を
な
が
め

て 女
の
も
と
よ
り
帰
り
て
遣
は

し

け

る

″

題
知
ら
ず

御
返
し

中
宮
里
に
お
は
し
ま
す
此
…

春
雨

帰
る
雁
が
ね

帰
る
雁
が
ね

雁 春
の
あ
け
ぼ
の

春
の
あ
け
ぼ
の

春
霞

あ
け
ぼ
の
の
空

袖
の
月
か
げ

春
の
夜

ｏ
月

春
の
夜
の
月

春
の
夜
の
月

春
→雨

帰

―
雁 → 月 ―

←

春

の
曙 一 ― 一 一

一
一 ―

―

一
―

―
― 一

―

●
‘



（
〔Ｎ”
）

（
〔ヽ
”
）

（
５７

）

四
季
物
語

あ
ら
ば
逢
ふ

よ
の
と
嘆
く

民
部
卿

ま
よ
ふ
琴
の

ね

青
柳
の
宮

内
大
臣

よ
み
人
し
ら
ず

四
季
物
語
の
中
に

…
庭
に
柳
の
う
ち
な
び
く
を

見
て

和
歌
の
浦
の
柳
を
よ
め
る

青
柳
の
糸

青
柳

青
柳
の
糸

青
← 柳 一一 ―

〈
春

下
部
〉

さ

さ

わ
け
し

あ

さ

中
納
言

‥
関
自

の
か
た
の
花
の
盛
り

を
…

心
に
も
あ
ら
ぬ
こ
と
の
そ
の

夜
に
な
り
に
…

中
宮
の
清
涼
殿
の
花
御
覧
じ

け

る
…

春
の
こ
ろ
山
里
に
て
…

ま
妹
細よ
喘
練杖橿
花
を
い

春
霞

ｏ
花
の
あ
た

り 春
風

ｏ
花
の
色

霞

・
花

霞花
の
あ
り
か

あ
か
ぬ
花

の
に
ほ

ひ
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（
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（
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ーらゆ
ぬく

ヘ

知

落
窪
物
語

｝
隠
れ
蓑

ー
しい
ぶは

で
し

緒
絶
え
の
沼

ひ
ぢ

ぬ

い
し

ま

左
大
将

白
河
院

帝 ^よ
屏み
風人
歌知Vら

ず

左
衛
門
督

二
の
宮

帝 法
皇

嵯
峨
院

皇
太
后
宮

式
部
卿
の
宮

参
り
て
奏
し
侍
り
け
る

こ
の
花
を
御
覧
じ
て

南
殿
の
桜
を

一
枝
大
将
の
も

と
ヘ

‥
屏
風
に
桜
の
散
る
を
仰
ぎ

て
立
て
る
人
か
け
る
と
こ
ろ

⌒

″ ″

V

″

法
皇
六
十
御
賀
白
河
院
に
て

花
の
盛
り
に

春
の
除
目
に
…

花
の
じ
る
べ

花 花
の
盛
り

桜
花

桜 咲
き
初
む
る
花

山
桜

花
の
光

花
も
の
ど
け
き
匂

ふ 花
も
盛
り
に
に
ほ

ふ 匂
ひ
ま
さ
れ
る
花

０
‘
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（
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（
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（
７７
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（　一摯″　）
い
は
で
し
の

ぶ 狭
衣
物
語

源
氏
物
語

源
氏
物
語

雲
ゐ
の
月

ゆ
く

へ
知
ら

ぬ 風
に
つ
れ
な

き み
た
ら
し
川

早

はみ
らか
き
が

嵯
峨
院

斎
院

宇
治
の
中
の
君

六
条
院

皇
太
后

帝 太宇
政治
大入
臣道

関
白

内
大
臣

後
春
の
院

入
道
式
部
卿
親

王

…
南
殿
桜
を

一
枝
奉
ら
せ
給

ひ
て

古
里
の
花
お
ぼ
し
出
で
て
‥

…
お
も
し
ろ
き
花
の
枝
を
折

り

て
…
若
本
の
桜
ほ
の
か
に
咲
き

そ
め
た
る
を

‥
九
重
の
花
を
人
の
奏
れ
る

を
御
覧
じ
て

白
河
院
の
花
御
覧
じ
に
…

…
桜
に
つ
け
て
…

南
殿
の
花
の
盛
り
に

取
ら
せ
給
ふ
ま
ま
に

春
の
院
の
五
十
の
御
賀
に
…

雲
居
の
桜

花 か
ざ
し
折
る
花

の

た
よ
り

桜
か
ざ
し

雲
居
の
桜

花 花
咲
き
添
へ
ん

花 桜
を
か
ざ
す

桜
花
に
ほ
ふ

（懐
古
）

一
（懐
古
）
か
ざ
し

か
ざ
し

０
‘
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（
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（
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（
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86

夜
の
寝
覚

心
高
き
春
宮

一三
」日

狭
衣
物
語

夢
路
に
ま
ど

ふ τ

扇
浦

し̈

せけ
あヾ3ヾ

り
に
む

夜
の
寝
覚

い
は
で
し
の

お

関

白
御
冷
泉
院

帝 大
納
言
女

宰
相
中
将

源
中
納
言
女

新
宰
相

寝
覚
の
上

一
条
院
の
内
大

臣

…
花

の
梢
に
鶯

の
鳴
く
を
聞

き

て
ま
だ
年
若
か
り
け
る
に
女
に

た
ま
は
せ
け
る

…
女
を
か
い
ば
ま
せ
給
ひ
て

…
桜
の
枝
を
お
こ
せ
て
侍
り

け
る
返
り
事
に

返
し

り男
けの
る桜
にを

枝
お
こ
せ
て
侍

…
花
を
み
て
よ
め
る

…
見
し
世
の
こ
と
思
ひ
出
ら

れ
け
れ
ば

…
桜
の
花
を
折
り
て

花
の
あ
た
り

鷲
の
声

花
の
色

鶯 朽
木
の
桜

山
桜

あ
だ
に
う

つ
ろ
ふ

あ
だ
な
り

春
の
形
見

櫛
檀
に
のみ散
ぬ

花
に
お
く
れ
ぬ
命

咲
き
に
ほ
ふ
花

花
の
色

懐――懐
古  古

―鶯 一一→     あ あ   あ
だ だ   だ

30
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花
桜
折
る
少

将
）源
氏
物
語

源
氏
物
語

海
人
の
藻
塩

火 う

つ
ほ
物
語

う

つ
ほ
物
語

結
絶
え
の
沼

う

つ
ほ
物
語

中
将

按
察
大
納
言
北

の
方

六
条
院

北
山
の
上
人

大
僧
都

参
議
良
峰
行
正

中
納
言
涼

右
大
臣

中
納
言
実
忠

花
の
散
る
こ
ろ
…

御
返
し
…

雛
帥
陳
仮
球
つ一
は
っか
に

六
条
院
中
将
と
申
し
け
る
時

‥
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
Λ
走
ル

…
ふ
き
こ
し
と
い
ふ
所
の
花

お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ば

…
野
に
出
で
て
花
を
見
る
と

て 帰
る
雁
を
聞
き
て
よ
め
る

女
の
も
と
よ
り
帰
り
て
遣
は

じ
け
る

…
花
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る

を
見
て

散
る
花
を
惜
し
み

お
き
て

尾
の
上
の
桜
散
ら

ぬ
ま
を

山
桜

花
の
色

（顔
）

峰
の
嵐

桜
の
花

花
散
ら
す
風

散帰
るり
花行

く
雁

花
の
あ
た
り

雁
が
ね

桜
花

・
鶯

惜 一 惜      散―
花  花       花

静 ― 散
花  花

←帰
雁



110
（
‐０９
）

（
‐０８
）

（
‐０７
）

（
‐０６
）

（
‐０５
）

（‐０４
）

つ
ま
こ
ひ
か

う

つ
ほ
物
語

源
氏
物
語

朝
霧

源
氏
物
語

川
霧

十
し
の
ぶ
草

か

つ
ら

三
位
中
将

右
少
将
仲
頼

よ
み
人
知
ら
ず

（秋
好
中
宮
の

女
房
）

尼 薫
大
将

内
大
臣

中
納
言

関

白
兵
衛
佐

花
の
こ
ろ
…

…
色
を
尽
く
せ
る
花
風
に
き

ほ
ひ
て
散
り
交
ひ
…

六
条
院
に
て
舟
浮
け
て
…

白
河
の
花
見
歩
き
侍
り
け
る

こ

ｏ

・

・
な
舶
剛
わ
力ヽ院
狂
酷
鋤
材
協
唯

け

る
春
の
末

つ
方

返
し

軒
の
桜
を
人
の
折
り
て
見
せ

侍
り
け
れ
ば

山
桜

花
に
ま
が
ふ

花
ぞ
散
り
け
る

と
ま
ら
ぬ
花

散
り
散
ら
ず

山
桜

散
り
ま
が
ふ
花

風
に
ま
か
せ
て
散

る 襴
％げ
狂
惜
し
き

う

つ
ろ
ふ
花
を

（”̈
）
ぬ

る

訂
~~~~惹~発 ~完 ~癌 ~
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（
‐２０
）

119
（
‐‐８
）

（
‐‐７
）

（
‐‐６
〕

115
（
Ｊ

（
‐‐３
）

山
吹

ふ
く
ら
雀

源
氏
物
語

四
季
物
語

ま
よ
ふ
琴
の

ね う
き

な

み

額
諦
中
納
言

み
や
ま
が
く

れ ふ
た
葉

の
松

三
位
中
将

左
大
臣

六
条
院

春
駒
の
中
納
言

よ
み
人
知
ら
ず

藤
中
納
言
の
娘

帥
宮
中
宮

（帥

宮
中
の
君
）

よ
み
人
知
ら
ず

中
納
言

山
吹
の
盛
り
な
る
所
に
…

」
軸
数
のえ
な
ら
ぬ
枝
に
つ

じ
軸
吹
の盛
り
な
る
を
御
覧

四
季
物
語
の
中
に

和
歌
の
浦
に
て
花
の
散
る
を

よ
め

る

張
椛
駒
こ
ろ
に
な
り
て侍
り

…
花
の
散
る
を
見
て

題
知
ら
ず

八
重
の
山
吹
九
重

こ 山
吹
の
花

山
吹
の
花

蔓
斑
の
駒

散
り
て
花
の
波
と

こ
そ
な
れ

蛸
娃
盤̈
舵
頼
め

の雪
なの
ら名
ひ残
にに

雪

撒
“徹
一搬
∞替

繊和
麟腱
鈍
収
一

よ

~裳 ~~~~→
喬
←
晃-9-静―t花 花 花
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民
Ｊ

Ｏ
‘

⌒

124
Ψ

り
０

０
乙

（
‐２２
）

四
季
物
語

四
季
物
語

う

つ
ほ
物
語

一
源
氏
物
語

源
氏
物
語

ま
よ
ふ
琴
の

ね 源
氏
物
語

あ

た

り

さ

ら

ぬ

霞
の
女
御

頭っ
っ
じ
の
本
工

紀
伊
権
守

帝 薫
大
将

訥
木
の権
大
納

東
宮

二
条
太
政
大
臣

女
院

″

υ

四
季
物
語
の
中
に

麒
社
は敗
は
花々
批
ょ
み侍
り

″

V

」
凛
ｍ糀
の
宴
せ
さ
せ
給
ひ

夕
霧
の
左
大
臣
藤
の
盛
り
に

和
歌
浦
に
お
は
し
け
る
時
に

藤
の
花
の
宴
し
侍
り
け
る
に

八
重
山
吹
の
開
け
さ
し
て

春
霞

岩

つ
つ
じ

藤
の
花

花 藤
の
花

藤
の
花

藤
波

花 山
吹

八
重
に

一
重
を

岩

つ
つ
じ

暮
春

藤
の        ←―

花

34



133 132

ヘ

131
υ

一
う

つ
ほ
物

三
叩

し
の
ぶ
草

清
原
松
方

在
原
時
蔭

中
納
言
御
息
所

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
日
吹

上
に
て
春
を
惜
し
む
心
を
人

々
よ
み
侍
り
け
る
に

…
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
ご
ろ

行
く
春

惜
し
む
心

花
も
散
り
春
も
く

れ
な
ん

暮
春

二
月
尽

二
月
尽

●
歌
番

号

は
、

中

野
荘
次

・
藤

井
略
牌
替

増
訂

ふ
峨
ボ

和
歌
集

』

に
依

る
。

ま

た

以

下

の
引
用
も

こ
れ

に

よ

る

。

●

（
　
）

の
附

し

て
あ

る
歌

番

号

は
、
散

逸
物

語
及
び
、
現
存
物

語

の
散

逸
部

分

に
属
し

て

い
た
歌

で
あ

る

こ
と

を

示
す
。

一
の
有

す

る
歌

は
、
贈

答

歌

或
は
、
連
続

し

て
物
語
か

ら
抜

き
出

さ
れ

た

こ
と
を

示
す
。

）

は
、

物

語
歌

に
返

し

た
場
合

の
内
容
補

充

を
示
す
。

一

春
上
の
部
は
、

「立
春
」

「初
鶯
」
に
始
ま
り
、

「若
菜
」

「春
霞
中
の
山
里
」
そ
し
て

「梅
」

「春

の
月
」

「帰
雁
」

「青
柳
」
と
季
を
追
う
順
に
配
さ
れ
て
い
る
。

「若
菜
」

一
つ
に
し
て
も

「雪
間
の
若

蹂
肘
原
ヽ

力ヽ 雪
動

「
―ナ
薇
刺
い
わ
』
「

（
な

け
制
轍
「
い
鋼
臓
“

「
ゎ

雪 ヵ、
独
↑
御
樹
呻
が

ら
「罐

嘲

（
き

門
膝

中
´
の

も
か
紳

● ●



を
取
囲
む
自
然
の
微
妙
な
変
化
ま
で
描
き
出
し
て
い
る
。

次
に

「梅
」
の
配
列
に
お
い
て
、
梅
の
咲
き
誇
る
様
子
や
匂
ひ

（２５
～
３９
）
の
後
に
、

「過
に
し
春
ぞ

い
と
ど
恋
し
き
」

（４０
歌
中
）
、

「
い
に
し
へ
の
春
ぞ
恋
し
き
」

（
４‐
歌
中
）
、

「み
し
よ
の
春
ぞ
恋
し

き
吹
４２
歌
中
）
と
、
梅
の
香
よ
り
連
想
さ
れ
る
懐
旧
を
詠
じ
る
歌
を
並
べ
て
変
化
を
も
た
せ
て
い
と
し
か

も

「梅
」
の
次
に

「月
」
を
配
し
、

「月
や
あ
ら
ぬ
春
や
み
し
よ
の
そ
れ
な
か
ら
」

（
４５
歌
中
）
を
交
じ

え
、
梅
＝
懐
古
＝
月
と

「春
の
月
」
を
五
首
も
並
べ
て
い
る
。
恐
ら
く

「伊
勢
物
語
」
四
段
の

「五
条
の

后
」
で
、
翌
年
の
梅
の
花
盛
り
に
去
年
を
恋
し
く
思
い
業
平
が
詠
じ
た

「月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら

ぬ
我
身
ひ
と

つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
の
歌
物
語
世
界
を
念
頭
に
置
き
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
行

す
る
勅
撰
集
の
春
上
の
部
に
お
い
て

「梅
」
の
直
後
に

「月
」
を
位
置
さ
せ
て
い
る
の
は
、

「新
古
今

集
」
の

「梅
」
の
後
に

「朧
月
夜
」

（四
首
）
の
あ
る
以
外
見
　
出
せ
ず
、
独
自
の
小
世
界
を
作
り
出
し

て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

更
に

「春
の
曙
」

（
５０
～
５２
）
と
続
き
、

「帰
雁
」

（
５３
～
５５
）

「春
雨
」

（
５６
）

「青
柳
」

（
５７
～

５９
　
）
で
春
上
の
部
は
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

二

以
上
春
上
の
部
の
配
列
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
各
々
物
語
に
返
し
て
読
む
と
、
配
列
上
の
位
置

・

詞
書
と

一
致
し
な
い
歌
が
幾

つ
か
存
す
る
。

ま
ず
、

‐３

「う

つ
ほ
物
語
」
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、



右
大
将
な
か
た
ゝ
う
ち
に
さ
ふ
ら
ひ
け
る
に
ふ
ち

つ
ほ
の
女
御
し
ろ
か
ね
の
ひ
さ
け
に
わ
か
な

の
あ

つ
も
の
い
れ
て
く
ろ
は
う
を
ふ
た
に
お
ほ
ひ
て
と
る
と
こ
ろ
に
女
の
わ
か
な

つ
み
た
る
か

た

つ
く
り
た
る
を

つ
か
は
し
侍
け
る
に
か
き

つ
け
侍
け
る

う

つ
ほ
の
そ
わ
う
の
き
み

‐３
君
か
為
春
日
の
野
へ
の
雪
わ
け
て
け
ふ
の
わ
か
な
を
ひ
と
り

つ
み
つ
る

と
、

「わ
か
な

つ
み
た
る
形
作
り
て
」
と
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
実
際
の
若
菜
摘
み
の
折
の
歌
で

抑
舞

内 し、
ｒ
動
瑞
琳
敵
肛
酢
』
α
ド

の
「躙

酬
「
計
詢
晴
一

しヽ ぉ
い
」
一
に
醐
叶
妊
御

力ヽ 仲
狙
中
断
卿
¨
隊
繕
腱
喘

い
た
も
の
で
あ
る
。
暦
日
的
配
列
か
ら
見
る
と
約

一
ヵ
月
の
ず
れ
で
あ
り
、
季
が
異
る
と
言
え
る
。
詞
書

に
偽
り
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
厳
密
に
考
え
る
と
配
列
上
の
季
と
物
語
本
文
で
の
季
節
は

一
致
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

「
う

つ
ほ
物
語
」
歌
の
場
合
、
配
列
を
重
ん
じ
配
列
鑑
賞
を
優
先
し
、

歌
が
入
集
さ
れ
詞
書
が
附
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、

「今
と
り
か
へ
ば
や
」
の

「題
し
ら
ず
」
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

た
い
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）■

い
ま
と
り
か
へ
は
や
の
大
政
大
臣
四
君

４８
春
の
よ
も
み
る
我
か
ら
の
月
な
れ
は
心

つ
く
し
の
か
け
と
な
り
け
り



男
と
し
て
育
て
ら
れ
た
権
大
納
言

（後
に
左
大
臣

ｏ
関
白
に
昇
進
）
の
姫
君
は
、
表
向
き
若
君
と
し
て
出

仕
し
、
中
納
言
に
ま
で
進
む
。
右
大
臣

（後
に
大
政
大
臣
と
な
る
）
四
の
君
と
結
婚
す
る
が
、
表
向
き
の

夫
婦
で
あ
り
、
四
の
君
は
苦
悩
す
る
。
あ
る
春
の
夜
、
そ
の
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
独
り
詠
じ
た
折
の
歌
が

こ
の
４８
歌
で
あ
る
。
そ
の
際
美
し
い
四
の
君
の
姿
を
垣
間
見
た
宰
相
中
将
は
心
動
か
さ
れ
、
密
通
そ
し
て

不
義
の
子
出
産
…
と
物
語
が
大
き
く
展
開
す
る
契
機
と
な
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。

「
そ
の
年
も
た
ち
か

は
り
、

つ
い
た
ち
ご
ろ
」

「月
の
あ
か
き
」
夜
、

「花

（梅
）
の
か
げ
」
う

つ
る
頃
と
記
さ
れ
、
物
語
場

面
と

「風
葉
集
」
の
配
列
で
は
暦
日
的
展
開
か
ら
鑑
み
る
と
多
少
時
間
的
な
ず
れ
は
存
す
る
も
の
の
、

「梅
」

「月
」
で
は
前
後
の
歌
の
配
列
と

一
致
し
て
い
る
。
前
述
の

「う

つ
ほ
物
語
」
歌

（
１３
）
の
例
か

ら
見
る
と
著
し
い
矛
盾
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
詞
書
は

「題
し
ら
ず
」
で
あ
る
だ
巧

現̈
存
本

「風

葉
集
」
全
体
で
は
、
七
十
八
首
の
題
し
ら
ず
歌
を
含
ん
で
い
る
。
　
↑
」
の
中
で
四
首
は
、
詞
書
の
脱
落
と

も
考
え
ら
れ
る
。
）
こ
の
内
、
現
存
物
語
は
十
七
首
の
み

（但
し
、
現
存
物
語
で
も
散
逸
部
分
に
属
す
る

つ 歌
に
帰
議
考
賜
燎
い
』
だ

歌^ で
ざ
駆
嘲
Ⅷ
姐
動
鏑
拗
疇
い
影
「
ビ
翻
辮
脚
財
和
蜘
¨
綱
罐
封
』
椰
詢
ｒ
ヽ

「層

水
後
助
け
ら
れ
た
浮
舟
の
歌
な
ど
物
語
展
開
上
読
者
の
哀
れ
を
誘
い
、
そ
の
詠
者
の
苦
悩
に
共
感
じ
得
る

歌
が
多
い
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。

「風
葉
集
」
に
お
い
て
、
こ
の

「題
し
ら
ず
」
の
詞
書
は
何
首
か
連

続
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
４８
歌
の
次
４９
散
逸
物
語

「女
す
ゝ
み
」
歌
に
も
そ
の
意
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
勅
撰
集
の
型
を
模
倣
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
物
語
本
文
が
存
し
、
詠
歌
事
情

が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「題
し
ら
ず
」
と
詞
書
が
付
い
て
い
る
の
は
、
単
に
勅
撰
集
の
型
を

意
識
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
他
に
物
語
内
部
と
配
列
の
点
か
ら
考
慮
さ
れ
、
何
か
撰
者
の
意
図
が
あ

っ

０
０



た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
他
部
を
も
詳
し
く
調
査
し
、
結
論
を
導
き
た
い
。

〓
一　
春
下
の
部

次
に
春
下
の
部
で
あ
る
が
、
七
十
四
首
中
五
十
八
首
が
花

（桜
）
を
中
心
と
し
て
お
り
、

「春
駒
」

（
‐‐８
）

ｏ

「山
吹
」

（
‐１９
～
‐２２
）

ｏ

「藤
の
花
」

（
‐２３
～
‐２８
）

ｏ　
コ
石
つ
つ
じ
」

（
‐２９
）

「暮
春
」

（
‐３０

ｏ
‐３‐
）
二
月
尽

（
‐３２
ｏ

‐３３
）
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
中
で
注
目
に
値
す
る
歌
は
、

巻
二

（春
下
部
）
巻
頭
歌
の

「う

つ
ほ
物
語
」
歌
と
、
現
存

「源
氏
物
語
」
諸
本
に
は
な
い
歌

（
‐ｏ８
）
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
そ
の

「源
氏
物
語
」
歌
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

に
ほ
ふ
兵
部
卿
の
み
こ
し
ら
か
は
の
家
に
侍
り
け
る
に
花
見
に
ま
か
り
て
よ
み
侍
り
け
る

か
を
る
右
大
将

０８
ち
り
ち
ら
す
み
て
こ
そ
ゆ
か
め
山
桜
ふ
る
郷
人
は
わ
れ
を
ま

つ
と
も

＾

注

五

）

堀
部
正
三
氏
が
、
現
存
の

「源
氏
物
語
」
中
に
見
出
し
得
な
い
こ
の
歌
を
含
む
四
首

（他
は

８４

ｏ
‐３９３

・
‐３９４

）
に
つ
い
て
他
の
古
筆
断
簡
や
古
系
図
か
り
が
逸
し
た

「巣
守
」
の
巻
の
歌
で
は
な
い
か
と
さ
れ
た
。
以

来
諸
先
生
方
に
よ
り

「巣
守
」
巻
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
紫
式
部
同
時
代
に
書
か
れ
た
と
い
う
説
と
、
院



刺
湖
剛
岬
胸
辞
凌
ダ

と
「騨

わ
＾
守

渤
術
」
牡
い
め

の
「師

は
渤
諦
け

「
の

幡
鵬
は
「
巌
珊
励
財
剛
脚
詢
拗
闘
趾
肺
細

を
所
持
し
て
以
来
藤
原
摂
関
家
所
有
と
さ
れ
、

「巣
守
」
成
立
時
期
推
定
の
論
点
と
な

っ
て
い
る
。

「源

氏
物
語
」
宇
治
十
帖
成
立

・
構
想
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
配
列
を
み
て
も
、
次
歌
の
散
逸
物
語

「朝
霧
」
も
詞
書
に

「白
河
」
と
あ
り
、
桜
の
名
所
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
こ
の

「風
葉
集
」
の
四
首
を
調
べ
て
、
特
に
他
の

「源
氏
物
語
」
歌
と
詠
者
名

・
詞
書
上
の
区
別
は

み
ら
れ
な
い
。
「源
氏
物
語
」
の
場
合
、
他
の
物
語
と
同
名
の
登
場
人
物

（例
え
ば
、
冷
泉
帝

。
朱
雀
院
な

ど
）
以
外
は
物
語
名
を
冠
し
な
い
と
い
う
唯

一
独
自
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
。

「源
氏
物
語
」
歌
が
単
に

囃轍螺り
「で励臥炉制「拗臨遺帥蜘・位詢れ職げ嗽哄諦舛と́，三脇慟菫わｒ颯稀硝咄鋤純誡赫

無
視
で
き
ま
い
。
ど
の
歌
も
充
分
吟
味
さ
れ
配
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
Ｌ
・
鑑
み
、
こ
の
四
首
を
含
ん
だ

「巣
守
」
に
つ
い
て
は
、
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
言
及
は

で
き
な
い
も
の
の
、
大
宮
院
の
女
房
達
や
撰
者
は
、
恐
ら
く

「源
氏
物
語
」
の

一
巻
と
し
て
読
み
伝
え
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

最
後
に
、
巻
二
つ
ま
り
春
下
の
部
巻
頭
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
春
日
に
ま
う
て
ゝ
こ
れ
か
れ
歌
よ
み
侍
け
る
に
花
を
い
さ
な
ふ
と
い
ふ

ハ
υ

４
■



心
を

６０
ゎ
か
ゃ
と
に
う

つ
し
て
し
か
な
の
へ
に
出
て
み
れ
と
も
あ
か
ぬ
花
の
匂
ひ
を

「う

つ
ほ
物
語
」
の

「春
日
詣
」

（
一
名

「梅
の
花
笠
」
）
巻
中
の
歌
で
あ
る
。
物
語
本
文
に
依
る

二
月
廿
日
源
正
頼
が
御
願
た
て
る
べ
く
春
日
大
社
に
詣
で
神
楽
を
奉
納
す
る
。
そ
の
社
頭
の
歌
会
の

源
仲
頼
が
作
成
し
た
和
歌
序
に
記
さ
れ
た
題
を
も
と
に
し
、
歌
を
詠
み
連
ね
る
の
で
あ
る
。
和
歌
序

あ
は
れ
、
け
ふ
は
春
の
な
か
ば
の
月
、
ね
ま
ち
を
昨
日
と
い
ひ
て
、
は
な
の
に
ほ
ひ
を
さ
そ
ふ

う
ぐ
い
す
の
声
を
む
か

へ
、
た
び
に
春
の
か
り

つ
ら
を
な
し
て
、
か
は
べ
の
か
も
の
と
も
を

つ

ら
ね
て
、
こ
の
め
の
か
す
が
の
宮
に
わ
た
り
給

へ
り
…

（傍
線
筆
者
）

と
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
そ
の
中
の

「
は
な
の
に
ほ
ひ
を
さ
そ
ふ
」
を
歌
題
と
し
て
載
き
詠

「
じ

競
』
胸
薇
れ
稲
ぽ
肛
つ

と
「翻

漱
世
都
れ
奪
挙
称
乱
∝
一
格
脚

言旨ヵ、
「
』
稲
跡
ド
講
蘇
繊
盤

一 れ
篠
囃
損
鮭
わ

称
え
た
内
容
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
正
頼

一
行
に
供
し
て
き
た
多
く
の
者
を

「春
の
か
り
の
つ
ら
を

な
し
て
、
か
は
べ
の
か
も
の
と
も
を

つ
ら
ね
て

（春
の
雁
の
列
を
な
し
て
、
河
辺
の
鴨
の
供
を
連
ね
て

）
」
と
対
句
的
に
表
現
し
、
　
コ
」
の
め
の

（本
の
芽
―

「春
日
」
の
序
詞
）
か
す
が
の
宮
に
わ
た
り
給

」

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
正
頼

一
行
が
来
て
春
の
盛
り
を
迎
え
た
春
日
社
の
様
子
と
解
す
こ
と
が
で
き
、

は 折 と で

１
■



そ
の
前
半
部
は
、
正
頼

一
行
の
春
日
参
詣
の
盛
儀
が

「は
な
の
に
ほ
ひ
を
さ
そ

（花
の
匂
ひ
を
誘
）
」
ひ
、

「う
ぐ
い
す
の
声
を
む
か
へ
」
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
本
文
に
戻
る
と
、
兵
部
卿

宮
が
春
日
の
御
社
の
お
も
し
ろ
き
梅
の
花
を
折
ら
せ
、
あ
て
宮
の
許
に
奉

っ
た
歌
、

「
た
ち
よ
れ
ば
梅
の

花
が
さ
に
ほ
ふ
の
も
な
ほ
わ
び
人
は
こ
ゝ
ら
ぬ
れ
け
り
」
よ
り
、
こ
の
巻
の
名
が
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
、

梅
の
咲
く
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
類
推
し
、
和
歌
序
で
の

「
は
な
」
は
、
春
日
大
社
に
咲
き
誇

っ

て
い
た

「梅
」
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が

「風
葉
集
」
に
立
ち
戻

っ
て
こ
の
春
部
全
体
の
配
列
を
鑑
み
る
と
、
前
述
の

一
覧
表
の
如
く
こ
の

歌
は

「桜
」
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
６‐
か
ら
６６
歌
ま
で
、
詞
書

ｏ
歌
と
も
に

「

花
」
と
の
み
記
さ
れ
、
し
か
も
す
べ
て
散
逸
物
語
歌
で
あ
る
だ
け
に
判
然
と
し
な
い
が
、

「梅
」
の
配
列

は

、
　
春
上
の
部

（
４４
）
で
終
わ

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
次
歌
６‐

「川
霧
」
は
、

春
の
こ
ろ
山
さ
と
に
て
見
そ
め
て
侍
り
け
る
女
を
思
ひ
や
り
て

か
は
き
り
の
内
大
臣

６‐
た
ち
か
く
す
霞
は
と
ほ
く

へ
た

つ
れ
と
花
の
あ
り
か
に
心
を
そ
や
る

あ
る
が
、
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
時
点
と
近
似
す
る
と
思
わ
れ
る
歌
が
、
同
じ
春
下
に
存
す
る
。

春
の
す
ゑ
つ
か
た
山
さ
と
に
す
み
侍
り
け
る
女
の
も
と
よ
り
か

へ
り
侍
け
る
み
ち
す
か
ら
引
と

ゝ
め
ら
る
ゝ
こ
ゝ
ち
し
侍
け
れ
は

河
き
り
の
内
大
臣

‐ｏ
ち
り
ま
か
ふ
花
に
心
の
う

つ
り

つ
ゝ
家
路
を
さ
へ
も
忘
れ
ぬ
る
哉

１
■



こ
の

「山
さ
と
に
て
見
そ
め
て
侍
り
け
る
女
」

（６‐
詞
書
Ｘ
ｕ
詞
書

「山
さ
と
に
す
み
侍
け
る
女
」
は
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
。
内
大
臣
が
女
を
見
初
め
て
通
う
よ
う
に
な

っ
た
わ
け
で
、
各
々
の
詞
書

「春
の
こ

ろ
」

「春
の
す
ゑ
つ
か
た
」
は
そ
の
時
節
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

６‐
歌
中
の

「花
」
も

ノ。７
と
同
じ

「花
」

で
あ
る
可
能
性
が
強
く
、
春
の
末
に
花
が
散
る
こ
と
か
ら
、

「桜
」
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
６２
の
散
逸
物
語

「あ
ま
の
か
る
も
」
歌
は
、

中
官
の
清
涼
殿
の
花
御
覧
し
け
る
明
ほ
の
を
見
た
て
ま

つ
り
て

あ
ま
の
か
る
も
の
権
大
納
言

６２
九
重
の
霞
の
ま
よ
り
花
を
み
て
哀
こ
ゝ
ろ
の
み
た
れ
そ
め
ぬ
る

で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は

「物
語
三
百
番
歌
合
」
に
も
採
歌
さ
れ
て
い
る
。

「風
葉
集
」

「物
語
三
百
番
歌

合
」
各
々
の
調
書
等
か
ら
、
歌
こ
そ
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
現
存
本

「海
人
の
刈
藻
」
に
こ
の
場
面
　
　
　
４３

と
お
ぼ
し
き
箇
所
が
存
す
る
こ
と
が
、
小
木
種
島
ほ
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

「清
涼
殿
の
花
」
は

「

桜
」
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

＾

臓

十

一

Ｖ

次
の
６３

「し
の
ぶ
草
」
６４

「さ
さ
わ
け
し
あ
さ
」
６５

「
ひ
ぢ
ぬ
い
し
ま
」
の
各
歌
は
、
す
べ
て
散
逸
物

語
で
あ
り
、
他
の
資
料
か
ら
考
察
し
て
も
歌
の
示
す

「花
」
を

「桜
」
と
す
る
決
め
手
は
見
出
せ
ず
、
判

然
と
し
な
い
。

６６

「緒
絶
え
の
沼
」
も
散
逸
し
て
い
る
が
、

花
の
さ
か
り
に
ち
ゝ
お
と
ゝ

「よ
は
ひ
は
ふ
り
ぬ
」
な
と
申
侍
け
る
に



を
た
え
の
ぬ
ま
の
皇
太
后
宮

６６
心
あ
り
て
風
も
の
と
け
き
や
と
か
ら
や
花
も
盛
に
に
ほ
ふ
な
る
ら
ん

調
健
紳
ゎ

る
「

鳳
猟
粘
げ
脚
肺
貯
は
Ｆ

り
「赫

計
鰈
一
疇
組
物
螂
鰤
珈
螢
颯
数
腱
嚇
観
猥
梅

（ の
制
一
回
島

そ ヵ、
わ

て
詠
ん
だ
良
房
の
歌
か
ら
、
こ
の
６６
歌

・
詞
書
の

「花
」
も

「桜
」
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、

６７
か
ら
６９
ま
で
の

「
い
は
で
し
の
ぶ
」
歌
三
首
は
歌
中
に

「山
ざ
く
ら
」
と
示
さ
れ
、
次
の

７０
７‐
の

「隠
れ
蓑
」
歌
は
、
詞
書
中
に

「さ
く
ら
Ｌ
が
じ
め
た
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
こ
の
春
下
の
部
の
冒
頭
部
は
、
散
逸
物
語
が
六
首
連
続
し
て
位
置
し
て
い
る
も
の
の
、

「桜
」
を
中
心
と
し
て
ま
と
ま

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
春
下
の
部
巻
頭
の

「う

つ
ほ
物
語
」
歌

に
つ
い
て
は
、
撰
者
の
曲
解
の
上

「桜
」
の

「花
」
と
し
て
並
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

「新
古
今
集
」
春
下
の
部
の
俊
成
卿
女
の
歌

（
‐１２
）
が
ヽ

「千
五
百
番
歌
合
」
で
詠
じ
た
折
の

「花
の

時
な
枷

う 例十「『
け
一
ゆ

撰 位 っ
轟
¨
岬
中
一
¨
料
¨
¨
一

しヽ 二
「

て―こ 新
』
時
峙
け
神
［
］
一
】

れ と
「岬

け
¨
「

「
わ 群
¨
『
萎
「

も
勅
撰
集
の
型
式
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
い
る
以
上
、
同
様
の
配
慮
を
し
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
行
す
る
勅
撰
集
巻
二

（春
下
の
部
）
の
巻
頭
歌
を
掲
げ
て
み
た
い
。
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古
今
集

（春

下
）

題
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
う

つ
ろ
は
む
と
や
色
か
は
り
ゆ
く

「後
撰
集
」
巻
二
は
春
中
の
部
で
あ
る

「拾
遣
集
」
巻
二
は
夏
の
部
で
あ
る

「金
葉
集
」

「詞
花
集
」
の
巻
二
は
夏
の
部
で
あ
る

^千
春 載
下集

鳥
羽
殿
に
お
は
し
ま
し
け
る
こ
ろ
、
常
見
花
と
い
へ
る
心
を
を
の
こ
ど

も
つか
う
ま
つり
け
る
つい
で
に、
よ
ま
せ
酷
”
尉
熊
製

７７
継
力ヽき
札
ょ
り
ち
る
ま
で
み
れ
ば
木
つも
と
に花
も
日
か
ず
も
つも
り
ぬ

み
こ
にお
は
し
ま
し
け
る時
の御
梢
彙
み
い
つ光瞬
力ヽ天
腱
抑
製
ケ
るよ
し

７３
山
ざ
く
ら
た
ち
の
み
か
く
す
は
る
一

二
月
二
日
も
も
の
は
な
を
ご
覧
じ
て
　
　
　
花
山
院
御
製

み
ち
よ
へ
て
な
り
に
け
る
も
の
を
な
ど
て
か
は
も
も
と
し
も
は
た
な
づ

け
そ
め
け
ん

新
古
今
集

（春

一↓

釈
阿
、
和
歌
所
に
て
九
十
賀
し
侍
り
し
を
り
、
屏
風
に
、
山
に
さ
く
ら

９９謎
健
は
格登
違
屹
“
り
のし
だ
り
え
を
な
が
嶽
杜
ほ
曜
も
あ
か
ぬ色
か

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｉ

１
■



一　

も
が
な

^続
春古

C案

ｏｏ罐抑勒剌鰤議鉾颯〕剌̈
いな一』̈
【」“時は一一樹］れ［

１
さ
き
け
れ

「続
後
撰
集
」
巻
二
は
春
中
の
部
で
あ
る

●
　
引
用
は

『新
編
国
歌
大
観
』
を
用
い
た
。
各
歌
番
号
も
、
そ
れ
に
依
る
。

こ
の
表
を

一
見
す
る
と
、
春
部
を
三
巻
に
分
け
た

「後
撰
集
」

「続
後
撰
集
」
を
除
き
、

「後
拾
遣
集
」

を
例
外
と
し
て
、
巻
二

（春
下
）
は
そ
の
巻
頭
に

「桜
」
を
位
置
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
え
よ
う
。

次
に
、

「後
拾
遣
集
」
以
降
、
天
鯉
誠

四‐ま
場
の
御
製
を
巻
頭
に
戴
い
て
い
る
集
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
知

れ
る
。
し
か
も
後
藤
重
郎
氏
の
御
指
摘
に
依
る
と
、
特
に
巻
二
に
つ
い
て
は
、

「新
古
今
集
」
で
初
め
て

勅
撰
下
命
者
が
巻
頭
歌
人
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後

「続
古
今
集
」

「玉
葉
集
」

「風
雅
集
」

「新
続
古
今

集
」
の
四
集
が
そ
の
影
響
を
受
け
、
同
様
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
こ
の
四

集
は
と
も
に
、
神
祗

・
釈
教
の
各
冒
頭
歌
に
神
詠

。
仏
詠
の
歌
群
を
も
ち

（但
し

「続
古
今
集
」
は
神
詠

の
み
）
、
外
形
上
の
類
似
の
意
味
で
重
な
り
合
う
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
論
考
を
加
え
る
に
、
撰
者
は
勅
撰
集
の
配
列
に
熟
知
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
故
、

「風

葉
集
」
巻
二
巻
頭
歌
に
お
い
て

「う
つ
ほ
物
語
」
歌
は
何
ら
か
の
意
味
を
持
た
せ
て
置
か
れ
た
と
言
え
る

コ
数
即
朧
い
ッ

「
ろ

購
紳
ぽ
）
「
祀
柚
晟
れ
匿
Ｆ

含 一
む っ
敵
肺

一 書
族‐こ
畑
熟
勧
讚
¨
』

る 「辞
詢
江
織

き ぅ
．Ｆ

贅
」
詢

１
■



日
大
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
り
、
大
宮
院
、
そ
し
て
そ
の
父
で
あ
り
時
の
権
力
者
西
園
寺
実
氏
も
師
輔

の
子
公
季
か
ら
別
れ
た
藤
原
氏
で
あ
る
。

更
に
位
耐
え
る
な
ら
ば
、

「続
古
今
集
」
春
下
の
部
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「続
古
今
集
」
巻
二
巻
頭
歌
は
、
後
嵯
峨
天
皇
の
御
所
亀
山
院
の
桜
を
め
で
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
桜
は
、

詞
書
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
建
長
七
年
十
月
に
完
成
し
た
亀
山
殿
造
営
の
折
に
移
し
植
え
ら
れ
た
吉
野

山
の
桜
で
、
後
嵯
峨
天
皇
は
こ
の
桜
を
見
て
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「五
代
帝
王
物
語
」
に
も

Ｖ
ぎ
て
院
は
、
西
郊
亀
山
の
麓
に
御
所
を
立
て
、
亀
山
殿
と
名
付
、
常
に
渡
ら
せ
給
ふ
。
大
井
河
嵐
の
山

に
向
て
桟
敷
を
造
て
、
向
の
山
に
は
よ
し
の
山
の
桜
を
移
し
植
ら
れ
た
り
。
自
然
の
風
流
求
め
ざ
る
に

眼
を
や
し
な
ふ
、
ま
こ
と
に
昔
よ
り
名
を
え
た
る
勝
地
と
み
え
た
り
。

（群
書
類
従
）

設
げ
場
雌
酬

‐こ 院
詢
麟
情
蔵
残
け
鳩
櫛
駐
帆
版
鋤
則
然
獅

薫
、

「
る

ば
難
和

」
「柿

琳
粋
疎
肝

「
巻

に
力ヽ 巻
噸
鍬
脚
爛

つ
し
て
し
か
な
の
へ
に
出
て
み
れ
と
も
あ
か
ぬ
花
の
匂
ひ
を
」
を
再
考
す
る
と
、

「花
を
我
家
に
移
じ
め

で
る
」
と
い
う
類
似
の
趣
向
が
み
ら
れ
よ
う
。
他
の
部
で
の

「風
葉
集
」
と

「続
古
今
集
」
の
構
造
上
の

類
似
の
傾
向
も
踏
ま
え
て
鑑
み
る
と
、
単
な
る
偶
然
と
み
る
よ
り
や
は
り

「続
古
今
集
」
巻
二
巻
頭
歌
を

意
識
し
て
配
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「風
葉
集
」
撰
者
は
、

「う
つ
ほ
物

語
」
歌

（
６０
）
を
、
巻
二
巻
頭
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

「風
葉
集
」
下
命
者
で
あ
る
大
宮
院
を
含

む
藤
原

（西
園
寺
）
一族
を
頌
功
し
、
か
つ
後
嵯
峨
院
の
栄
華
鑽
仰
を
暗
喩
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「風
葉
集
」
は
、
単
な
る
物
語
歌
の
秀
歌
盤
で
は
な
く
、
後
嵯
峨
院
と
後
嵯
峨
院
皇
后

（大

宮
院
）
を
称
え
た
物
語
歌
撰
集
と
し
て
、
後
嵯
峨
院
当
代
の
勅
撰
集
ヒ
同
様
の
位
置
付
け
が
で
き
る
の
で

ワ
Ｊ

４
■



７
ヽ́

＾

性

十

五

ｖ

爆麒脚献郷”口ヵ、どれ「副疇馨庶Ⅷ
「者鳳軒集「喘時醐殊け‐ま（「単融製ゲ集。」「嚇樹麟鰈け詢響騰卿さ．

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。結

語

以
上
、

「風
葉
集
」
巻

一
・
巻
二
の
春
上
下
部
に
つ
い
て
、
そ
の
配
列
と
物
語
内
へ
返
し
た
場
合
の
矛

盾
等
い
さ
さ
か
卑
考
を
加
え
て
み
た
。

春
上
の
部
は
、

「立
春
」
に
始
ま
り
、

「若
菜
」

「春
霞
中
の
山
里
」

「梅
」

「春
の
月
」

「帰
雁
」

「青
柳
」
と
、
勅
撰
集
の
型
に
則
り
、
季
に
従
い
歌
材
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、

「う
つ
ほ
物

語
」
歌

（
１３
）
が
物
語
本
文
で
は
十
二
月
に
詠
じ
ら
れ
、
し
か
も
実
際
の
若
菜
摘
み
の
折
の
歌
で
は
な
い

の
に
、
配
列
上
は

「若
菜
」
中
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
逆
に
、

「今
と
り
か
へ
ば
や
」
歌

（４８
）

は
ヽ
物
語
本
文
が
現
存
じ
そ
の
場
面
も
春
の
配
列
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、

「題
し

ら
ず
」
と
詞
書
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
物
語
内
へ
返
し
検
討
し
た
結
果
の
問
題
点
と
言
え
よ
う
。

春
下
の
部
に
つ
い
て
は
、

「桜
」

「春
駒
」

「山
吹
」

「藤
の
花
」

「岩

つ
つ
じ
」
と
並
べ
ら
れ
、
最

後
に
は

「暮
春
」

「三
月
尽
」
と
丁
寧
に
春
の
暮
れ
行
く
様
子
が
、
や
は
り
勅
撰
集
の
型
通
り
配
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
の
中
で
、
現
存
の

「源
氏
物
語
」
諸
本
に
は
な
い
歌

（
‐ｏ８
）
の
存
在
。
加
え
て

（春

下
の
部
）
巻
頭
の

「う
つ
ほ
物
語
」
歌

（６０
）
は
、

「続
古
今
集
」
巻
二
巻
頭
歌
を
意
識
し
て
置
か
れ
た

こ
と
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

特
に
巻
頭
歌
の
問
題
は
西
園
寺
藤
原

一
族
賛
美
、
そ
し
て
後
嵯
峨
院
御
繁
栄
の
意
を
込
め
て
配
さ
れ
た

●
０

■
■



学 象 ⌒ か く 後 が 難 葉 は は ら ぞ /tぃ 左て‐
庫 参

°
春 嵯 先

L集
な た ず ぁ 鶯 遮、の の

昭 刊 考 何 上 峨 に は
Lく つ Lる

の こ お ¬

黎遥豪僕皐塚竪慮薯ゴえt力:習 喜「 ζ

阜]i]:[i[li:[:i::3
8曇 冥選涯3t黎 高総ゴを属摯 宇啓

和 ¬ め 置 と て 集 一 L続
い 後 か  か

｀

歌 物 ら さ 凡 こ に の か 後 る 撰 山  に
と 語 れ せ そ れ 思 歌 ら 撰

°
集 か  ま

物 歌 て て 二 ら 入 形 採 集 但
Lす  ぅ

語 の は い 十 を さ で 歌
Lし

春 み  て
の 一 い る 年 除 れ あ し の

｀
上 の  ゝ

は 側 な の 前 く た る か 場 第 部 衣  こ
ざ 面 い は の こ 物 こ と 合 三 ⌒ け  れ
ま

Lだ ｀
勅 と 語 と き

｀
句 17さ  か

赫軍:讐 霙じ警賃摯F:I足  サ
語 津 か さ に な 扱 付 い つ 春

｀
つ  た

歌 保
｀

か 量 い い か る ほ 日 ¬ と ぅ ょ
撰 物 更 大 歌 と を ぬ が 物 野 題 も つ み
集 語 に 胆 さ し 述 は

｀
語

Ц
し  ほ 侍

の 新 検 す れ て べ ず 勅
L｀

ら  の け
誕 巧 討 ぎ た い て は 撰 か 第 ず  右 る
生

嗚
を は 歌 る お な 集 ら 五

L 
少 にL昭

加 し を
°

り か に 撰 句 ¬  将 あ
_和 え な

｀
し ヽ` ろ 詳 抜 は ょ  仲 し

文 四 た い 雑 か 物 う し し  み  頼 た
学 十 い だ 部 し 語

°
い た ¬ 人   の

。 一 °
ろ で 同 の ¬ ¬ の い し   霞

語 年  う な じ 方 風 風 で ま    と

と
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
物
語
歌
　
撰
集

「風
葉
集
」
と

「続
古
今
集
」
の
構
成
の
類
似
は
、
ま
す
ま
す

顕
著
な
も
の
に
な

っ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
注

一

′
■



〈
注

二
〉

こ
の

「
源
氏
物

語

」
歌

は
、

六

条
院
中

将

と
申
し
け

る
時

わ
ら

わ

や
み

に
わ

つ
ら

ひ
給

へ
て
た

つ
ね
お

は
し

ま

し

た
り

け

」゙
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

源
氏

の
北

山

の
上
人

００
お
く

や
ま

の
む

ろ

の
と

ほ
そ
を

ま

れ

に
あ
け

て
ま
た

み

ぬ
花

の
色

を

み

る
か
な

で
あ
り
、

「
風
葉
集

」
諸
本

一
致

し

て

い
る
。

だ

が

「
源
氏
物

語

」
本
文

は
ひ
と
し

く
、

第

二
句

「
松

の
と

ぼ
そ
を

」
。
第

五
句

「
か

ほ
を

み

る
か
な

」
と

な

っ
て

い
る
。

こ

の

こ
と

は

「
風
葉
集

」
内

の

「
源

氏
物

語

」
本
文

は
、
青

表

紙
本

。
河
内
本

い
ず
れ

に
も
属

さ

な

い
別

本

系
統

の
古

写
本

の

一
本

に
依
拠

し

て

い
た

こ
と

の
説

明

に
通

じ

る
。

（
参
考

文

献

―
稲
賀

敬

二
氏

「
第

一
章
中
世

源

氏
物

語

梗
概
書

の
諸

問

題

」

『
源

氏
物

語

の
研
究
』

昭
和

四
十

二

年
九

月
笠

間

書

院

な
ど
）

〈
注

三
〉

「
題
し

ら
ず

」
歌

に

つ
い
て
は
、

本
稿
第

十

章

「

『
風
葉
和
歌

集

』

の

『
よ
み
人

し

ら
ず
』

歌

・

『
題
し
ら
ず
歌
■
つ
い
て
」
参
照
。

〈
注

四
〉

「
白
河
院

」
と

あ
る

の
は
、

穂
久
■

文
庫
蔵
永

元
年

写
本
。

「
し

ら

か

は

の
院

」
は
、

久
曽

神
本

の
本

文

で
あ

る
が
久
曽
神

本

に
お

い
て
校
合

さ
れ

て

い
る
異

本

は
、
底
本

（
丹

鶴
本

と
同
じ

で
あ

る
。

（
『
増

訂

湯
暉

葉
和
歌
集

』
参

照
）

〈
注

五
〉

『
中
世

日
本

文

学

の
研
究
』

昭
和

十

八
年

　
教

育

図
書
株

式
会

社

．

〈
注
六

〉

池

田
亀
鑑
氏

『
源
氏
物

語
大
成
』

。
長
谷

川
和

子
氏

『
源
氏
物

語

の
研
究
』

昭
和

三
十

二
年

東

宝
書
房
。

岡

一
男

氏

『
古

典

の
再

評
価
』

昭
和

四
十

三
年
有
精

堂

。
中

野
幸

一
氏

「

『
す

も
り
物
語
』
覚

　

‥
書
Ｌ
文
学

。
語
学
』
十
二
号
昭
和
三
十
四
年
六
月
。

「
源
氏
物
語
傑
作
の

ハ
Ｖ



巻

」

『
国
文

学
』

昭
和

三
十
六
年

五
月

。

須

田
哲
夫

氏

「
巣
守

三
位

と

『
紅
梅
』

『
蜻

蛉

』

の
巻

」

『
国
文

学

研
究

』
十
九

号

昭
和

三
十

四
年

。
藤
村
潔

氏

『
源

氏
物

語

の
構
造

』

昭
和

四
十

一
年
桜

楓
社

。

稲
賀
敬

二
氏

『
源

氏

物

語

の
研
究

』
昭
和

四
十

二
年

　
笠
間
書
院

。

常

磐

井

（
長

谷
川
）

和

子
氏

『
源

氏
物

語

古

系
図

の
研
究
』
昭
和

四
十

八
年

　
笠
間
書

院

。

石

川
徹

氏

，
樋

口
芳

麻

呂
氏

「
伝
慈

円
筆

物

語

歌
集
断

簡

と
源
氏
物

語

巣
守

巻

と

の
関

係

に

つ

い
て
」

『
国

語
学

国

文
学
報
』

二
十

六

集

。
尾

田
敬

子

氏

「
散
逸

『
巣

守

』

に

つ
い
て

の

一

試

論

」

『
国

語
国

文

』

三
巻
十

一
号

　

昭
和

五
十
九

年

十

一
月
な
ど

。

〈
注
七
〉

「
源

氏
見

ざ

る
歌

よ

み

は
遺
恨

の
事

な

り

」

（

「
六

百
番
歌

合

」
俊

成
）

、

「
左
歌

、

こ
れ

も

源

氏
物

語

の
心

に
か
よ

へ
る

に
や
、

詞

え

ん

に
は
侍

る

べ
し

」

（

「
千

五

百
番
歌

合

」
定

は

）

狭
「

翻

』

げ
囃

瑯
野

「
伊

『
拗

哺
ど

は

『

『

疇

は
】
嘲

勁
も

見

る

べ
き
歌

と

う
け

た
ま

は
れ

〈
注
八
〉

こ

の

「
春

日
詣

」
巻

の
和
歌
序

の
解

釈

は
、
室

城
秀

之

氏

の
御
論
文

（

『
う

つ
ほ
物

語
』

に

お

け

る
和
歌

〈

「
春

日
詣

」
の
巻

の
和

歌

序

を

め
ぐ

っ
て
〉

」

『
国

語
白

百
合
』

十
七

号

）

を
参

考

さ
せ

て

い
た

だ

い
た
。

た
だ

こ
の

「
花

」
に

つ
い
て
、
岩

波

日
本
古

典
文

学
大

系

『
　

宇

津

保
物

語

一
』

で
は
、

「
梅

」
と

注

記

さ
れ

て

い
る
も

の
の
、
樋

口
芳

麻
呂

氏

は

「

桜

」
　

で
は
な

い
か

と

の
御
指
摘
を

い
た

だ

い
た
。

慎
重

を
用
す
る
問
題

で
あ
り
、

更

に
検

討

を

加

　
え
た

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

〈
注
九
〉

「
物

語

二
百
番
歌

合

」
の
詞
書

は
、

「
ふ
じ

つ
ば

に
て
、
も

の
の
ひ
さ

ま
よ

り
さ
き

の
宮

を

ほ

の
か

に
見

た

て
ま

つ
り
け

る
あ

け

ば

の

に
　

権
大
納

言

」
と
あ

る
。

〈
注
十
〉

『
散

逸
物

語

の
研

究

平
安

・
鎌
倉

時

代

編

』

昭
和

四
十

八
年
　
笠

間
書

院
．



〈
注
十

一
〉

た

だ

、

６５

「
ひ
ぢ

ぬ

い
し

ま

」

の
歌

は
、

春

の
除
目

に
か

す
よ
り
外

の
権
大

納

言

に
な
り
た

る
人

の
ま

う

て
き

て
侍
け

る

に

ひ
ち

ぬ

い
し

ま

の
式

部
卿

の
み

こ

６５
春

を

た

に
し

ら

て
過
ぎ

ぬ

る
わ

か
宿

に
匂

ひ
ま

さ

れ

る
花

を

み

る
哉

と

あ
り

詞
書

の

「
春

の
除
目

」
は
通

例

正
月
十

一
日

に
始

ま

っ
て
十

二

日

に
終

る
県

召

除

日
と
考

え
ら
れ
る
。
物

語
本
文

に
お

い
て

日
程
等

も
通
例

で
あ
れ
ば

、

こ

の
歌

の

「
花

」

は

「
梅

」

の
可
能

性

も

あ
ろ
う
。

〈
注
十

二
〉

『
平
安

時
代
物
語

の
研
究
』

昭
和

三
十

年

東
宝
書

房
。

猶

、
藤

原
良

房

の
歌

は
、

そ
め

ど

の
の
さ
き

の
お

ま

へ
に
花

が

め

に
さ
く
ら

の
花

を

さ

さ
せ
給

へ
る
を
見

て
よ

め

る

さ
き

の
お

ほ
き
お

ほ

い
ま

う
ち

ぎ
み

年

ふ

れ
ば

よ

は
ひ

は
お

い
ぬ
し
か

は
あ

れ

ど
花
を
し

見

れ

ば
も

の
思

ひ
も

な
し

ぴ
砂
ろ
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
傍

線
筆

者

）

〈
注
十

三
〉

「
新

古

今
集

」
春

下

の
部

に

千

五

百
番
歌
合

に

ほ
風
か
よ
ふ
寝
覚
め
の
袖
の
花
の
香
に
か
を
る
枕
の
春
の
夜
の
夢

が
あ
る
。

「
千
五
百
番
歌
合
」
で
は
、
顕
昭
の

「
梅
の
香
を
夜
半
の
嵐
さ
そ
は
ず
は
関
の

い
た

間
を

い
か
で
も

ら
ま
し

」

の
作

と
番

え
ら
れ

て

「
左

右

の
花

の
香

、

と
も

に
よ

ろ
し

く
侍

り

れ
ど
、
右

す

こ
し
を

か
し
く

侍

り
、
勝

と
す

べ
し
。

」
と
判

さ

れ

て

い
る
。

（
参

考

文

献

　

―
久
保

田
淳

氏

『
新
古

今

和

歌
集
全
評
釈
第

一
巻

』

昭
和

五
十

一
年
　
講

談
社
）



〈
注

十

四
〉

〈
注

十

五
〉

〈
注

十
六
〉

「
第

二
章

　
第

二
節

　
巻

頭
歌

に
関

す

る
問
題

」

『
新

古

今
和

歌
集

の
基

礎
的

研

究
』

昭

和

四
十

二
年
　
塙
書

房
。

後
嵯

峨

院

御
世

の
勅
撰

集

の
性
格

に

つ
い
て

は
、
佐
藤
恒

雄

氏

「
続
後

撰
集

の
当

代
的
性

格

」

『
国

語
国
文

』
第

二
十
七
巻

三
号

。

「
後
嵯
峨
院

の
時

代

と
そ

の
歌
壇

」

『
国

語

と
国

文

学

』
昭
和

五
十

二
年
五
月
。
安

田
徳

子
氏
ョ

続
古

今

和
歌
集
』
　

賀

部

の
考
察

―

撰
集

意

図

と

の
関

わ
り

を
め
ぐ

っ
て

」

『
和

歌
文
学

研
究

』
第

四
十
六

号

な
ど

に
詳
し

い
。

樋

口
芳

麻

呂
氏

『
平
安

鎌
倉
時
代
散
逸

物

語

の
研
究
』

昭
和

五
十
七
年

　

ひ
た
く

書
房
。

Ｌ
０
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第
二
節

夏
部

勅
撰
集
に
お
い
て
、
夏
部
と
冬
部
の
歌
数
は
、
撰
者
や
歌
壇
の
嗜
好
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
密
接

な
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
夏
部
と
冬
部
に
つ
い
て
は
、
先
行
す
る
勅
撰
集
に
お
い
て
四
季
部
の

用玲有ヵ、れ牌』はおり「肝‐こ載鞣肝さ「輸４喘蘇」嘲れ罐そっけ麟』は、
「部胸柵轍鄭「財後‐こ鈍弟股た

れ
て
い
る
。

「風
葉
集
」
の
次
の

「続
拾
遣
集
」
ま
で
の
夏
部

・
冬
部
の
割
合

（四
季
部
内
に
お
い
て
の

割
合
―
雑
春

ｏ
雑
秋
部
は
含
ま
な
い
）
に
つ
い
て
は
、
次
の

〈
表
〉
の
通
り
で
あ
る
。



四季

合計
冬 岬 夏  部 勅撰集

342 Ｏ
υ

Ｏ
る 34 古 今

507 Ｅ
Ｕ

ａ
υ 70 後 撰

262 ０
０

И
任 58 拾 遣

′
■

０
４

И
■

０
０

′
ｔ

ハ
Ｖ

ワ
ｆ 後拾遣

325 52 66 金 葉

158 21 31 詞 花

475 ハ
υ

Ｏ
υ 89 千 載

706 156 (22,1) 110 (15,6) 新古今

442 81  (18,3) 56  (12,7) 新勅撰

522 74  (13,4) 70  (12,7) 続後撰

ｎ
υ

０
０

ａ
υ 146 (21,2) 103 (14,9) 続古今

448 80  (17,9) 77  (17,2) 風 葉

468 92  (19,7) 69  (14,7) 続拾遣

歌 数 (%) 歌 数 (%)

「千
載
集
」
で
は
、
夏
部

・
冬
部
の
差
位
が
わ
ず
か

一
首
で
あ

っ
た
も
の
の
、
次
の

「新
古
今
集
」
で
冬

部
に
四
十
六
首
も
の
急
増
が
み
ら
れ
た
。
以
降
、

「続
後
撰
集
」
を
除
き
、
勅
撰
集
で
冬
部
は
、
夏
部
に

対
し
三
十
～
四
十
首
の
優
勢
と
な

っ
て
い
る
。

「風
葉
集
」
の
場
合
、
冬
部
優
位
の
傾
向
は
そ
の
ま
ま
継

承
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
差
は
三
首
に
す
ぎ
ず
、

「続
後
撰
集
」
の
四
首
の
差
と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
よ

う
。
た
だ

〈
表
〉
よ
り
四
季
部
全
体
の
比
率
か
ら
考
察
す
る
と

「続
後
撰
集
」
は
冬
部
の
割
合
が
低
く
、



「風
葉
集
」
は
夏
部
の
割
合
が
高
い
と
い
う
結
果
に
な

っ
た
。

つ
ま
り

「続
後
撰
集
」
は
割
合
か
ら
み
て

冬
部
の
歌
数
が
少
な
い
の
に
対
し
、

「風
葉
集
」
は
夏
部
の
採
歌
数
が
多
い
た
め
各
々
そ
の
差
が
接
近
し

た
こ
と
に
な
ろ
う
。

「風
葉
集
」
の
夏
部
の
増
加
は
、　
一
つ
の
特
色
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
夏
部
の
構
成

ｏ
配
列
を
探

っ
て
行
き
た
い
。

一

夏
部
の
巻
頭
歌
群
は
、

や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
の
よ
右
大
将
御
と
の
い
し
て
侍
け
る
を
あ
け
は
て
ゝ
て
い
と
ま
給
は
す
と
て

よ
ま
せ
給
ひ
け
る

よ
そ
の
思
ひ
の
御
門
の
御
歌

３４
か
さ
ね

つ
る
袖
の
な
こ
り
も
と
ま
ら
し
な
け
ふ
た
ち
か
ふ
る
蝉
の
は
衣

け、

冷
泉
院
御
息
所
い
ま
た
ま
ゐ
り
侍
ら
さ
り
け
る
に
う
つ
き
の
つ
い
た
ち
こ
ろ
に
申

つ
か
は
じ
侍
け

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
氏
宰
相
中
将

‐３５
花
を
み
て
春
は
く
ら
し

つ
け
ふ
よ
り
や
し
き
な
け
き
の
た
に
ま
と
は
ん

関
自
の
も
と
に
ま
か
れ
り
け
る
に
右
大
将
の
さ
な
く
侍
け
る
を
み
て
に
は
の
さ
く
ら
の

一
む
ら
を

お
し
を
り
て
よ
め
る



＾
性
二
〉
　

し
の
ふ
く
さ
の
宮
の
中
将

‐３
さ
く
ら
花
梢
に
残
る
ひ
と
む
ら
や
過
に
し
春
の
か
た
み
な
る
ら
む

で
あ
る
。
巻
頭
歌
は
、
散
逸
物
語

「
よ
そ
の
思
ひ
」
だ
が
、
詞
書
に

「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
夜
」
、
歌

中

「今
日
た
ち
か
ふ
る
蝉
の
羽
衣
」
と
示
さ
れ
る
如
く
、
春
か
ら
夏

へ
の
狭
間
の
夜
の
思
い
と
更
衣
に
つ

い
て
詠
じ
た
歌
で
、
夏
部
巻
頭
を
飾
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。
次
の

‐３５
「源
氏
物
語
」
歌
は
、

詞
書
に

「卯
月
の

一
日
ご
ろ
」
と
記
さ
れ
、
夏
の
始
ま
り
を
示
し
た
配
置
で
あ
ろ
う
。

‐３６
の
散
逸
物
語
で

「し
の
ぶ
草
」
歌
も
、
梢
に
残
る
桜
の
花
の

一
群
を
見
て

「過
に
し
春
の
形
見
」
と
詠
み
、
春
の
名
残
を

挿
入
さ
せ

つ
つ
夏
の
訪
れ
を
語
る
と
い
う
配
列
で
、
初
夏
の
微
妙
な
自
然
の
移
ろ
い
を
表
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
次
に

「風
葉
集
」
夏
部
の
配
列
を
示
す

一
覧
表
を
掲
げ
て
み
た
い
。

0 （
助̈）

135 （嘲ｕ）

歌
番
号

四
季
物
語

し
の
ぶ
草

源
氏
物
語

よ
そ
の
思
ひ

物
　
語

名

ほ
と
と
ぎ
す
の

帝 宮
の
中
将

宰
相
中
将

　

（

＝
夕
霧
の
子
）

帝 詠

者

四
季
物
語
の
中
に

…
庭
の
桜
の

一
群
残
れ
る
を

押
し
折
て
よ
め
る

…
う
づ
き
の
つ
い
た
ち
ご
ろ

こ

ｏ

‥

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
夜
…

詞

書

の

要

約

卯
の
花

春
の
形
見

今
日
よ
り
や
し
げ

き
嘆
き
の

今
日
た
ち
か
ふ
る

歌

語

更
衣

卯
月

春
の
形
見

卯
の
花

配

夕」

０
０
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（
∪

（
一躙
）

（
一躍）

（
皿̈
）

（‐４０
）

139 （需鰤）
狭
衣
物
語

｝
み
れ
ど
も

あ
か
ぬ

う
き
な
み

流
れ
て
早
き

あ
す
か
川

十
ふ

せ

ご

落
窪
物
語

帝

（
＝
狭
衣
大

将
）

関

白
中
将

権
中
納
言

東
宮

侍
従
内
侍

頭
中
将

⌒よ
屏み
風人
歌しVら

ず

祭
り
の
日
、
近
衛
づ
か
さ
の

齋
院
に
参
る
を
…

こ
れ
を
立
ち
聞
き
て

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
の
を

聞
き
て

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
ほ
か
に
鳴

ナ

ぎ
題
し
ら
ず

返
し

夏
の
初
め

つ
く
方
夜
更
け
て

…
七
十
賀
屏
風
に
ほ
と
と
ぎ

す
を
待
て
る
所

今
日
は
か
ざ
し
し

葵
草

深
山
を

い
で
し
も

ほ
と
と
ぎ
す

深
山
を
出
づ
る
ほ

と
と
ぎ
す

忍
び
音
に
鳴
き
て

侍
ち
け
る
ほ
と
と

ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

忍
び
音
の
声

忍
び
音

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す
忍
び

か
ね
た
る

ほ
と
と
ぎ
す
待
ち

つ
る
宵
の
忍
び
音

卯
の
花

卯
の
花
の
女
御

一
御
返
し

卯
の
花

―

    ⌒     ^  ヘ

_g一警
―

:勁

一章寮~言
奪芭泰一章誤う

Ｃ
０
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（
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）

150
∩
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（
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）

0
｝いつま員はみ

み
か
き
が
は

ら 狭
衣
物
語

宇
治
の
河
浪

源
氏
物
語

｝し
のぶ草

み
か
は
に
咲

け
る

藤
中
納
言
女

権
中
納
言

内
大
臣

帝

（
＝
狭
衣

大
将
）

藤
中
納
言
女

夕
霧
の
左
大
臣

前
齋
院

中
納
言

前
関
白

返
し

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
を
聞

き
て

ほ
と
と
ぎ
す
の
忍
び
音
あ
ら

は
れ
て
語
ら
ひ
ゐ
た
る
声
も

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
ほ
の
か
に

鳴
く
を
聞
か
せ
給
ひ
て

祭
の
こ
ろ
…

藤
典
侍
、
祭
の
女
使
し
侍
り

け
る
に
…

返
し

祭

の
日

…

「あ
ふ
ひ
て
ふ
名
を
か
け
て

見
せ
な
ん
」
と
申
し
て
侍
り

け
る
女
の
返
し

ほ
と
と
ぎ
す
な
く

土
日 ほ

と
と
ぎ
す

朧
わ
れ
ま
蠅
ぎ
ょ

ほ
と
と
ぎ
す

名
を
だ
に
も
聞
か

で
年
降
る
草

今
日
の
か
ざ
し

も
ろ
か
づ
ら

か
ざ
し

も
ろ
は
ぐ
さ

か
ざ
し

あ
ふ
ひ

今
日
の
か
ざ
し

賀
茂
祭ほ

と

60
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156

み
や
ま
が
く

れ

｝盤
諦水

｝狭衣物
〓ｍ

な

る
と

い
せ
を

岩
垣
沼

浜
松
中
納
言

物
語

式
部
卿
の
み
こ

の
女

兵
部
卿
の
み
こ

秋
の
大
将

（狭
衣
大
将
）

の中
家務
のJE「

ガヽの
宰み
相こ

中
納
言

左
大
将

頭
中
将

中
納
言

題
し
ら
ず

返
し
、
娘
に
代
り
て

五
月
五
日
女
の
も
と
に
遣
わ

し
け
る
に

御
返
し

…
五
月
四
日
の
夕

つ
か
た
に

…
軒
の
あ
や
め
を
引
き
落
と

し
て
…

…
蔵
橘
を
取
り
て

題
し
ら
ず

…
間
近
き
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す

の
鳴
く
を
聞
き
て

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
け
れ

ぎ

長
き
根
を
か
く
る

あ
や
め
草

今
日
は
引
く
な
る

あ
や
め
草

引
け
る
あ
や
め
の

拍
供
　
（土日
）

軒
の
あ
や
め

あ
や
め

花
橘

ほ
と
と
ぎ
す

花
橘

ほ
と
と
ぎ
す

花
橘

ほ
と
と
ぎ
す

花
橘

花
橘

四五 四五 四五 四五
日月 日月 日月 日月

すと
ぎ



（
‐７２
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171 （
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）

∩
‐６９
）

（
一螂）

（
‐６７
）

（輛ｕ）

（
‐６５
）

は
し
た
か

源
氏
物
語

朝
倉 JE「嘆ふあ

くよら
民のば
部と逢

十
あ

し

の
や

へ
ぶ

き

も
の
ね
た
み

関

白
蛍
兵
部
卿
の
み

こ 三
条
院

よ
み
人
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

家

の
少
将

按
察
大
納
言
女

登
華
殿
御
息
所

娘
の
も
と
に
忍
び
て
侍
り
け

る
文
を
み
て
…

…
た
め
し

に
も
引
き
出

で

つ

べ
き
根

に
付
け

て
遣
は
じ
侍

け

る
五
月
五
日
い
み
じ
う
長
き
根

を
皇
后
宮
に
奉
ら
せ
給
ふ
と

て
…

⌒

″

υ

院
の
姫
君
の
根
合
の
歌

″ ″

題
し
ら
ず

あ
や
め
の
根

（音

）忍
び
し
に
声
あ
ら

は
れ
て
ほ
と
と
ぎ

ケ あ
や
め
の
根

（音

） あ
や
め
草

長
き
例

あ
や
め
草

深
き
根

あ
や
め
草

長
き
例

あ例
やに
め引
草け

る

あ
や
め
草

う
き
ね

あ
や
め
草
う
き
ね

を
か
く
る

あ
や
め（五

月
五
日
）
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179 178 177 176
（
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（
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（
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）

み
れ
ど
も
あ

か
ぬ

古
郷
を
た
づ

ぬ
る

う

つ
ほ
物
語

｝源
氏
物
三ｍ

松
浦
宮
物
語

物
語
名
不
詳

左
も
右
も
袖

ぬ
ら
す

あ
ら
ば
逢
ふ

よ
の
と
嘆
く

民
部
卿

関

白
権
大
納
言

源
太
政
大
臣

よ
み
人
し
ら
ず

六
条
院

参
議
氏
忠

詠
者
名
不
詳

准
后

姫
君
の
中
納
言

（　　″　　　　　　）

題
し
ら
ず

…
五
月
雨
に
な
り
に
け
り
と

申
し
け
れ
ば

御
返
し

…
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
渡
る

も
催
し
聞
こ
え
顔
な
れ
ば

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
声

の
変
ら

ぬ
を
聞
き
て

…
ほ
と
と
ぎ
す

の
鳴
く
を
聞

き

て
山
里
に
住
み
侍
り
け
る
大
政

大
臣
…

五
日
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
聞
き

て

五
月
雨
の
空

五
月
雨
の
空

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く

音
久
し
く
五
月
雨

ほ
と
と
ぎ
す
の
語

りヽ
ふ

士
戸

ほ
と
と
ぎ
す
の
語

ら
ひ
し

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
き
て
過
ぐ
な
り

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

空
に
鳴
く
音

五五
日月
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（
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）

（
蘭一）

183
（
‐８２
）

や
せ
川

う

つ
ほ
物
語

萩
に
宿
か
る

し
の
ぶ

｝隠
れ
蓑

雲
ゐ
の
月

う

つ
ほ
物
語

心
高
き
東
宮

一旦
」
日

衛
門
佐

侍
従
仲
澄

院
の
女
御
の
母

新
大
納
言

中
納
言
家
の
宰

相 左
大
将

左
大
臣

弾
正
　
親
王

（
三
の
み
こ
）

右
大
臣

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
け
れ

ぎ …
ほ
と
と
ぎ
す
の
あ
ま
た
た

び
鳴
く
を
聞
き
て
…

題
し
ら
ず
）

題
し
ら
ず

返
し

五
月

の
こ
ろ
女
の
も
と
に
遣

は
じ
け
る

五
月
ば
か
り
…
ほ
と
と
ぎ
す

の
鳴
き
け
れ
ば

女
に
遣
は
じ
け
る

五
月
雨
の
こ
ろ
…

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

山
ほ
と
と
ぎ
す

ほ
と
と
ぎ
す

五
月
雨

ほ
と
と
ぎ
す

五
月
雨

ほ
と
と
ぎ
す

五
月
雨

五
月
雨

五
月
雨― 

―

′
■
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193 192
ｎ
υ

う

つ
ほ
物
語

物
語
名
不
詳

｝源
氏
物
語

石
清
水
物
語

朝
倉

狭
衣
物
語

｝源
氏
物
語

兵
部
卿
の
官

詠
者
名
不
詳

薄
雲
の
女
院

六
条
院

中
関
白

式
部
卿
の
み
こ

大帝
将⌒~||

狭
衣

六
条
院

花
散
里

藤
壼
の
女
御
い
ま
だ
参
り
侍

ら
ざ
り
け
る
こ
ろ
遣
は
し
け

る む
す
め
を

（以
下
欠
脱
）

御
返
し

…
前
裁
の
な
か
に
と
こ
な

つ

の
は
な
や
か
に
咲
き
た
る
を

折
ら
せ
給
ひ
て
…

…
な
で
し
こ
に
つ
け
て
遣
は

じ
侍
り
け
る

な
で
し
こ
に

つ
け
て
女
に
遣

は
じ
け
る

…
蚊
遣
火
さ

へ
煙
り
て
わ
り

な
け
れ
ば

御
返
し

…
く
ひ
な
の
始
め
て
鳴
き
け

れ
ば

夏
山
の
茂
き
嘆
き

な
で
し
こ
の
花

露

の
ゆ
か
り

や
ま
と
な
で
し
こ

露
け
き

な
で
し
こ
の
花

涙
露
け
き

と
こ
な

つ
の
花

露
け
さ

と
こ
な

つ
の
花

蚊
遣
火

く

ひ
な

ｏ
月

く

ひ
な

ｏ
月

夏     こな
山 ←一一―ので

花 し

く

ひ
な

く

ひ
な

蚊
遣

火
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203 202 201 （
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な

る
と

う

つ
ほ
物
語

物
語
名
不
詳

源
氏
物
語

流
れ
て
早
き

あ
す
か
川

）源
氏物
菫田

源
氏
物
語

左
も
右
も
袖

ぬ
ら
す

中
務
卿
み
こ
の

娘 左
大
臣

詠
者
名
不
詳

紫
の
上

院 玉
髪
内
侍

蛍
兵
部
卿
の
官

六
条
院

太
政
大
臣

六
月
の
つ
ご
も
り
に
祓
し
に

川
原
に
出
で
侍
り
て

暑
き
日
釣
殿
に
涼
み
て
…

…
蓮
の
葉
に
書
き

つ
け
侍
り

け

る
いに :

だ露池
しのに
て玉蓮

の の

や花
う咲
なき
る渡
をれ
見る

…
夜
も
す
が
ら
燃
え
明
か
す

蛍
の
光
も
明
け
行
け
ば
消
え

ぬ
る
を

返

し
…
六
条
院
几
帳
の
帷
に
蛍
を

包
み
置
き
給
ひ
て
…
に
は
か

に
光
る
を
…

題
し
ら
ず

）

題
し
ら
ず

祓 木
隠
れ
に
人
松
風

蓮 蓮
の
露

夏
虫

蛍 虫 蛍 う

つ
せ
み

六  納  蓮   蓮      蛍      蝉
月  涼
祓



（２‐０
）

（
２０９
）

V

のま
ねよ

も、

琴

″ 東
宮

涼そ
しの
く夜
なも
り更
にけ
けて
れ風
ばの
音
も

和
歌
の
浦
に
て
六
月
祓
し
給

ふ
と
て

夏
過
ぎ
て

夏
越
し

六
月
祓

暮
夏

二

こ
の

一
覧
表
の
通
り
巻
頭
歌
　
群
の
後
、
配
列
は

「卯
の
花
」

「ほ
と
と
ぎ
す
」
へ
と
展
開
し
、
凡
そ

勅
撰
集
の
型
通
り
並
べ
ら
れ
が
る
の
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の

「ほ
と
と
ぎ
す
」
に
し
て
も
、

「忍
び

音
ミ
叩
∴
り
か
Ｌ
打
土♂
（

‐４３
～
‐４５
）
と
時
間
的
推
移
を
丁
寧
に
示
そ
う
と
す
る
苦
心
が
み
ら
れ
る
。

「ほ

と
と
ぎ
す
」は
「風
葉
集
」
夏
部
で
は
、
そ
の
歌
数
と
し
て
第

一
位
を
占
め
、
三
か
所
に
分
散
し
て
置
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
先
行
す
る
勅
撰
集
に
お
い
て
も
、
夏
部
の
主
要
な
歌
材
と
し
て
歌
数
も
多
く
、
ま
た
四

月
の
忍
び
散
Ｆ
月
雨
の
折
…
と
各
所
に
散
在
し
て
い
る
傾
向
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
中
で
以
下
の
配
列
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「ギ
茂

‐
祭
■
ま
つ
わ
る
六
首
と

「あ
や
め
」

（節
供

ｏ
根
合
せ
等
）
の
十
三
首
の
小
歌
群
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
賀
茂
祭
に
関
す
る
六
首

（
‐４６
～

‐５‐
）
で
あ
る
が
、
賀
茂
祭
は
通
例
四
月
の
中
の
酉
の
日
に
催
さ
れ
、

勅
撰
集
で
は
そ
れ
に
因
む
歌
材
の

「葵
」

ｏ

「祭
」
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
夏
部
と
し
て



は
、

「後
撰
集
」

「詞
花
集
」

「千
載
集
」

「新
古
今
集
」
に
各
二
首
ず
つ
採
ら
れ
、

「新
勅
撰
集
」

「続
後
撰
集
」
に
三
首
ず

つ
入
首
し
て
い
る
。

（
「続
後
撰
集
」
に
は
な
い
。
）

「詞
花
集
」
頃
か
ら
夏

部
と
し
て
定
着
し
て
き
た
も
の
の
二
～
三
首
程
度
で
あ
り
、

「風
葉
集
」
の
六
首
は
そ
の
倍
と
い
う
こ
と

で
多
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
賀
茂
祭
は
作
り
物
語
に
必
ず
と
言

っ
て
良
い
程
登
場
す
る
祭
で
あ
り
、
物

語
で
は
こ
の
祭
に
よ
り
季
節
を
知
り
話
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

「源
氏
物
語
」「
課
の
巻
の
葵
の
上
と
六

条
御
息
所
の
車
争
い
の
場
面
は
有
名
で
あ
り
、
ま
た
賀
茂
の
齋
院
に
選
ば
れ
た
女
性
を
巡

っ
て
の
悲
喜
劇

は

「狭
衣
物
語
」
に
代
表
さ
れ
が
後
の
作
り
物
語
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
祭
の
日
髪
飾
り
と

し
て
付
け
る
葵
の
葉
は
、

「逢
ふ
日
」
に
掛
け
男
女
の
恋
の
駆
引
き
の
場
で
詠
じ
ら
れ
る
。
た
だ

「風
葉

集
」
で
は
単
に

「葵
」
と
し
て
で
は
な
く

‐４８
‐４９
の
散
逸
物
語

「し
の
ぶ
草
」
の
様
に
、

「祭
の
日
さ
き

の
齋
院
に
き
こ
え
侍
け
る
」
と
詞
書
さ
れ
る
も
の
の
、
歌
に
は

「も
ろ
か
づ
ら
」

「か
ざ
し
」
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
次
の

‐５
「源
氏
物
語
」
歌
に
お
い
て
も
詞
書
に
は

「藤
典
侍
ま

つ
り
の
女
つ

か
ひ
し
侍
け
る
に
…
」
と
あ
る
も
の
の
歌
中
に
は

「け
ふ
の
か
ざ
し
」
で
あ
り
、

‐５‐
の
散
逸
物
語

「宇
治

の
河
浪
」
歌
に
も
詞
書
に

「ま
つ
り
の
こ
ろ
…
」
と
記
さ
れ
る
も
の
の
歌
に
は

「名
を
だ
に
も
間
か
で
年

降
る
草
」
と

「葵

（あ
ふ
日
）
」
の
名
を
婉
曲
に
表
現
し
た
歌
が
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
各
勅
撰
集
の
様

に
単
な
る

「葵
」

「祭
」
の
歌
語
を
含
ん
だ
歌
群
で
な
く
、
賀
茂
祭
と
し
て
そ
の
種
々
の
姿
を
描
き
出
そ

う
と
す
る
小
歌
群
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に

「あ
や
め
」
十
三
首

（
‐６０
～

‐７２
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「あ
や
め
」
が
勅
撰
集
夏
部
の
配

列
に
加
え
ら
れ
る
の
は
、

「拾
遣
集
」
以
後
で
あ
る
が
、
八
代
集
で
は

「金
葉
集
」
の
八
首
を
除
き
凡
そ

一
～
三

ｏ
四
首
ど
ま
り
で
あ
る
。
八
代
集
以
後
に
つ
い
て
も

「新
勅
撰
集
」
三
首
、

「続
古
今
集
」
四
首

（
「続
後
撰
集
」
は
な
い
）
で
あ
り
、
や
は
り

「風
葉
集
」
の
十
三
首
は
秀
で
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
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な
い
　
で
あ
ろ
う
。

「あ
や
め
」
も
ま
た
作
り
物
語
に
な
く
て
は
な
ら
な
ぬ
も
の
で
あ
る
。

「枕
冊
子
」

二
十
七
段
に
五
月
の
節
日
に
な
る
と
、
内
裏
を
始
め
貴
族

ｏ
庶
民
に
至
る
ま
で
こ
と
如
く
屋
根
に
葺
い
た

こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
様
に
、
季
節
を
示
す
描
写
と
し
て
必
ず
登
場
し
、
ま
た
根
合
せ
な
ど
も
頻
繁
に
行

わ
れ
る
。

「あ
や
め
」
は
泥
中
に
生
え
る
こ
と
か
ら
、

「浮
き
根
」
と
恋
に
悩
み
泣
く

「憂
き
音
」
が
掛

謝
幾
姉
』
肛
社
跡
叫
Ⅸ
ｒ
嘲
臨
れ
れ
ば

つ も
た

「嚇
勧

あ
（補

う ヵ、
「
）
」

「長
き
た
め
し
」

「水
」
等
が
詠
み
込

恐
ら
く
作
り
物
語
に
お
い
て
、

「葵
」

「あ
や
め
」
は
季
節
の
行
事
の

一
つ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
互
い
の
愛
情
を
確
認
し
合
う
、
或
は
報
わ
れ
な
い
自
ら
を
嘆
く
主
人
公
達
の
気
持
ち
を
代

弁
す
る
歌
語
と
し
て

「逢
ふ
日
」

「憂
き
音
」
と
い
う
意
で
提
供
さ
れ
、
数
多
く
詠
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

「風
葉
集
」
で
の

「賀
茂
祭
」

「あ
や
め
」
に
関
す
る
歌
数
の
多
さ
は
、
そ
の
ま
ま
作
り
物
語
中
で
登
場

人
物
達
が
恋
に
悩
ん
だ
そ
の
数
を
示
し
、
そ
の
場
で
詠
じ
ら
れ
た
歌
の
多
さ
を
物
語

っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、

「賀
茂
祭
」

「あ
や
め
」
の
歌
数
の
増
加
が
、
或
は

「風
葉

集
」
夏
部
膨
張
の

一
因
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

以
上
勅
撰
集
と
比
し
た
上
で
の
配
列
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
次
に
各
歌
を
物
語
本
文
に
返
し
た
場

合
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

（
た
い
し
ら
す
）

六
条
院
御
歌



２０
ょ
る
を
し
る
蛍
を
み
て
も
か
な
し
き
は
時
そ
と
も
な
き
思
ひ
也
け
り

玉
か

つ
ら
の
尚
侍
の
も
と
に
た
ち
よ
り
て
侍
け
る
に
六
条
院
几
帳
の
か
た
ひ
ら
に
蛍
を

つ
ゝ
み
置

給
て
う
ち
か
け
た
ま
へ
は
に
は
か
に
ひ
か
る
を
ほ
と
な
く
ま
き
ら
は
し
か
く
し
け
れ
は

ほ
た
る
の
兵
部
卿
の
み
こ

２０
な
く
こ
ゑ
の
き
こ
え
ぬ
虫
の
思
ひ
た
に
人
の
け

つ
に
は
消
る
物
か
は

か

へ
し

２０３
声
は
せ
て
身
を
の
み
こ
か
す
蛍
こ
そ
い
ふ
に
ま
さ
る
思
は
な
る
ら
め

ま
ず
光
源
氏
の
詠
じ
た
２．‐
歌
は
、
詞
書
に
は
附
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
前
の
散
逸
物
語

「左
も
右
も

袖
ぬ
ら
す
」
歌
の

「題
し
ら
ず
」
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「物
語
三
百
番
歌
合
」
に
採
用
さ

れ
て
い
る
同
歌
が

「紫
の
上
か
く
れ
給
ひ
て
後
、
蛍
の
飛
び
交
を
御
覧
じ
て
」
と
詞
書
が
附
さ
れ
て
い
る

如
く
物
語
場
面
に
返
す
と
、
紫
の
上
の
死
後
蛍
の
飛
ぶ
を
見
て
、
光
源
氏
が
自
ら
の
悲
嘆
を
独
詠
し
た
も

の
で
あ
る
。
物
語
本
文
に
も
暦
日
は
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、

「
い
と
暑
き
こ
ろ
、
涼
し
き
方
に
て
な
が
め

た
ま
ふ
に
」
と
あ
り
、

「蛍
の
い
と
多
く
飛
び
か
ふ
も
」
と

「風
葉
集
」
の
前
後
の
配
列
と
矛
盾
は
み
ら

れ
な
い
。
だ
が

「題
し
ら
ず
」
と
詞
書
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
本
文
は
伝
わ

っ
て
お
り
、
し
か
も

配
列
と
の
相
違
も
み
ら
れ
な
い
の
に
、

「題
し
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
か
撰
者
の
思
わ
く
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
春

（上

・
下
）
部
で
も
こ
の

「題
し
ら
ず
」
歌
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
詠
者
の
悲
愴

感
漂
う
歌
が
多
く
、
そ
れ
は
こ
の

２０‐
歌
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
詞
書
を
附
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

逆
に
詠
者
の
苦
悩
を
読
者
に
推
し
は
か
ら
そ
う
と
す
る
手
法
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
他
部
に
も

調
査
し
た
上
で
結
論
を
導
き
た
い
。

ハ
Ｖ



次
の

２０２
２０３
歌
は
、
玉
重
を
恋
す
る
蛍
兵
部
卿
官
の
前
で
、
光
源
氏
が
蛍
の
光
で
玉
髪
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
と
い
う
有
名
な
場
面
の
後
、
玉
重
と
蛍
兵
部
卿
宮
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
物
語
場
面
と
し
て
は
、
同
じ

夏
部

‐７‐
の
歌

玉
か

つ
ら
の
尚
侍
の
も
と
に
た
め
し
に
も
ひ
き
い
て
つ
へ
き
ね
に
つ
け
て
つ
か
は
じ
侍
け
る

ほ
た
る
の
兵
部
卿
の
み
こ

‐‐７‐
け
ふ
さ
へ
や
ひ
く
人
も
な
き
か
く
れ
に
お
ふ
る
あ
や
め
の
ね
の
み
な
か
れ
ん

の
前
に
存
す
る
。
物
語
中
の
暦
日
で
は
、

‐７‐

歌
が
五
月
五
日
で
、
こ
の

２０２
２０３
歌
は
そ
の
前
の
五
月
二

・
四

日
頃
の
こ
と
か
と
推
定
さ
れ
る
。

「風
葉
集
」
の
配
列
か
ら
み
る
と
、
間
に
二
十
首
も
の
歌
が
置
か
れ
て

い」婉肝蜘神』卸晰」「卿れ略醜荀強樹麟叫嘲れはヽ
「ま鵬げ馳証『一漱がも「釧蝶蝶け嗽噸

―
は
解
体
さ
れ
、　
一
首
の
物
語
歌
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

結
語

以
上
夏
部
に
つ
い
て
種
々
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
ま
ず

「風
葉
集
」
の
場
合
先
行
す
る
勅
撰
集
と
同

様
に
夏
冬
部
歌
数
を
比
較
し
た
場
合
、
冬
部
が
数
の
上
で
は
優
勢
な
も
の
の
、
割
合
か
ら
み
る
と
夏
部
の

歌
数
が
秀
で
て
い
る
と
い
う
結
果
と
な

っ
た
。
こ
の
夏
部
増
大
は
、　
一
つ
の
特
色
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ

，ｎノ。配
列
で
は
、

「更
衣
」
に
始
ま
り
、

「卯
月
」

「卯
の
花
」

「
ほ
と
と
ぎ
す
」

「賀
茂
祭
」

「花
橘
」

「あ
や
め
」

「五
月
雨
」

「く
い
な
」

「蚊
遣
火
」

「な
で
し
こ
」

「夏
山
」

「蝉
」

「蛍
」

「蓮
」



「納
涼
」

「六
月
祓
」

「暮
夏
」
と
勅
撰
集

の
型
通
り
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
、

「賀
茂
祭
」

「あ
や
め
」
が
、
作
り
物
語
の
中
で
男
女
の
恋

の
駆
引
き
の
場
で
、
ま
た
季
節
感
を
与
え
る
内
容
と
し
て

頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
数
多
く
入
集
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
　

ま
た
各
歌
を
物
語
本
文
に
返
し
た
場
合
、
物
語
本
文
が
存
し
か

つ
配
列
と
矛
盾
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
に

「題
し
ら
ず
」
の
詞
書
さ
れ
た
光
源
氏

の
独
詠
歌

の
存
在
、

「源
氏
物
語
」
歌

で
さ
え
も
そ
の

ス
ト
ー
リ
ー
は
解
体
さ
れ
、

「風
葉
集
」
独
自

の
世
界
を
鑑
賞
す
べ
く
配
列
に
則

っ
て
位
置
し

て
い
る
こ

と
―
こ
の
こ
と
は
、

い
か
に
配
列
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た
歌
集

で
あ
る
か
を
示
し
て
い
よ
う
。

〈
注

一
〉
有
吉
保
氏

「
第

一
章
四
季
部

の
構
造
と
特
質
」

『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
―
基
盤
と

構
成
』
昭
和
四
十
二
年
四
月
。

〈
注
二
〉

「
題
し
ら
ず
」
歌
に
つ
い
て
は
本
稿
第
十

一
章
参
照
。

●
ι



第
二
節

秋

（上

・
下
）
部

四
季
部
の
中
の
秋

（上

ｏ
下
）
石
」
Ⅳ
一首
に
関
し
、
そ
の
配
列
を
分
析
し
、
か

つ
先
行
す
る
勅
撰
集
と

比
し
そ
の
問
題
点
を
探

っ
て
行
き
た
い
。
ま
た
、
各
歌
を
物
語
本
文
に
返
し
た
場
合
の
疑
間
点
等
に
つ
い

て
も
検
討
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

一

ヽ

ま
ず
秋
上
部
に
つ
い
て
、
そ
の
配
列
を
み
て
み
た
い
。

（
２‐２
）

211
歌
番
号

｝
ま
よ
ふ
琴

う

つ
ほ
物
語

物
　
謳
田

名

東
宮

朱
雀
院

詠
　
者
　
名

和
歌
の
浦
に
お
は
し
ま
し
け

る

こ

ろ

…

文
月
の
初
め
つ
方
、
風
涼
し

く

ｏ

・

・

詞

書

の

要

約

秋
ぞ
来
に
け
る

今
日
初
秋
と
告
ぐ

る
な
り

け

り

歌

語

配

夕」

７
‥
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）

（
帷“）

（２‐４
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（
２‐３
）

道
心
す

ゝ
む

る 忍
び
音

物う
語つ

ほ

い
せ
を

心
高
き
東
宮

一旦
』日

女
す

ゝ
み

女
す

ゝ
み

の
ね

右
大
臣

帝 あ藤
て壺
宮女V御

||

中
務
卿
宮
北
の

方 前
関
白
中
の
君

右
大
臣

中
宮

前
右
大
臣
の
三

の
君 ″

み 三
侍七
り日
けよ
るそ

な
が
ら
見
て
よ

…
七
日
の
た
ま
は
せ
け
る

″

υ

七
月
七
日
川
原
に
出
で
て
…

七
月
七
日
の
夕
べ
萩
の
風
に

な
び
く
を
聞
き
て

…
萩
吹
く
風
の
心
あ
わ
た
だ

し
き
ま
で
に
聞
こ
え
け
れ
ば

左
大
将
真
野
の
浦
に
こ
も
り

ゐ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
…

題
し
ら
ず

″

y

行
き
逢
ひ
の
空

七
夕
の
逢
ふ
夜

七
夕
の
逢
ふ
夜

天
の
川

秋
を
浅
み

風待七
つ夕
宵・
の

荻
の

上

秋荻
のの
夕上
暮風

秋
の
初
風

秋
は
来
に
け
り

秋
も
来
に
け
り

秋 ―一人~立
風  初     秋

風

‐一――一 一一 一 一 ―‐
― …荻― ― ―
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（
２２５
）

（動一）
（棘̈
）

（
２２２
）

源
氏
物
語

夜
の
寝
覚

狭
衣
物
語

さ

さ
わ
け
し

あ

さ
ゆ

る
ぎ

の
ち
悔
ゆ
る

心
高
き
東
宮

一
旦
」
日

薫
大
将

広
沢
の
准
后

（

＝
寝
覚
の
上
）

″

嵯
峨
院
女
二
の

宮 帝

（
＝
狭
衣
大

将
）

八
条
院

帝 帝 後
冷
泉
院

…
秋
の
夕
べ
描
き
た
る
に
思

ひ
寄
せ
ら
る
る
こ
と
や
あ
り

…
物
思
ふ
秋
は
あ
ま
た
あ
り

し
か
ど
い
と
か
う
は
あ
ら
ざ

り
き
か
し
と
な
が
め
わ
び
て

″

こ
の
御
文
の
傍
ら
に

…
女
二
の
宮
に
聞
か
せ
給
ふ

こ
と
を
侍
ら
ん
を
な
ど
か
と

て 同
じ

日
…

…
七
日
遣
は
さ
せ
給
ひ
け
る

み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時

宣
旨
里
に
侍
り
け
る
に
た
ま

は
せ
け
る

棘
知
諜
結
ぶ秋
風

嫁
∞篠風

荻
原

末
越
す
風

下
荻

下
荻

末
越
す
風

七
夕

別
れ
て
の
明
日

七
夕
の
逢
は
ぬ
嘆

き

・
契
り

七
夕

・
契

・
嘆
き

行
き
逢
ひ
の
空

七
夕

民
υ
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）

（
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）

う

つ
ほ
物
語

源
氏
物
語

四
季
物
語

朝
倉

源
氏
物
語

｝
風
に
つ
れ

な

き

朱
雀
院

夕
霧
の
左
大
臣

月
の
帝

皇
太
后
大
納
言

賢
木
の
院

（
＝

桐
壺
帝
）

冷
泉
院

一
の
宮

太
政
大
臣

を
み
な

へ
し
を
よ
ま
せ
給
ひ

け
る

…

「し
を
る
る
野
辺
を
い
づ

く
と
て
」
と
申
し
て
侍
り
け

れ
ば

四
季
物
語
の
中
に

…
か
の
宮
よ
り

「露
ぞ
こ
ぼ

る
る
秋
萩
の
花
」
と
の
た
ま

は
せ
て
侍
り
け
る
御
返
し

野
分
だ
ち
た
る
夕
べ
…

か
く
渡
れ
る
よ
し
聞
こ
え
け

れ
ば

…
荻
の
上
風
の
渡
る
に
し
た

が
ひ
て
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
る

る
露

に
…

け
ん
書
き
て
…

を
み
な
え
し

露
の
心

秋
の
野
草

露
分
け
衣

萩
が
花
招

宮
城
野
の
小
萩
が

花
の
露

月ヽぶ宮
萩風城

の野
音の

露
吹
結

秋
風
に
そ
よ
め
く

荻
の
音

秋
風

荻
の
上
葉
の
露

秋一一
風

勤T]檄 →裏― ―二 じ
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）

（２４‐
）

（
一劉
）

（
２３９
）

238

か
や
が
下
折

れ う

つ
ほ
物
語

こ
ゆ
み

源
氏
物
語

四
季
物
語

う

つ
せ
み
し

ら
ぬ

よ
そ
の
思
ひ

物
語
名
不
詳

狭
衣
物
語

嵯
峨
院
中
宮

太
政
大
臣〈

注
　

　̈
〉

大
納
言

匂
兵
部
卿
宮

秋
霧
の
中
将

宰
相
中
将

右
大
将

内
大
臣

帝

（
＝
狭
衣
大

将
）

き前
過裁
ぐの
るメリ
風萱
にの
舌Lに
れは
てか
:に
吹

…
尾
花
の
折
れ
返
し
招
く
を

見
て
よ
み
侍
る

…
薄
に
書
き
て
遣
は
じ
け
る

こ 前
裁
の
中
に
尾
花

の
ま
だ
穂

に
出

で
さ
し
た
る
も
…

四
季
物
語
の
中
に

野
分
の
朝
藤
袴
に
付
け
て
女

に
遣
は
じ
け
る

内
わ
た
り
に
て
つ
れ
な
か
り

け
る
女
の
…

取
り
て
悩
む
を
聞
き
て

…
を
み
な

へ
し
の
露
の
絶
え

間
も
わ
り
な
げ
な
る
を
御
覧

じ
て

か
る
か
や

露
け
さ

花
す
す
き

花
す
す
き

穂
に
出
で
ぬ
物
思

ふ
ら
し
し
の
す
す

き 露
の
ま
が
き
の
藤

袴 藤
袴

露
や
ま
さ
ら
ん

露を
こみ
ばな
るヘ

らし
ん

女
郎
花

を
み
な

へ
し

刈   き花      藤     女
一 萱←―― す       袴      郎

す              花
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末
葉
の
露

を
ぐ
ら
山
た

づ
ぬ
る

源
氏
物
語

露
分
け
わ
ぶ

る

くみ
ゆづ
るか

ら

み
か
き
が
は

ら 朝
倉

源
氏
物
語

右
大
臣

女
院
大
納
言

小
野
の
尼

右
大
将

宰
相
中
将

源
宰
相

嵯
峨
院

皇
太
后
宮
大
納

言 六
条
院

題
し
ら
ず

…
夜
も
す
が
ら
置
き
わ
た
せ

る
露
も
…

…

「ま
た
萩
原
の
露
に
ま
ど

ひ
ぬ
」
と
い
ひ
け
る
か
へ
し

八
月
ば
か
り
…

″

左
大
将
大
内
山
に
住
み
侍
り

け
る
こ
ろ
…

御
賀
の
折
…

朝
顔
の
吹
き
わ
た
れ
る
あ
け

ぼ
の
を
…

…
前
裁
の
色
々
乱
れ
た
る
を

浅
芽
が
原

玉
の
露

野
辺
の
白
露

秋
の
野
の
露
分
け

来
た
る

浅
芽
生
の
露
分
け

わ
ぶ
る

山
里
の
秋
の
盛
り

秋
の
気
色

秋
の
野
辺
の
色
露

の
光

置
く
露

朝
顔

朝
顔

朝
顔

秋
の

野
辺

０
０
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き風
に
つ

れ
な

早

のい
ぶは

で
し

浜
松
中
納
言

物
語

よ
そ
の
思
ひ

源
氏
物
語

源
氏
物
語

源
氏
物
語

源
氏
物
語

吉
野
の
院

（右
大
将
）

左
衛
門
督

中
納
言

帝 明
石
の
上

中
の
君

六
条
院

浮
舟

秋

の
夕
が

‥

返
し

…
こ
こ
に
も
夕
べ
の
空
を
な

が
め
侍
り
け
れ
ば

も
ろ
こ
し
に
て
帰
り
な
ん
と

し
侍
り
け
る
こ
ろ
…

…
忍
び
が
た
き
秋
の
夕
べ
に

奉
ら
せ
給
ひ
け
る

野
分
の
朝
よ
め
る

∝詢
健
荒ヵ、証
敗
雄
味
』
雌
楓

ろ
し
に
は
劣
り
て
思
ひ
…

…
春
秋
い
づ
か
た
に
か
御
心

寄
せ
侍
る
べ
か
ら
ん
と
…

…
秋
の
夕
暮
思
ひ
出
づ
る
こ

と
多
く
て

秋
の
あ
は
れ
は

な
が
む
る
秋
の
夕

べ 人
も
あ
や
し
き
秋

の
夕
暮

あ
は
れ
知
る
秋
の

夕
べ
を

夕身
暮に
のぞ
秋し
のむ
風た

だ

風
の
音
も
憂
き
身

一
つ
に

身
に
し
む
秋
の
風

の我
夕が
風身

に
し
む
秋

秋
の
夕

べ

秋

多         贅
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夢
の
通
ひ
路

雪
の
う
ち

ル

ギ

ヽ
の

中

源
氏
物
語

扇
流
し

逢
ふ
に
か
か

る を

ぐ

る
ま

水
浅
み

源
氏
物
語

中
の
君

梅
壺
の
女
御

内
大
臣

音
の
婿
の
中
将

源
中
納
言
女

梅
壺
の
女
御

麗
景
殿
の
女
御

承
香
殿
の
女
御

六
条
院

題
し
ら
ず

注
輪
に
住
み
侍
り
け
る
こ
ろ

月
を
見
て

明女
かの
しも
てと
よに
めま
るか

り
て
独
り

…
月
出
で
て
を
か
し
き
ほ
ど

に
立
ち
寄
り
て
侍
る
に
…

⌒

″

υ

⌒

″

か⌒

「題
し
ら
ず
」
を
脱
し
た

物
思
ひ
け
る
秋
の
こ
ろ
…

風
荒
ら
か
に
吹
き
時
雨
し
た

る
夕
べ
…

秋
は
露
け
き

月 月秋
の
夜
な
夜
な

秋
の
夜
な
夜
な

山
里
の
秋
の
夜
深

き物
思
ふ
人

秋物
の思
夜ふ

ネ由

物
思
ふ
袖
の
涙

夜
半
の
白
露

秋
の
タ
ベ
も
涙
な

り

し
夕い
さと
れど
ば露

け
き

袖物
は思
露ふ
け秋
け
れ

秋
の
夜

80
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（
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276
（
２７５
）

（
２７４
）

｝
岩
う
つ
波
一朱
雀
院

我
身
に
た
ど

る
姫
君

源
氏
物
語

み
か
き
が
は

ら み
か
き
が
は

ら ち
ぢ

に
く

だ

く

る
狭
衣
物
語

水
の
自
波

を
の
ヘ

宮
の
大
将

冷
泉
院

中
宮

一　
日
印
膏百

按
察
御
息
所

齋
院

冷
泉
院

大
納
言
家
の
少

大
輔

同
じ
夜
…

八
月
十
五
夜
月
く
ま
な
き
に

…
八
月
十
五
夜
六
条
院
に
聞

こ
え
さ
せ
給
ひ
け
る

皇
后
宮
内
に
入
ら
せ
給
ひ
て

…
月
さ
し
出

で
て
を
か
し
き

ほ
ど
な
り
け
れ
ば

八
月
ば
か
り
…

内
よ
り

「涙
に
曇
る
月
影
は

宿
を
と
め
て
も
や
ぬ
る
る
顔

な

る
」

…

⌒

″

ハ

″

月 秋
の
月

秋雲
のの
夜上
の
月

秋
の
夜
の
月

雲
の
上

月
は
す
み
け
れ

月
影

風
ぞ
身
に
し
む

秋
の
月
影

な
が
め

秋物
の思
夜ふ
の涙
月

物姥
ぞ捨
悲の
し月
き

月一

・（八月十五夜）

（　　　″
　　　）

一

０
０
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（
２８４
）

（
２８３
）

う

つ
ほ
物
語

海
人

の
藻
塩

火

侍
従
仲
純

仁
和
寺
の
親
王

宰
相
更
衣

雁十嵯
飛賀峨
べの院
る屏の
所風き

にさ
ノヽい
月の
十宮
五の
夜六

大
僧
都
い
ま
だ
に
童
に
侍
り

け
る
時
八
月
十
五
夜
に
許
し

た
ま
は
せ
た
り
け
る
を
…

⌒

〃

∨

今
宵
の
月

初
か
り
が
ね

光
添

へ
た
る
夜
半

の
杯

夜
の
月

″    ″      ″

秋
上
の
巻
頭
歌
は
、

ふ
月
の
は
し
め

つ
か
た
風
す
ゝ
し
く
吹
出
た
る
タ

ヘ
に
よ
ま
せ
給
け
るう

つ
ほ
の
朱
雀
院
の
御
歌

Ｈ
め

つ
ら
し
く
吹
い
つ
る
風
の
す
ゝ
し
き
は
け
ふ
初
秋
と

つ
く
る
也
け
り

０
０



と
、

「う

つ
ほ
物
語
」

「初
秋
」
の
巻
に
存
す
る
朱
雀
院
の
詠
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
よ
り
こ
の
巻
が
命

名
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
物
語
本
文
に
返
し
て
み
る
と
、

「な
ほ
い
と
七
月
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
」
と

し
、
人
々
が

「け
ふ
秋
た
つ
日
に
こ
そ
あ
れ
」
と
話
す
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
物
語
本
文
の

「七
月
十

日
ば
か
り
」
を

「風
葉
集
」
の
詞
書
で
は

「ふ
月
の
は
じ
め

つ
か
た
」
と
曖
昧
な
表
現
に
改
め
た
の
は
、

恐
ら
く
こ
の

「立
秋
」

「秋
の
初
風
」
の
配
列
の
後
に
九
首
の

「七
夕
」
の
歌
群
を
有
し
て
い
る
た
め
、

そ
の

「七
夕
」
の
七
月
七
日
を
意
識
し
た
上
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
歌
の
末
尾

「初
秋
と
つ
く
る

也
け
り
」
の
本
文
を
も

つ
も
の
は

「風
葉
集
」
の
み
で
、
物
語
本
文
で
は

「
つ
く
る
な
る
べ
し
」
と
な

っ

て
い
る
。
　

次
の
１２
か
ら
三
首
は
、
散
逸
物
語

「ま
よ
ふ
琴
の
ね
」
と

「女
す
ゝ
み
」
の
歌
で
あ
る
。

わ
か
の
う
ら
に
お
は
し
ま
し
け
る
頃
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

ま
よ
ふ
き
ん
の
ね
の
春

２‐
み
き
は
な
る
あ
し
の
う
ら
葉
の
お
と
き
け
は
ひ
と
よ
の
程
に
秋
そ
き
に
け
る

‐３
も
し
ほ
や
く
畑
ひ
ま
な
き
わ
か
の
う
ら
に
霧
の
立
ち
そ
ふ
秋
も
き
に
け
り

た
い
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
す

ゝ
み
の
前
右
大
臣
の
三
の
君

２‐４
ほ
し
わ
ふ
る
袖
よ
り
外
に
お
き
そ
へ
て
世
さ
へ
露
け
き
秋
は
き
に
け
り

こ
の
三
首
の
末
句

「秋
そ
き
に
け
り
」

（
２‐２
）
ヽ

「秋
も
き
に
け
り
」

（
２‐３
）
ヽ

「秋
は
き
に
け
り
」

（
２‐４
）
の
配
列
は
、
実
に
見
事
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
秋
の
発
見
、
感
動
そ
し
て
確
認
と
、
秋

を
待
ち
焦
が
れ
そ
の
訪
れ
を
喜
ぶ
微
妙
な
心
の
変
化
を
、
こ
の
配
列
で
書
き
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
下
、

「秋
の
初
風
」

「七
夕
」
と
続
き

「萩
」

「女
郎
花
」

「藤
袴
」

「花
す
す
き
」

「刈
萱
」

●
０

●
０



「朝
顔
」
と
、
秋
の
花
々
が
花
毎
に
東
ね
ら
れ
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

「七
夕
」

（
２‐７
～

２２５
）
で
は
ま
ず
ヽ

「七
夕
の
つ
ま
待

つ
宵
の
」

（
２‐７
歌
中
）
と
織
姫
星
が
夫
の
彦
星
を
待

つ
、

「待

つ
七
夕
」
が
示
さ
れ
、

次
歌
に
お
い
て

「何
を
橋
に
て
逢
ひ
渡
る
ら
ん
」

（
２‐８
歌
中
）
と
彦
星
の
渡
る
橋
が
詠
じ
ら
れ
、
そ
し
て

二
人
の

「逢
ふ
夜
」

（
２
．
‐９
～

２２２
）
ヽ

「今
日
の
契
」

（
２２４
歌
鬼
ヽ

２２３

は

「契
り
劣
れ
る
」

と
続
き
、

「七
夕
」
の
小
歌
群
の
最
後
は

「別
れ
て
の
明
日
」

（

２２５

歌
中
）
と

「別
れ
る
七
夕
」
で
締
め
く
く
ら

れ
て
い
る
。
七
夕
当
夜
を
中
心
に

「待

つ
―
逢
う
―
別
れ
る
」
の
時
間
的
経
過
を
丁
寧
に
示
し
、
並
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、

「花
す
す
き
」

（
２４３
～

２４５
）
の
小
歌
群
に
し
て
も
、

２４３

歌
で
は
、
詞
書
に

「前
裁
の

神は
「を鳳融̈
薇は凱け肺章強」は』鶴一裁「ど淋＆州燿甥贖“
「でい銘賊け討緩鉄輛孔゙
蠍

銃
う
・
薄

虫
鋤
神
ｒ
競
潮

試‐こ
魏
刺
は
嘲
け
村
路
を
示
し
、
秋
の
時
間
の
流
れ
の
中
に
花
す
す
き
の
成
長
を
見
せ

そ
の
後

「秋
の
野
辺
」

（
２４９
～

２５５
）

「秋
夕
」

（
２５６
～

２６７
）

「秋
夜
」

（
２６８
～

２７２
）
と
続
く
が
、
特
に

「秋
夕
」

「秋
夜
」
は
、

「人
知
れ
ず
我
身
に
し
む
る
」

（
２５７
歌
中
）

「か
く
ば
か
り
に
身
に
し
む
」

（
　

２５８

歌
中
）

「憂
き
身

一
つ
」

（
２５９

歌
中
）

「身
に
ぞ
じ
む
」

（
２６０
歌
中
）
等
や
、

「物
思
ふ

袖
」

（
２６８
２６９
歌
中
）

「物
思
ふ
人
」

（　
２７０
歌
中
）
等
の
歌
に
も
物
思
い
に
悩
む
姿
が
重
な
り
合

っ
て
お

り
、
全
体
で
は
和
歌
の
歌
題
の

一
つ
の

「秋
思
」
と
し
て
ま
と
ま

っ
て
い
る
様
に
思
え
る
。

つ
ま
り
、
何

か
心
中
の
や
る
せ
な
さ
を
、
秋
の
夕
暮

ｏ
秋
の
夜
に
憂
い
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「秋
思
」
は

「千
載

集
」
頃
か
ら
秋
部
の
歌
材
と
し
て
採
用
さ
れ
、

「源
氏
物
語
」
な
ど
の
物
語
的
世
界
を
融
和
し
た

「新
古

今
」
歌
風
の
中
で
秋
部
の
主
要
な
歌
材
と
し
て
発
展
し
て
行

っ
た
。
た
だ
和
歌
に
お
い
て
は
、
秋
の
夕
暮

84



の
か
も
し
出
す
雰
囲
気
に
よ
り
詠
者
の
心
が
い
つ
の
間
に
か
寂
真
と
し
た
心
に
な
り
、
秋
の
素
材

「野

草
」

「虫
」
な
ど
を
用
い
て
そ
の
心
中
を
託
す
と
い
う
雰
囲
気
が
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
物
語
歌
は

そ
の
登
場
人
物
が
物
思
い
に
浸

っ
て
い
る
間
に
秋
の
訪
れ
に
気
付
く
と
い
っ
た
詠
ま
れ
方
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
故
、

「風
葉
集
」
で
は
、

「秋
夕
」

「秋
夜
」
そ
の
ど
れ
を
と

っ
て
も

「秋
思
」
と
密
接
に

つ
な
が

っ
て
お
り
、
そ
の
数
の
多
さ
は
勿
論
の
こ
と
、
物
語
歌
撰
集
と
し
て
独
自
の
小
世
界
を
描
い
て
い

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「秋
夕
」

「秋
夜
」
の
歌
の
多
さ
は
、
そ
の
ま
ま
苦
悩
す
る
物
語
主
人
公
達
の

夜
の
長
さ
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「秋
の
夕
べ
」

「秋
の
夜
」

「秋
の
夜
な
夜
な
」
と
歌
語
が
展
開
し
、
次
の

「月
」
の
小
歌
群

へ
と
連

続
さ
せ
て
い
る
。
そ
の

「月
」
十
四
首
で
、
秋
上
部
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
特
に
巻
末
部
の
六
首
は

「源
氏
物
語
」
中
の
退
位
し
た
冷
泉
院
が
月
に
そ
の
心
中
を
託
す
歌
か
ら
始
ま
り
、
詞
書
に

「御
位
お
り

さ
せ
給
ひ
て
八
月
十
五
夜
六
条
院
に
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、

「八
月
十
五
夜

計
「

「
ま

祉
崚

じ っ
餃
「

（ る
が

ｏ 以
訂
一

詞
「諏

判

「
十

姐
師
棚
は
織
由
機
狂
腱

‐こヵヾ
詢
嘲
れ
星
島
勅
ｋ
世

五
（夜

ゆ２８‐
る
姉

給
は
せ
け
る
を
…
」

（　
８４
詞
書
）

「さ
か
の
院
の
き
さ
い
の
官
の
六
十
賀
の
昇
風
に
八
月
十
五
夜
か
り

と
べ

る
処
」

（
狙
詞
書
）
ど
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
じ

「月
」
で
も
ハ

２８
詞
書
）
ル

詢赫獅末‐こは
「月肝「材置ヵ、山

て
い
る
の
は
、

「千
載
集
」
で
初
め
て
試
み
ら
れ
て
以
来
、

「新
古
今
集
」

「続
古
今
集
」
で
受
け
継
が

れ
て
お
り
、

「風
葉
集
」
も
そ
の
流
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
」
Ｒ

紋

て
お
■

み

Ｔ
３

．
九
月
雪
二
燎
」
ｏ
士
歌
洋

と
対
と
な
Ｌ
マ

〕
る

と
を
電
え
Ｆ
・っ
。

●
０



二

次
に
秋
下
に
つ
い
て
そ
の
』
叩
晟
間
を
考
え
た
い
。

（
２９‐
）

（
２９０
）

（２８９
）

（
２８８
）

287 286
歌
番
号

袖
ぬ
ら
す

み
づ
か
ら
悔

ゆ
る

荻
に
宿
か
る

お
！
一の
中

源
氏
物
語

風
に
つ
れ
な

き 物
　
語
　
名

准
后

左
大
将

大
将

内
大
臣

夕
霧
の
左
大
臣

太
政
大
臣

詠
　
者
　
名

題
し
ら
ず

侍
雌
初
鳴
き
て渡
る
に
よ
み

⌒

″

υ

ハ

″

ハ

″

V

題
し
ら
ず

詞

書

の

要

約

虫浅
の茅
音原

櫂
婦
に渡
る
か
り

雲
居
に
雁
の
告
げ

て 雁
の
寝
覚
の
声

か
り
が
ね

雁
の
音

歌

語

―

                 か ― ― ― ― ― ― →

り
が
ね

配

列

０
０



300
ｎ
υ

ｎ
υ

２
298

（
２９７
）

（̈
御
）

（
２９５
）

（
２９４
）

293 292

う

つ
ほ
物
語

源
氏
物
語

あ
さ
ぢ
か
露

親
子
の
中

も
と
の
し
づ

ノ
ヽ せ

れ
う

狭
衣
物
語

う

つ
ほ
物
語

中
納
言
正
明

負
の
命
婦

尚
侍

内
大
臣

太
政
大
臣
の
娘

大
将

中
納
言

嵯
峨
の
院

右
大
臣

秋
の
こ
ろ
女
に
遣
は
じ
け
る

…
草
む
ら
の
虫
の
声
々
催
し

顔
な
れ
ば

…
夕
べ
な
が
め
た
る
所
に
書

き
付
け
侍
り
け
る

…
虫
の
音
を
聞
き
て

返
し

るべ 三

き荒
女れ
のた
もる
とと
にこ
遣ろ
はに
し住
けむ

早
う
住
み
侍
り
け
る
と
こ
ろ

の
荒
れ
に
け
る
を
…

…

「葎
の
宿
を
行
き
過
ぎ
て

」
と
き
こ
え
給

へ
る
御
返
し

女
の
も
と
の
い
た
く
荒
れ
た

る
を
分
け
入
る
と
て

き
り
ぎ
り
す

鈴
虫

ま

つ
虫
の
声

虫
の
音

浅
茅
に
鳴
く
虫

音浅
茅
が
原
の

虫
の

虫鶉
の鳴
声 く
々野

浅
茅
が
末

虫
の
音
し
げ
き

虫浅
茅
原

ま           音虫
つ        浅  の
虫        茅

← 一 ― 一 原

鈴
虫

き↓
り
ぎ

り
す

７
‥

０
０



309 （
３０８
）

（
３０７
）

（̈
）̈

（
３０５
）

（
３０４
）

（
”̈
）

302 （
３０‐
）

源
氏
物
語

時
雨

初
音 な風

きに
つ

れ

）水
あ
さ
み

源
氏
物
語

か
い
ば
み

匂
兵
部
卿
宮

源
大
納
言
女

し
か
ま
の
大
政

大
臣
女

女
一
あ

宮

一
品
の
官

家
の
弁

右
大
臣
の
中
の

君 匂
兵
部
卿
宮

右
大
将

霧
深
き
あ
し
た
に
女
に
遣
は

し

け

る

題
し
ら
ず

″

υ

…
鹿
い
と
あ
は
れ
に
鳴
き
け

れ
ば

ハ

″

ジ

…
鹿
の
鳴
く
を
聞
き
て

山
里
に
物
思
ひ
け
る
人
を
思

ひ
や
り
て
…

題
し
ら
ず

朝
霧

鹿
の
音

鹿
も
鳴
く
な
り

し
か
ば
か
り

秋鹿
のの
あ鳴
はく
れね

秋深
の山
あの
は奥
れの

鹿

し
か
も
ろ
と
も

妻
恋
ふ
る
同
じ
ね

秋
の
夕
暮

牡
鹿

夕
暮

き
り
ぎ
り
す

●
０

●
０



（
３‐８
〕

（
３‐７
）

316 （
３‐５
）

（
３‐４
）

313 312 311 310

の
ち
悔
ゆ
る

め
も
あ
は
ぬ

源
氏
物
語

あ
だ
波

末
葉
の
露

｝
源
氏
物
語

源
氏
物
語

源
氏
物
語

大
将
の
女
御

后
の
宮
の
弁

六
条
院

院 東
宮
の
宣
旨

女
二
の
宮

夕
霧
の
左
大
臣

六
条
院

薫
大
将

…
菊
の
枝
を
見
よ
と
て
た
ま

は
せ
た
り
け
れ
ば

…
帝
菊
の
枝
の
お
も
し
ろ
き

を
た
ま
は
せ
た
り
け
れ
ば

物
お
ぼ
し
け
る
こ
ろ
菊
の
花

を
御
覧
じ
て

み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時

菊
の
宴
せ
さ
せ
給
ふ
に
…

…
荻
の
上
風
荒
ら
か
に
吹
き

迷
ふ

返
し

…
霧
の
た
だ
こ
の
軒
の
も
と

ま
で
立
ち
渡
れ
る
に
…

…
霧
い
た
う
降
り
て
た
だ
な

ら
ぬ
朝
ぼ
ら
け
に
…

宇
治
に
ま
か
れ
り
け
る
に
霧

い
と
深
く
立
ち
渡
り
て
…

白
菊
の
花

白
菊

菊
の
朝
露

白
菊
の
花

夕
霧

立

つ
霧

夕

霧
霧
な
隔
て
そ

霧朝
こぼ
めら
てけ

（朝
霧
、

（朝
霧
）

一
霧

（夕
霧
）．

（夕
霧
）

０
０

―

菊



（
３２７
）

（
３２６
）

（
３２５
）

（
３２４
）

（̈
”）

（̈

）̈
（勁〕）

320 319

桂 み
か
き
が
は

ら 吉
野
山

い
せ
を

の

早

のま
音よ

ら、

琴

源
氏
物
語

う
つ
ほ
物
語

中
宮

関
白
北
の
方

前
左
大
臣
の
三

の
宮

中
宮

右
衛
門
督

中
納
言

按
察
大
納
言

六
条
院

藤
壺
の
女
御

宇
治
に
お
は
し
ま
し
け
る
こ

ろ
月
を
御
覧
じ
て
…

桂
に
住
み
侍
り
け
る
こ
ろ
月

を
見
て

…
夜
深
き
月
に
尋
ね
ま
う
で

来
て
侍
り
け
れ
ば

吉
野
に
て
月
を
御
覧
じ
て

同
じ
夜
…

⌒

″

υ

九
月
十
三
夜
内
に
参
り
て
よ

め
る

冷
泉
院
の
行
幸
侍
り
け
る
に

菊
を
折
ら
せ
給
ひ
て
…

嬢朝
則
せヵ、榊
頃麟
腱
断
り
て

月
の
色
か
な

月桂
はの
す里
み
け
り

伏
見
の
里
の
秋
の

夜
の
月

吉
野
山
に
す
め
る

月
影

く
ま
な
き
空
の
月

影 秋
の
夜
の
月

長
月
の
月

色
ま
さ
る
ま
が
き

の
菊

菊
の
花
移
ろ
ふ
色

｝
よ
そ
の

（ 一
九
月

十
三
夜
）

＾
九
月

十
三
夜
）

一（吉
野
山
）

一（桂
の
月
）

一（宇
治
山
）

一

90



（
３３５
）

334
（
３３３
し

（
３３２
）

（３３‐
）

（
翻
）

329 （噸い）

ヽ

おミい
は
で
し
の

｝四季物五山

な風
きに

つ

れ

源
氏
物
語

、
思
ひ

右
大
将

関

白
鈴
虫
の
少
将

月
の
帝

右
大
臣

関

白
六
条
院

帝

…
明
け
行
く
空
の
月
を
み
て

長
月
の
末

つ
方
…

御
返
し

四
季
物
語
の
中
に

⌒ 九
月
ば
か
り
…
月
影
に
鹿
の

声
あ
は
れ
に
聞
こ
え
侍
り
け

れ
ば

…
月
は
な
や
か
な
る
に
昔
の

こ
と
お
ぼ
し
出

で
ら
れ
け
れ

ば
…

同

じ

こ
ろ
…

有
明
の
月

草
葉
に
宿
る
月
影

行
く
秋

虫有
の明
声
弱
る

山
の
端
に
か
た
ぶ

く
月

鈴
虫

牡
鹿

の
深
山
の
奥

の
月

鹿月
の の

声す
む
峰

月

影
秋
の
月

宇
治
山

｝
か
い
ば
み

（宇
治
山
）

（比
叡
山
）

（比
叡
山
）

（有
明
月
）

一（有
明
月
）

一



343 （̈
）̈

341 340 339 ０
０

０
０

０
０

（
３３７
）

（̈
）̈

う

つ
ほ
物
語

権玉
大藻
納に
言遊

ぶ

源
氏
物
語

う

つ
降
霊
例
菫
”

｝源
氏物
語

道
心
す
す
む

る

帝 関

白
薫
大
将

兵
部
卿
の
宮

紫
の
上

六
条
院

右
大
臣

太
政
大
臣
の
娘

藤
壺
の
女
御
い
ま
だ
参
り
侍

ら
ざ
り
け
る
こ
ろ
…

風
荒
く
吹
き
け
る
あ
し
た
…

ぼ疏
臓
礼
盤
瓢
“
縦
組
“木‐こ

の
葉
の
露
…

秋
の
こ
ろ
女
に
遣
は
じ
け
る

返
し

秋
の
野
も
御
覧
じ
が
て
ら
…

秋
悲
不
到
貴
人
心
と
い
ふ
心

を 返
し

秋
風
の
吹
く
夕
暮

白吹
露き

払
ふ
風

木山
のお
葉ろ
のし
露

散
術
露っに萩
の下

葉
は
色
付
け
ど

浅色風
茅変吹
がるけ
露 ば

四
方
の
嵐

秋
の
悲
し
さ

有
明
の
心
尽
く
し

（有
明
月
）

↑悲
秋一・秋風

（山
お
ろ
し
）



（
３５‐
〕

350 〕49 348 347 ａ
υ

′
牡

０
０

民
υ

И
■

０
０ 344

′い

き
東

し
づ
の
を
だ

巻
き

う

つ
ほ
物
語

狭
衣
物
語

源
氏
物
語

｝源
氏物
語

う

つ
ほ
物
語

う

つ
ほ
物
語

一旦
』日

左
近
の
府
生

右
大
将
仲
忠

大帝
将⌒′`

||

狭
衣

冷
泉
院
后
宮

大
君

薫
大
将

参
議
実
頼

右
大
将
仲
忠

…
手
習
ひ
し
に
て
侍
り
け
る

思
ふ
こ
と
あ
り
て
初
瀬
に
ま

う
で
て
…

…
色
濃
き
紅
葉
を
折
り
て

…
木
々
の
梢
も
色
づ
き
わ
た

る
こ
ろ
な
り
け
れ
ば
…

…
長
月
ば
か
り
箱
の
ふ
た
に

色
々
の
花
紅
葉
こ
き
ま
ぜ
て

遣
は
さ
る
と
て

返
し

…
青
き
枝
の
片
枝

い
と
濃
く

も
み
ぢ
た
る
を
…

人十嵯
山賀峨
辺の院
に屏の
三風き
にさ
もい
みの
ぢ宮
見の
る六

同
じ
女
御
の
も
と
に
…

こ
き
交
ぜ
に

紅
葉
の
錦

我
が
も
る
枝

梢
色
増
す

紅
葉

山
姫
の
染
む
る
心

同
じ
枝
を
分
き
て

染
め
る

折
り
敷
け
る
秋
の

薄

（錦
）

を秋
吹風
くの
ご萩
との
に下
葉

（３５２
）
一）諭
鏑
霙

（紅
葉
）

一（士心
加貝
）

一（佐
保
山
）

一（青
葉
の

山
）



（爾岬）

（
３６０
）

（
３５９
）

（
３５８
）
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（
３５６
）

（
峰̈
）

（
３５４
）

（
３５３
）

秋
の
夜
な
が

む
る

ハ
Ｆ

）の
中

渡
ら
ぬ
中

風
に
つ
れ
な

き の
ち
悔
ゆ
る

ヤ
み
か
き
が

は
ら

み
ふ
ね

少
将

中
宮
の
母

承
香
殿
女
御

吉
野
の
院

大
将
の
女
御

皇
太
后
宮

春
の
院

太
政
大
臣

右
大
臣

秋
の
暮
に
法
輪
に
ま
う
で
し

紅
葉
の
水
に
流
る
る
を
見
て

（　　″　　　　　）

（　　〃　　　　　　）

題
し
ら
ず

…
長
月
ば
か
り
に
よ
め
る

御
返
し

…
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
夕
べ
に

奉
ら
せ
給
ひ
け
る

秋
の
末

つ
方
…
し
ぐ
れ
に
袖

の
ぬ
れ
け
れ
ば

こ
れ
を
見
て

秋紅
の葉
行ば
方流

す
水

あ
る
か
な
き
か
に

鳴
く
虫

あ
き
果

つ
る

弱
り
ゆ
く
虫
の
音

秋
果

つ
る
身

虫
の
音
も
秋
果
て

が
た

ま

つ
虫

秋
の
暮
れ

時
雨
の
空

染
む
れ
ど
も

し
ぐ
れ
ま
ち
わ
び

ぬ
れ

や
よ
時
雨

も
み
じ
に
飽
か
ぬ

色
々
に

惜      ゆ⌒
（　　　″
　　　）

（大
井
川
）

弱
り

く
虫
）

秋

′
■



（
３６３
）
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た
ゆ
み
な
き

風
に
つ
れ
な

き

中
将

吉
野
の
院

九
月
の
つ
ご
も
り
…

神
無
月
に
参
る
べ
し
と
き
こ

え
け
る
人
に
秋
の
暮
に
た
ま

は
せ
け
る

のこ
気よ
色ひ
をに

限
る

暮
れ
ぬ
べ
き
秋
を

人
は
惜
し
む
ら
ん

惜
秋

九
月
尽

三

秋
下
巻
頭
歌
は
、

た
い
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風
に
つ
れ
な
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
君

２８６
雲
ゐ
行
雁
の
ね
に
さ
へ
い
か
な
れ
は
物
思
ふ
袖
は
か
ゝ
る
な
み
た
そ

夕
霧
の
左
大
臣

邪
さ
よ
な
か
に
友
よ
ひ
わ
た
る
雁
か
ね
に
う
た
て
吹
そ
ふ
を
き
の
う
は
風

で
あ
る
。
こ
の

「題
し
ら
ず
」
は
次
の
盛
散
逸
物
語

驀
、

のヽ
中
」
、
朝
散
逸
し
た

「萩
に
宿
か
る
」
に

も
か
か

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
次
の
散
逸
物
語

「
み
づ
か
ら
悔
ゆ
る
」
歌
を
含
め
て
、
こ
の
五
首

に
は
歌
中
に

「雁
の
音
」

「か
り
が
ね
」
等
が
記
ざ
ま
れ
て
お
り
、
巻
頭
歌
群
は

「か
り
が
ね
」
で
ま
と

ま

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
秋
上
部
巻
末
の
歌
が
、

０
コ



さ
か
の
院
の
き
さ
い
の
官
の
六
十
賀
の
屏
風
に
八
月
十
五
夜
か
り
と

へ
る
処

う

つ
ほ
の
侍
従
な
か
す
み

２８５
秋
毎
に
こ
よ
つ
の
月
を

ゝ
し
む
と
て
初
雁
か
ね
を
聞
き
な
ら
し

つ
る

で
あ
り
、
八
月
十
五
夜
の

「月
」
と
と
も
に

「初
雁
が
ね
」
が
記
ざ
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
歌
を
受
け

て
秋
下
部
巻
頭
歌
は

「雁
が
ね
」
の
小
歌
群
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
秋
部
を
上
下
三
巻
に
分
け
た
先
行
の
勅
撰
集
の
秋
下
部
巻
頭
歌
は
、
次
の
通
り
に
な
り
、

「古
今
集
」
―

「あ
ら
し
」

「秋
風
」
―
三
首

「後
拾
遣
集
」
―

「砧
打

つ
」
―
三
首

「千
載
集
」
―

「秋
」
―
四
首

「新
古
今
集
」
―

「鹿
」
十
六
首

「新
勅
撰
集
」
―

「九
月
の
月
」
―
十
四
首

「続
古
今
集
」
―

「鹿
」
―
二
十
首

秋
下
部
巻
頭
の
展
開
は
、
こ
の
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
ず

「風
葉
集
」
独
自
の
も
の
と
言

っ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の

「風
葉
集
」
秋
下
部
巻
頭
の
四
首
は
前
述
し
た
通
り

「題
し
ら
ず
」
歌
を
位
置
さ

せ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

「題
し
ら
ず
」
歌
で
あ
る
が
、
現
存
物
語
歌
で
調
査
し
た
限
り

「う

つ
ほ
物
語
」
歌
以
外
は
独
詠
歌
で
あ
り
物
語
本
文
に
返
す
と
読
み
手
の
哀
れ
を
誘
い
、
そ
の
詠
者
の

苦
悩
に
共
感
し
得
る
歌
が
多
い
と
＆
極
れニ
ケ
。
こ
の
郡
歌
は

「風
に
つ
れ
な
き
」
の
現
存
首
巻
中
の
歌
で
、



関
自
の
姫
君
に
恋
焦
が
れ
る
権
中
納
言

（後
に
太
政
大
臣
と
な
る
）
だ
が
、
姫
君
の
つ
れ
な
い
態
度
に
嘆

き
、
独
り
中
門
の
も
と
で
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。

２８７

「源
氏
物
語
」
歌
は

「少
女
」
の
巻
で
あ
る
が
、
内
大

臣
の
怒
り
に
触
れ
、
夕
霧
と
雲
居
雁
は
同
じ
邸
内
に
い
な
が
ら
会
う
こ
と
も
で
き
ず
、　
一
晩
中
嘆
き
明
か

し
た
夕
霧
が
そ
の
心
中
を
独
自
し
た
歌
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
歌
も
暦
日
ま
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
物

語
場
面
に
雁
の
鳴
き
渡
る
姿
が
描
か
れ
、

「風
葉
集
」
の
季
節
配
列
と

一
致
し
て
い
る
。
も
し
同
様
に
次

の
散
逸
物
語
歌

２８８
ｏ

２８９
の

「題
し
ら
ず
」
歌
二
首
も
独
詠
と
す
る
と
、
こ
の
巻
頭
歌
群
は
、
や
る
せ
な
い
、

思
う
に
ま
か
せ
ら
れ
な
い
心
中
を

「雁
が
ね
」
に
託
し
独
り
詠
じ
る
歌
を
中
心
に
ま
と
ま

っ
て
い
る
と
言

いえ
卜
？
つ
。

次
の

２９‐
歌
か
ら
十

一
首

「虫
」
が
続
く
。
こ
の
う
ち

２９‐
か
ら

２９７
歌
ま
で
の
七
首
は
単
な
る

「虫
」
で
、

う
ち
六
首
は

「浅
茅
原
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
　
２９２
「う

つ
ほ
物
語
」
歌
の
俊
蔭

の
娘
に
代
表
さ
れ

る
べ
く
、
寄
る
方
な
く
没
落
し
た
姫
君
の
も
と
に
高
貴
な
貴
公
子
が
好
き
心
か
ら
通
う
よ
う
に
な
り
、
後

そ
の
姫
君
が
幸
福
を
得
る
と
い
う
プ

ロ
ッ
ト
は
、
平
安
鎌
倉
期
の
物
語
に
型
を
変
え
つ
つ
も
枚
挙
の
い
と

ま
な
い
程
多
い
。
こ
の
配
列
も
そ
れ
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
よ
う
。
以
下
、

「ま

つ
虫
」

「鈴
虫
」

「き
り
ぎ
り
す
」
と
虫
毎
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
先
行
す
る
勅
撰
集
の
型
通
り
で
あ
る
。

「虫
」
の
後
、

「鹿
」

（
３０２
～

３０９
）

「霧
」

（
３０９
～

３‐４
）

「菊
」

（
３‐５
～

３２０
）
と
、
秋
を
代
表
す
る
歌

材
が
並
べ
ら
れ
、

「月
」
へ
と
導
か
れ
て
い
る
。
こ
の
秋
下
部
の

「月
」
は
、
劃
歌
詞
書
に

「九
月
十
三

夜
内
に
ま
ゐ
り
て
よ
め
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
秋
上
部
の

「八
月
十
五
夜
」
と
は
異
な
り
、

「九
月

十
三
夜
の
月
」
を
め
で
た
歌
で
始
ま
り
、
以
下
名
所
の
月
と
な

っ
て
い
る
。

３２４
歌
が

「吉
野
山
」
、

３２５
歌

「伏
見
」

歌

「桂
」
、
そ
し
て

３２７
ｏ
攘
歌
が
、

「宇
治
」
で
あ
る
。
秋
上
部
で
は

「千
載
集
」
に
、
秋



下
部
で
は

「続
古
今
集
」
の

「月
」
の
歌
群
に

「更
科
」

「桂
」

「明
石
」
等

「月
」
の
名
所
が
置
か
れ

て
い
る
の
を
先
例
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「風
葉
集
」
で
は
続
い
て

「懐
古
の
月
」
ゃ

「鹿
」

・

「鈴
虫
」
と
組
み
合
わ
さ
れ
た

「月
」
と
続
き
、

「有
明
の
月
」
を
示
し
て

「月
」
の
歌
群
は
締
め
括

ら
れ
て
い
る
。

３３７
の
散
逸
物
語

「道
心
す
す
む
る
」
歌
は
詞
書

ｏ
歌
よ
り

「秋
悲
」
と
し
て
位
置
し
、
次
の

３３
「源
氏

物
語
」
歌
か
ら

３４４
の

「う

つ
ほ
物
語
」
歌
ま
で
七
首
は
、

「秋
風
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「秋

風
」
と
言

っ
て
も
、

「四
方
の
嵐
」

（３３８
歌
中
）
、

「風
」

（
３３９
歌
中
）
、

「山
お
ろ
し
」

（
３４‐
歌
中
）

「
ふ
き
は
ら
ふ
風
」

（
３４２
歌
中
）
、

「秋
風
」

（
３４３
・

３４４
歌
中
）
と
、
木
の
葉
に
置
く
露
を
吹
き
散
ら
す

強
い
風
と
し
て
並
べ
ら
れ
、
秋
上
部
の
萩
の
葉
を
そ
よ
ぞ
よ
と
揺
ら
す
、
秋
を
告
げ
る
秋
風
と
は
異
な

っ

て
い
る
。

以
下

「紅
葉
」
十
二
首
と
続
く
が
、
こ
の

「紅
葉
」
も
初
め
は

「源
氏
物
語
」

「総
角
」
の
巻
で
薫
と

宇
治
の
大
君
の
贈
答
歌
よ
り
、　
一
本
の
枝
の
片
方
だ
け
が
紅
く
染
ま

っ
て
い
る
紅
葉
を
示
し
、

３４９

の

「狭

衣
物
語
」
歌
で

「梢
色
増
す
秋
の
夕
く
れ
」

（
３４９
歌
中
）
と
紅
葉
の
色
付
い
て
い
く
様
子
を
順
を
追
い
配

し
て
い
る
。
更
に

３５４
歌
中
か
ら
三
首
は
、
そ
の
紅
葉
を
散
ら
す
無
情
の
時
雨
を
並
べ
、
紅
葉
の
景
の
変
化

す
る
姿
を
丁
寧
に
時
間
を
追
い
置
い
て
い
る
。

３５７
か
ら
六
首
は

「暮
秋
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
よ
う
か
。

３５７
歌
は

「人
ま
つ
虫
」
そ
し
て

「虫
の
音
も
秋
果
て
が
た
」

（
３５８
歌
中
）

「弱
り
行
く
虫
の
音
」

（
３５９
歌

呻註色「ゎれ現ヵ、は凛ぃ祖削快触一散（り３６０瓢呻灯」に終薇鰤葉ヵ、ぃ期的御郷独陛̈
鮮粒躊勲断
「く鰍

れ
ぬ
べ
き
秋
を
や
人
は
惜
し
む
ら
ん
」
と
秋
を
惜
し
む
歌

へ
と
続
く
。

●
０



そ
し
て
秋
下
部
巻
末
歌
は

九
月

つ
こ
も
り

つ
れ
な
か
り
け
る
女
の
も
と
に
ま
か
り
て
よ
め
る
　
　
た
ゆ
み
な
き
の
中
将

３６
し
て
ゝ
み
よ
さ
こ
そ

つ
ら
さ
は

つ
き
す
と
も
今
夜
に
限
る
秋
の
け
し
き
を

で
あ
る
。
こ
の
散
逸
物
語

「た
ゆ
み
な
き
」
歌
は
、
詞
書
に

「九
月

つ
ご
も
り
」
歌
中
に

「今
夜
に
限
る

秋
の
け
し
き
を
」
と
、
明
日
か
ら
は
冬

ｏ
神
無
月
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
歌
材
は
、

「九
月
尽
」

と
言
う
べ
き
か
。

「古
今
集
」
秋
部
巻
末
で

「長
月
の
つ
ご
も
り
の
日
大
井
に
て
よ
め
る
」
、
同
じ
く

「後
撰
集
」
で

「長
月
の
つ
ご
も
り
の
日
…
」
以
来
の
勅
撰
集
の
型
通
り
の
詞
書
の
附
し
方
で
あ
り
、
忠

実
に
踏
襲
し
て
い
る
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
秋
上
Ｔ
部
の
配
列
を
考
察
し
て
き
た
が
、
凡
そ
先
行
す
る
勅
撰
集
の
配
列
の
大
枠
内
に
納
ま

っ

て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
秋

千
部
巻
頭
歌
群
が

「雁
が
ね
」
で
始
ま
り
、
先
例
が
な
い
点
独
自
の
配
列
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、

「千
載
集
」
に
初
出
し
、
以
後
の
勅
撰
集
で
は
十
首
前
後
は
採
ら
れ
て
い
る

「砧
打

つ
」
と
い
う
歌
が
、

３４０

「う

つ
ほ
物
語
」
歌
の
み
で
他
は
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
。
ま
た
同
様
に

「後
拾

遣
集
」
秋
上
部
に
初
出
し
て
以
来
勅
撰
集
に
数
多
く
採
歌
さ
れ
て
い
る
　

「鶉
鳴
く
」
も
、

２９４
散
逸
物
語

「せ
れ
う
」
の
み
で
あ
る
こ
と
が
、
勅
撰
集
と
の
相
違
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
思
う
に
こ
の
二
つ
の
歌

『
材

郷
訂
研
脚
欲
珈

』〉の
中
頼
性
場

「
人

働
「

「
よ

衣 っ
腋

つ 詠
「

「
れ

橘
ｔ
投
跡
砂
は

て ヵ、
も っ

一

「
た

肺
款
靭
「
』
燎
斡

し ヵ、
ｒ

い
る
こ
の
二
首
の
み
で
、
他
は
御
伽
草
子
の
類
に
何
首
か
見
　
出
せ
る
程
度
で
あ
る
。
恐
ら
く
採
歌
し
よ

う
と
し
て
も
、
当
時
存
し
た
物
語
に
も
少
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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次
に
各
物
語
歌
を
物
語
本
文
に
返
し
た
場
合
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「源
氏
物
語
」
は
、

秋

上
部
に
十
三
首
、
秋
下
部
に
十
七
首
合
わ
せ
て
三
十
首
も
の
多
き
に

，
り
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。
同
じ

く
上
下
合
わ
せ
て
二
十
五
首
を
含
む
春
部
は
、
そ
の
主
要
な
歌
材
が
、

「梅
」

「桜
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

物
語
に
返
し
て
も
季
節

ｏ
暦
日
と
配
列
上
の
矛
盾
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
秋
上
下
部
は
部
自
体
歌
材

が
多
い
。
ま
た
部
の
歌
数
と
の
割
合
か
ら
み
る
と
、

「源
氏
物
語
」
歌
の
占
め
る
割
合
の

一
番
多
い
部
は

哀
傷
部
で
あ
る
。
次
い
で
こ
の
秋

上
下
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
桐
壺
の
更
衣

ｏ
葵
の
上

・
紫
の
上

・
八
の

宮
と
主
要
人
物

の
死
や
思
い
出
が
秋
に
語
ら
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
秋
部
は
そ
れ
だ
け

上
歌

の
対
象
と
な
る
歌
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
次
の
表
は
、
秋
上
下
部
で
採
ら
れ
た

「源
氏
物
語
」
歌
を
、

部
の
配
列
順
に
並
べ
、
物
語

へ
返
し
た
場
合
の
暦
日
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
配
列
で
記
さ
れ
て
い
る
詞

書
の
要
約
、
そ
し
て
他
の
物
語
で
示
さ
れ
て
い
る
秋
部
の
暦
日
も
引
用
し
て
お
い
た
。

文
月
の
初
め

つ
方
…

号
，

番
風

歌
く

詠
者
名

巻
　
名

歌番号
(源 ,

「源
氏
物
語
」

中
で
の
暦
日

「
風

葉

集

」
詞

書

の
要

約

配

　

　

列
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ワ
ー

′
仕

０
４ 243 236 ０

０
０
０

の
乙

ハ
υ

０
０

０
‘

光
源
氏

匂
宮

夕
霧

桐
壺
帝

薫
大
将

夕
顔

宿
木

夕
霧

桐

壺
蜻
蛉

28 716 535
０
４ 761

秋

（八
月
十
五
夜

よ
り
以
前
）

九
月
二
十
余
日
過

ぎ 八
月
二
十
日
過
ぎ

秋 秋

前
裁
の
中
に
尾
花

の
ま
だ
穂
に
出
で

さ
し
た
る
も
…

「し
を
る
る
野
辺
を
い
づ
く
と
て

と
申
し
て
侍
り
け
れ
ば
…

野
分
だ
ち
た
る
夕
べ
…

…
秋
の
夕
べ
描
き
た
る
に
思
ひ
寄
せ

ら
る
る
こ
と
を
や
あ
り
け
ん
…

朝
顔 （穂

の
出
ぬ

）
花
す
す
き

秋
の
野
草

荻 秋
風

・
荻

252

七
月
七
日

八
月
ば
か
り

り
′

Ｅ
υ

Ｏ
‘

ａ
Ｕ

民
υ

Ｏ
乙 253

光
源
氏

浮
舟

小
野
の
尼

薄
雲

″ 手
習

α
υ

ハ
υ

０
０

９ワ
ｆ

ワ
ー 772

秋
司
召
し
の
後

九
月
に
な
り
て

八
月
十
余
日
の
程

…
春
秋
い
づ
か
た
に
か
御
心
寄
せ
侍

る
べ
か
ら
ん
と
…

…
秋
の
夕
暮
思
ひ
出
づ
る
こ
と
多
く

て …

「ま
た
萩
原
の
露
に
ま
ど
ひ
ぬ
」

と
い
ひ
け
る
か
へ
し

″ 秋
の
夕
べ

秋
の
野
辺
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270 265 259 258

将昔小
の野
婿の
中尼

光
源
氏

明
石
の
上

中
の
君

手
習

葵 野
分

宿
木

270 126
ａ
ｕ

０
０

０
０ 705

九
月
に
な
り

衣
更
も
過
ぎ
葵
の

上
の
喪

（十
月
十

日
）
も
過
ぎ

八
月
の
野
分
の
翌

日 八
月
十
六
日

…
月
出
で
て
を
か
し
き
ほ
ど
に
…

風
荒
ら
か
に
吹
き
時
雨
し
た
る
夕
べ

野
分
の
朝
よ
め
る

の
ど
か
に
吹
き
く
る
松
風
の
音
も

秋
の
夜

″ ″

277秋
下
部

八
月
ば
か
り
…

280

冷
泉
院

鈴
虫

′
仕

０
４

民
υ

八
月
十
五
夜

…
八
月
十
五
夜
六
条
院
に
き
こ
え
さ

せ
給
ひ
け
る

月

（八
月
十

五
夜
）

299
ワ
ー

０
０

０
４

靭
負
の
命

婦 夕
霧

桐

壺
少
女

3
１
■

０
４

０
０

秋 秋

…
草
む
ら
の
虫
の
声
々
催
し
顔
な
れ

ぎ 題
し
ら
ず

鈴
虫

雁
が
ね

ハ
Ｖ



320 316 313 312 311 310 Ｏ
υ

ハ
Ｖ

０
０ 302

″ 光
源
氏

夕
霧女

一一宮
｝

光
源
氏

薫
大
将

″ 匂

宮

藤
裏
葉

幻 夕
霧

賢
木

橋
姫

″ 椎
木

氏
υ

員
Ｊ

メ
牡 582 527 526 142 626 Ａ

υ
′
仕

ａ
ｕ 638

十
月
二
十
日
過
ぎ

九
月
九
日

″ 八
胡
肝
蜘
ば
か
り

九
月
十
六
日

秋
の
す
ゑ

つ
か
た

″

九八
月の
二宮
十の
日忌
頃果

て

冷
泉
院
の
行
幸
侍
り
け
る
に
菊
を
折

ら
せ
給
ひ
て
…

菊
の
花
を
御
覧
じ
て

返
し

…
霧
の
た
だ
こ
の
軒
の
も
と
ま
で
立

ち
渡
れ
る
に
…

…
霧
い
た
う
降
り
て
た
だ
な
ら
ぬ
朝

ぼ
ら
け
に
…

宇
治
に
ま
か
れ
り
け
る
に
霧
い
と
深

く

ｏ

・

・

霧
深
き
あ
し
た
女
に
遣
は
し
け
る

山
里
に
物
思
ひ
け
る
人
を
思
ひ
や
り

て
…

″ 菊 ″ ″ ″ 霧 鹿

・
霧

鹿

２

　

　

２

Ｒ

）
　

３
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329

光
源
氏

賢
木

155

秋
二
十
日
の
月

…
月
は
な
や
か
な
る
に
…

月

334０
０

ａ
υ

０
０

長
月
の
末

つ
方
…

九
月

つ
こ
も
り
…

０
０

′
■

０
０

ワ
ー

月
仕

０
０ 346 341 339 ０

０
０
０

０
０

秋
好
中
宮

大 ″

君
早

薫
大
将

光
源
氏

紫
の上
｝

少
女

″ 総
角

橋
姫

賢
木

ａ
Ｕ

ａ
υ

０
０

０
０

ワ
ｆ

ａ
υ 672 民

Ｊ
０
４

ａ
υ 151 150

九
月 ″

八
月
二
十
余
日

秋
の
す
ゑ

つ
か
た

秋
二
十
日
の
月

（以
前
）

…
長
月
ば
か
り

返
し

…
青
き
枝
の
片
枝
い
と
濃
く
も
み
ぢ

た
る
を
…

…
荒
ら
ま
ほ
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
…

返
し

秋
の
野
も
御
覧
じ
が
て
ら
…

紅
葉

山

お

ろ
し

四
方
の
嵐
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●

「源
氏
物
語
」
の
歌
番
号
は

『新
編
　
国
歌
大
観
』
に
依
る
。

こ
の
表
を

一
見
す
る
と
、

「源
氏
物
語
」
と
言
え
ど
も
、
物
語
内
で
の
暦
日
は
無
視
さ
れ
、

「風
葉

「集一］［』特動の５３５す６２６（る」赫６２５編の「『国と」「『は一嗽い帖」韓［榊呻̈繰。・ょ更５２７ぅ‐こ（。賢『同ｍ峙一中̈瑯中に、

（
『同
』
）
の
贈
答
歌
の
前
に

‐５５
（
『同
』
）
歌
が
置
か
れ
て
い
る
な
ど
、

「源
氏
物
語
」
中
の
場
面
は

解
体
さ
れ
、
ど
の
歌
も
配
列
に
則
り
並
べ
替
え
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
こ
の
配
列
が
、
「花
キル

一
つ
に
し
て

も
穂
の
出
ぬ
前
か
ら
風
に
な
び
く
姿
、
片
側
か
ら
色
付
く
紅
葉
の
枝
の
姿
な
ど
が
歌
材
毎
に
東
ね
ら
れ
て

い
る
た
め
、
同
時
に
進
行
す
る
季
節
が
平
面
上
に
並
べ
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も

一
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
物
語
場
面
や
ス
レ
ゾ
ー
よ
り
も
ヽ
歌
語
に
よ
る
配
列
展
開
の

た
め
と
考
え
た
方
が
や
は
り
理
解
し
や
す
い
と
言
え
る
。
し
か
も
詞
書
を
読
み
進
め
た
だ
け
で
は
物
語
に

返
し
た
場
合
の
暦
日
の
矛
盾
に
は
気
付
か
な
い
。
詞
書
は
配
列
鑑
賞
を
味
わ
う
べ
く
工
夫
さ
れ
、
潤
滑
油

の
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

でれ御坤
「で購葉‐こ勲「雄肺椛和師ｒｍ婦け融叫一
「場婦即到歯凱墜“¶椰証請赫陣討橘一紅ろ

に
も
、

「今
夜
に
限
る
秋
の
け
し
き
を
」
と

「九
月
尽
」
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
冬
部
巻
頭
歌
も

神
無
月
の
つ
い
た
ち
に

「た
く
ひ
な
く
う
き
わ
か
れ
ち
の
袖
の
う

へ
に
い
と

ゝ
ふ
り
そ
ふ
初
し
く
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れ
哉
」
と
い
へ
る
ス
の
い
ヘ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゆ
み
な
き
の
ふ
ち

つ
ほ
の
女
御

６４
た
く
ひ
な
く
物
思
ふ
人
の
袖
の
う

へ
に
け
さ
を
わ
き
け
る
時
雨
と
も
み
す

と
、

「神
無
月
の
つ
い
た
ち
に
」

（詞
書
）
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
暦
日
で
は
十
月

一
日
か
ら
冬
と
し
て

い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
お
と
ン
の

「源
氏
物
語
」
歌
は
、
物
語
場
面
で
は
十
月
に
入

っ
て
後
の
歌
と

思
わ
れ
る
。

風
あ
ら
ゝ
か
に
ふ
き
時
雨
し
た
る
タ

ヘ
け
ふ
の
あ
は
れ
は
み
じ
る
ら
ん
と
お
ほ
す
人
の
も
と
に
つ

か
は
さ
せ
給
ひ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エハ
条
院
御
歌

２６５
わ
き
て
こ
の
く
れ
こ
そ
袖
は
露
け
ゝ
れ
物
思
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ
ぬ
れ
と

冷
泉
院
の
行
幸
侍
け
る
に
き
く
を
を
ら
せ
て
給

て
む
か
し
の
青
海
波
の
を
り
を
お
ほ
し
い
て
ゝ

一ヽ（
食

裳

３２０
色
ま
さ
る
ま
か
き
の
菊
も
を
り
を
り
に
袖
う
ち
か
け
し
秋
を
こ
ふ
ら
し

２６５
歌
の
物
語
場
面
は
、
八
月
二
十
日
余
り
に
葵
の
上
の
御
葬
式
が
あ
り
、
源
氏
は
四
十
九
日
の
正
月
ま
で

は
左
大
臣
邸
に
籠
も

っ
て
い
た
。
時
雨
降
る
十
月
に
入
り
、
衣
更
の
時
期
と
な

っ
て
も
源
氏
は

「
こ
ま
や

か
な
る
夏
の
御
直
衣
に
、
紅
の
つ
や
や
か
な
る
、
ひ
き
重
ね
て
や
つ
れ
給

へ
る
し
も
、
見
て
も
あ
か
ぬ
心

地
ぞ
す
る
」
と
、
ま
だ
薄
色
の
喪
服
に
着
替
え
な
い
の
で
あ
る
。
霜
枯
れ
の
前
裁
を
見
、
ふ
と
朝
顔
の
官

に
消
息
を
遣
わ
さ
れ
る
ｒ
そ
の
中
の
歌
で
あ
る
。
源
氏
の
心
の
時
刻
は
、

「物
思
ふ
秋
」
と
葵
の
上
を
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失

っ
た
秋
で
と
ま^
』
ｋ
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
諸
注
ほ
ぼ

一
致
し
て
歌
中
の

「
こ
の
く
れ
」
を

「秋
の
暮

れ
」
と
訳
出
し
て
い
る
。

同
様
に

３２０
歌
は

「神
無
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
、
六
条
院
に
行
幸
あ
り
」
で
始
ま
る
、
冷
泉
院

の
行
幸
の
折
　
の
歌
で
あ
る
。
か

つ
て
朱
雀
院
行
幸
の
折
、
若
き
光
源
氏
は
青
海
波
を
舞

っ
た
。
今
は
大

政
大
臣
で
あ
る
頭
中
将
が
、
源
氏
の
か
ざ
し
に
付
け
た
紅
葉
が
散

っ
た
の
で
菊
を
手
折

っ
て
差
し
替
え
て

く
れ
た
―
そ
の
時
を
思
い
出
し
、
ま
た
懐
し
ん
で
自
ら
も
ま
た
今
菊
を
手
折
り
詠
ず
る
の
で
あ
る
。
歌
中

の

「袖
う
ち
か
け
し
秋
」
は
、
冷
泉
院
行
幸
の
秋
で
は
な
く
そ
の
青
海
波
を
舞

っ
た
朱
雀
院
行
幸
の
秋
の

」性績乖串ばれ詢と「Ⅶ鰈躍貯̈
「巻脚琳囃鐵肺‐こ幸蹴計
つ月珠嘲“隋趾瞳げ叶期れ観てっ演らし、橘赫̈

巻
の
名
を
示
す
如
く
紅
葉
の
盛
り
に
催
さ
れ
、
光
源
氏
の
青
海
波
と
共
に
承
香
殿
の
御
腹
の
四
の
御
子
も

秋
風
楽
を
舞
い
人
々
を
感
涙
さ
せ
て
い
る
。

「源
氏
物
語
」
の
作
者
自
身
も
冬
の
暦
日
を
示
し
つ
つ
、
秋

の
行
事
と
し
て
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
様
に
こ
の
二
首
の

「源
氏
物
語
」
歌
は
、
物
語
本
文
で
十
月
の
記
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
も
、

「物
思
ふ
秋
」
は
葵
の
上
を
亡
く
し
た
秋
で
あ
り
、

「袖
う
ち
か
け
し
秋
」
は
朱
雀
院
行
幸
の
紅
葉
の
宴

で
の
秋
で
あ
り
、
作
者
自
身
も
秋
と
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。

「風
葉
集
」
撰
者
は
、

「源
氏
物
語
」
本
文
を
正
し
く
読
解
し
秋
の
部
に
入
れ
た
の
で
あ
り
、
物
語
本
文
を
曲
解
し
て
部
や
配
列

上
異
な
る
位
置
に
配
し
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
今
ま
で
の
論
考
で
、
物
語
に
返
し
た
場
合
部
や
配

列
の
範
時
に
入
ら
な
い
歌
を
幾
つ
か
指
摘
し
た
が
、
果
し
て
和
歌
歌
壇
に
お
い
て
尊
ば
れ
た

「源
氏
物

語
」
歌
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
の
か
、
他
の
物
語
と
重
ん
じ
ら
れ
方
に
相
違
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
他

部
を
分
析
し
た
上
で
結
論
を
導
き
た
い
と
思
う
。
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結
語

以上、秋上下部の配列と物語本文に返した場合の問題を論じてみた。配列として秋二部

畑‐こ「静われ拗喘付到詢げ末「”
「日抑制れ‐こ告は」「
「り側動壮趾雌嘲「
「詠畑敵刺は噺「̈
編践抑

「びド様「
「見梓凱ゝ配錮一
「言脱協一
「以軒卿「
一脚『計続「計り
「」秋「囃舛」「「秋脚醐呻什話政榔舗」

「鰍『廿陶凱計絣村いＱいれ「はい％ぽ崚机政
「秋肝誌は制群「叡側計謳磁↑しヽを薇嘲」ヽ
爆行

駒嘲囃導腱ａ】観と「許一補導一。新古今隼ど　「続古今集」であり、　「風葉集」もまたその型

秋
下
部
は

「雁
が
ね
」
の
小
歌
群
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
。
巻
頭
に

「雁
」
を
置
い
て
い
る
集
は
、
先
行

の
勅
撰
集
に
例
が
な
く
、
独
自
の
配
列
と
言
え
よ
う
。
以
下
、

「虫
の
音
」

「ま

つ
虫
」

「鈴
虫
」

「き

り
ぎ
り
す
」

「鹿
」

「霧
」

「菊
」

「月
」
と
続
く
。
そ
の
、

「月
」
に
つ
い
て
は
、
秋

二
部
の

「八
月

十
五
夜
」
の

「月
」
と
は
異
な
り

「九
月
十
三
夜
」
に
始
ま
り
、
名
所
で
の
月
を
詠
ん
だ
歌
を
含
み
、
こ

れ
も
勅
撰
集
の
型
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て

「秋
悲
」

「秋
風
」

「紅
葉
」

「時
雨
」

「暮
秋
」
と
な
し
、

巻
末
は

「九
月

つ
ご
も
り
」
で
秋
の
部
の
幕
を
下
ろ
し
て
い
る
。

ま
た
物
語
に
返
し
た
場
合
、
配
列
と
の
問
題
で
は
、
秋
上
部
巻
頭
の

「う

つ
ほ
物
語
」
歌
が
、
物
語
本

文
で
は

「七
月
十
日
ば
か
り
」
頃
詠
ま
れ
た
も
の
だ
が
、

「風
葉
集
」
の
詞
書
は
、

「七
月
の
は
じ
め

つ

か
た
」
と
後
の

「七
夕
」

（七
月
七
日
）
の
小
歌
群
を
意
識
し
、
曖
昧
な
表
現
に
改
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

●
０

ハ
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れ
る
こ
と
。

「源
氏
物
語
」
歌
に
つ
い
て
も
物
語
に
返
す
と
、
場
面
の
順
序
や
ス
ト
ー
リ
ー
も
無
視
さ
れ
、

「風
葉
集
」
独
自
の
配
列
に
准
じ
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
物
語
で
十
月
に
入

っ
て
詠
じ
ら
れ
て
い

る
二
首
は
、
物
語
鑑
賞
の
立
場
で
み
る
と

「秋
」
の
歌
と
考
え
ら
れ
、
秋
部
の
概
念
か
ら
隔
た

っ
て
い
る

歌
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
他
に
、
物
語
本
文
が
存
し
て
お
り
、
配
列
と
の
矛
盾
は
考
え
ら
れ
な
い
の
に

「題
し
ら
ず
」
と
調
書
の
附
さ
れ
た
歌
な
ど
が
引
き
続
き
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
い
る
。
他
の
部

を
調
査
し
結
論
を
出
し
た
い
と
思
う
。

〈
注

一
〉

こ

の
方
歌

、
　

ア
つ
つ
ほ
物
語

」

の
本

文

で
は

「
さ
き

に
立
給

へ
る
人

」
と

し

て
詠
者

に

つ
い
て
明

記

は
な

い
。
岩
波

古
典

文

学

体
系

『
宇
津

保
物
語

一
』

の
頭
注

で
は
、
若

子
君

の

兄

と

し

て

い
る
。

「
風
葉
集

」

の

「
お

ほ
き

お

ほ

い
ま

う
ち
君

」
で
は
太

政
大

臣

で
若

子
君

の
父

と

な
り
、
物
語
解
釈

の
問
題

も

で

て

こ
よ

う
。

〈
注

二
〉

「
題

し

ら
ず

」
歌

に

つ
い
て

は
、

本

　
　
稿
期

十

章

　

『
風
葉
和

歌

集

』

の

『
よ
み
人

し

ら

ず

』

歌

『
題

し

ら
ず
』
歌

に

つ
い

て

」
参
照
。

〈
注

三
〉

久

曽

神

昇

・
樋

口
芳
麻

呂

・
藤
井

隆

三
氏
共
編

『
物

語

和
歌
総
覧

』

昭
和

五

十

一
年
十

月

風

間
書

房

。

〈
注
四
〉
山
岸
徳
平
氏
校
注
、
岩
波
日
本
文
学
大
系

『
源
氏
物
語

一
』
。
玉
上
教
弥
著

『
源
氏
物
語
評

釈
』

。

阿

部

秋
生

・
秋
山
虔

。
今

井

源

衛

三
氏
校
注

、

小
学
館

日
本
古

典

文

学

全

集

『
源
氏

物

語

二
』
。

石

田
積

二

・
清
水

好

子
両

氏
校
注
、

新

潮

日
本
古
典

集
成

『
源

氏
物

語

二
』
な

０
こ
・
。

〈
注
五
〉

『
平
安

朝

文
学

に
見

る

二
元
的

四
季

観

』
平
成

二
年

四
月
　
風
間
書

房

。
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第
四
節

冬
部

更
に
冬
部
に
つ
い
て
、
そ
の
配
列

・
構
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
冬
部
の
配
列
の
展
開
を
示
す

一

覧
表
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

368
（
３６７
）

（
３６６
）

（
一鋤
）

（
一銀）

歌
番
号

女
す
ゝ
み

か
い
ば
み

朝
倉

た
ゆ
み
な
き

物

〓
田

名

匂
兵
部
卿
宮

左
大
将

右
大
将

皇
后
宮
の
内
侍

藤
壺
の
女
御

詠
　
者
　
名

神
無
月
の
つ
い
た
ち
こ
ろ
…

…
し
ぐ
れ
が
ち
な
る
空
の
気

色
…

女
の
も
と
よ
り
帰
り
て
…

題
し
ら
ず

神
無
月
の
つ
い
た
ち
に
…

詞

書

の

要

約

秋
果
て
し

時
雨

あ
き
は
て
し

袂

ｏ
時
雨

袖

ｏ
時
雨

袖

・
時
雨

動臥
　
　
　
　
〓
田

‐         初→

秋         時
果

―
     雨

て
し

配

　

列
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377 （
３７６
）

375 （
３７４
）

（
昴̈
）

（
¨̈
）

（
３７‐
）

（
３７０
）

369

夜
の
寝
覚

長
月
の
わ
か

れ 狭
衣
物
語

う
も
れ
木

やと
り
か
ヘ

ば

四
季
物
語

あ
ま
や
ど
り

やと
り
か
ヘ

ば

）
源
氏
物
語

関

白
帝 帝

（
＝
狭
衣
大

将
）

少
将

さ
き
の
大
政
大

臣 時
雨

の
式
部
卿

の
み
こ

太
宰
権
師
重
康

み
て
も

の
の
聖

右
衛
門
督

…
常
よ
り
も
し
ぐ
れ
明
か
し

た
る
あ
し
た
に
遣
は
し
け
る

…
時
雨
か
き
く
ら
す
タ
ベ
に

遣
は
さ
せ
給
ひ
け
る

…
う
ち
曇
り
し
ぐ
れ
た
れ
ば

神
無
月
ば
か
り
、
時
雨
い
た

う

す

る

日

…

四
季
の
物
語
の
中
に

…
紅
葉
の
散
る
を
見
て

題
し
ら
ず

″

時
雨
の
音

由，

Ｔ時
雨

時涙
雨

涙
し
ぐ
る
る
袖
の

上
か
な

涙時
雨

時
雨

紅
葉
は
散
り
ぬ
る

木
枯
し

紅
葉
ば

秋
果
て
て

・
四
方

の
嵐

ｏ
木
の
葉

紅秋
葉は
の行
蔭き

け
ん

-

紅
葉

木
の
葉

散
紅
葉

散
紅
葉
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（
３８６
）

385 384
（
３８３
）

（
３８２
）

（
３８‐
）

（
３８０
）

（
綱̈
）

（
¨̈
）

四
季
物
語

狭
衣
物
語

う

つ
ほ
物
語

み
な
せ
川

み
ふ
ね

あ
ひ
ず
み
苦

し

き
を
ぐ
る
ま

う
た
た
ね

お
も
か
げ
こ

ふ
る

萩
の
内
侍
の
か

み 帝

（
＝
狭
衣
大

将
）

修
理
大
夫
忠
章

女

（宮
内
卿
忠

保
女
）

新
中
納
言

太
政
大
臣

源
大
納
言
三
の

君 麗
景
殿
の
女
御

后
宮

三
位
中
将

四
季
物
語
の
中

…
尾
花
が
も
と
の
草
も
露
深

く
な
り
ゆ
く
を
御
覧
じ
て

…
少
将
仲
頼
水
の
尾
に
こ
も

り
ゐ
て
侍
り
け
る
後
に
…

…
冬
の
こ
ろ
遣
は
し
け
る

…
た
だ
帰
り
侍
り
け
る
道
に

月
を
見
て

…
月
に
は
か
に
か
き
曇
り
て

し
ぐ
る
る
を
見
て

…
時
雨
を
聞
き
明
か
し
て

…
時
雨
の
音
ま
こ
と
に
聞
き

な
さ
れ
さ
せ
給
ひ
て

題
し
ら
ず

朝霜
霜

道霜
芝枯
のれ
露て

霜
置
く
山
の
嵐

峰
の
嵐

霜月 時月
雨

お
と
づ
れ
の
絶
え

ぬ
時
雨

音
絶
え
ぬ
時
雨

時
雨
の
音

嵐 嵐 月 月 時 蒔 簿
~

霜
雨  雨  雨
の  の  の
音  音  音
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（“̈
）

Ω

）

（
３９３
）

（
３９２
）

Ｏ
υ

０
０ 390 389 （温̈

）

（
剛̈
）

う
た
た
ね

お
ま

の

中

も

に

す

も

，

し し
ぐ
れ

｝源氏物
語

う

つ
ほ
物
語

み
か
は
に
咲

け
る

｝

帝 内
大
臣

権
中
納
言

中
将
こ
れ
す
け

中
の
君

薫
大
将

⌒権
忠中
澄納
か言V忠
育ヒ

女
院
の
御
匡

関

白

池
に
水
鳥
ど
も
の
遊
ぶ
を
御

覧
じ
出
で
て
…

…
池
の
水
鳥
の
番
離
れ
ぬ
を

う
ら
や
ま
し
く
見
て

…
水
鳥
の
声
を
あ
は
れ
に
聞

き
て

…
千
鳥
の
鳴
く
を
聞
き
て

返
し

宇
治
に
て
よ
み
侍
り
け
る

嵯
峨
院
の
き
さ
い
の
官
の
御

賀
の
屏
風
に
…

返

し
女
の
も
と
よ
り
帰
り
た
る
人

に
代
わ
り
て
…

か
も
の
う
き
よ

氷
閉
ぢ
た
る

を
し
鳥

凍
る

鷺
鷲

さ
よ
千
鳥

暁
の
霜

千
鳥

霜
さ
ゆ
る

千
鳥

氷
魚（多

く
の
冬
を
）

冬
の
日

あ
し
た
の
霜

冬朝
の霜
日

千
鳥

―水
鳥
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（
４０４
〕

403 （昴））

（
一州一）

（
赫叩）

（
３９９
）

（
３９８
）

（
３９７
）

396

｝腱
養
昴
け

源
氏
物
語

夕
霧

さ
さ
わ
け
し

あ
さ ｝四季物

語

わ
れ
か
ら

は
し
た
か

狭
衣
物
語

関

白
紫

の
上

二
の
み
こ

関

白
鴨
の
帥
の
官

鳩
の
君

播
磨
の
守

按
察
大
納
言

帝

（
＝
狭
衣
大

将
）

讃
鱈
畔
詢
朝
嚇
議
先
％
結
‐こ夜

雪
の
降
り
積
も
れ
る
に
、
月

く
ま
な
く
さ
し
出
で
て
…
池

の
氷
え
も
い
は
ず
す
ご
き
に

女
に
遣
は
し
け
る

…
忍
び
て
ま
か
り
て
嘆
き
明

か
し
て

″

四
季
物
語
の
中
に

相
添
ひ
て
侍
り
け
る
女
の
…

…
池
の
を
し
の
鳴
く
を
聞
き

て …
池
に
立
ち
ゐ
る
を
し
の
音

な
ひ
も
同
じ
御
心
に
お
ぼ
さ

れ
け
れ
ば

池
の
氷

月

彩
月氷
の閉
影ぢ

袖
に
氷
り

つ
つ

袖

の

つ
つり

，り

つ

りヽ
，り

浮
き
枕

に
ほ
の
浮
き
巣

霜を
し

を
し
鳥

さ
ゆ
る
霜
夜

を
し

の
う
き
ね

氷
一

つ  つ
ら   ら
ら   ら

一雪
・ ‐ ― ― ― ‐

― __
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（
４‐３
）

（
“悩　）

（
川”
）

410 （
４０９
）

408 407
（
４０６
）

（
４０５
）

物
語
名
不
詳

｝勝
らヵ、き
が

源
氏
物
語

毬
ゃ
デ
ゐ
中

狭
衣
物
語

源
氏
物
語

つ
ま
こ
ひ
か

ぬ
る

五
節

（？
↓

大
納
言
典
侍

⌒右
右大
大臣
将
か

夕
霧

内
大
臣

将帝

||

狭
衣
大

六
条
院

三
位
中
将

頭
中
将

の忍
舞び
人た
にる
て男
渡の
り臨
け時
るの
に祭
三り

ま
こ
と
に
置
き
た
る
け
る
に

や
…

豊
の
明
り
の
節
会
に
…

五
節
の
舞
姫
に
遣
は
し
け
る

女
の
も
と
に
た
び
た
び
ま
か

り

て
…

ま
雌
婿糊
わ
昴
燎
助
一
ｋ
み

に後薄
見 :雲
え恨の
さみ女
せた院
給るか
ひさく
けまれ
れに給
ばてひ
夢て

題
し
ら
ず

″

山
藍
の
衣

山
藍
の
袖

日
陰
草

日
陰
草
か
ざ
す
袖

天
の
羽
袖

日
か
げ

片
敷
き
の
袖

寂
し
さ

氷
の
下

わ
び
ま
さ
る

寂
し
き
冬
の
夜

冬
の
夜
の
月

嘆
き
わ
び

雪
降
り
し
け
る

夜
半
の
月
影

皇皇讐 詈』詈警_
さ   一 月
る

ネ由

―
●
９



（
４２２
）

421 420 419
（
４‐８
）

（
４‐７
）

（巌
¨
）

（
９ 414

ふ
た
よ
の

落
窪
物
語

浜
松
中
納
言

物
語

浜
松
中
納
言

物
語

め
も
あ
は
ぬ

水
あ
さ
み

末
葉
の
露

海
人
の
刈
る

藻 源
氏
物
語

上
人

よ
み
人
し
ら
ず

（屏
風
歌
）

中
納
言

中
納
言

右
大
臣

左
兵
衛
督

右
大
臣

権
大
納
言

中
の
君

雪
の
朝
呼

‥

大
納
言
忠
頼
の
七
十
賀
の
屏

風
に
山
に
雪
高
う
降
れ
る
家

あ
る
所

吉
野
に
住
み
侍
り
け
る
人
に

遣
は
し
け
る

…
雪
の
降
り
け
れ
ば

…
日
ご
ろ
心
も
と
な
か
り
け

る
雪
、
か
き
暗
し
降
り
て
…

…
あ
ら
れ
の
降
り
け
れ
ば

…
あ
ら
れ
の
音
の
お
ど
ろ
お

ど
ろ
し
き
を
聞
き
て

世
を
逃
れ
む
と
て
出
で
け
る

道
に
…

夕
暮
の
空
の
気
色
い
と
す
ご

う
し
ぐ
れ
た
る
日
…

降
る
雪

雪
深
く

山
里

吉
野
の
山
の
雪
の

深
さ
を

吉
野
の
山

雪 雪山
深
く

あ
ら
れ

あ
ら
れ

あ
ら
れ
降
る
深
山

の
里

あ
ら
れ
降
る
深
山

の
里

｝
凛
郁

―雪 あ
り

れ
（吉
野
山
）

（吉
野
山
）
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（
４３‐
）

（
４３０
）

（
４２９
）

（
４２８
）

（　″「）
426 （

４２５
）

424
（
４２３
）

｝し
のぶ

極
大藻
納に
言遊

ぶ

四
季
物
語

か
は
ほ
り

浜
松
中
納
言

物
語

士
口
　
野

源
氏
物
語

新
大
納
言

院 朱
雀
院

雪
の
帝

少
将

中
宮

（中
の
君

） 女
院

明
石
の
上

上
人

…
雪
御
覧
ぜ
し
御
供

つ
か
う

ま

つ
り
し
こ
と
な
ど
思
ひ
出

で
ら
れ
ヽ
。

…
雪
の
降
る
日
遣
は
さ
せ
給

ひ
け
る

…
雪
の
朝
に
遣
は
さ
せ
給
ひ

け
る

四
季
物
語
の
中
に

が雪
めの
て降
帰る
る日
と

｀

てひ
よぐ
めら
るし
な

同
じ
山
に
住
み
て

吉
野
山
に
て
雪
の
降
る
日
よ

ま
せ
給
ひ
け
る

…
雪
か
き
暗
し
降
り
積
も
る

こ

ｏ

‥ ″

小
塩
の
山

み
ゆ
き

高白
野雪
山

雪 白
雪

雪
ふ
る
さ
と

み
吉
野
の
雪

雪
積
も
る
ら
ん

雪
深
き
深
山
の
里

降
る
雪

（吉
野
山
）

（吉
野
山
）

（高
野
山
）

（小
塩
山
）
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440
（
４３９
）

（
４３８
）

（
４３７
）

436 435 434 ０
０

０
０

■
■ 432

ふ
き
こ
す
風

早

折か
れや

が
下

｝狭衣物語

源
氏
物
語

｝源
氏物
語

六
条
院

宰
相
中
将

関

白
宣
耀
殿
の
女
御

斎
院

（源
氏
宮

） 後

一
条
院

大
君

六
条
院

冷
泉
院

仏
名
な
ど
こ
と
し
ば
か
り
に

こ
そ
は
と
お
ぼ
じ
め
し
て
…

雪
の
降
る
日
遣
は
じ
け
る

返
し

…
雪
の
積
も
り
た
る
暁
の
空

を
い
ざ
な
ひ
て
見
せ
侍
り
け

る 御
返
し

…
雪
い
た
く
積
も
り
て
…

雪
の
う
ち
に
薫
大
将
ま
で
来

て
…

御
返
し

六
条
院
太
政
大
臣
に
も
の
し

給
ひ
け
る
時
…

雪
の
う
ち
に
色
づ

く
梅

雪
の
気
色
を

消
え
残
る
べ
き
身

雪 白
雪
の
消
え
返
り

て 雪

の
消
え
も
果

て

な

で
白
雪
の
消
え
返
り

つ

つ

雪
深
き
山

小
塩
山

み
ゆ
き
積
も
れ
る

雪
深
き
小
塩
の
山

｝
源
氏
物
語

（小
塩
山
）

（小
塩
山
）

一仏一→

名
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443 442 441

我
身
に
た
ど

る
姫
君

う

つ
ほ
物
語

⌒皇
宰后
相官
の の

君宰V相

右
大
将
仲
忠

御
導
師

年
の
暮
れ
に
よ
め
る

嵯
峨
院
の
后
の
官
の
御
賀
の

屏
風
に
仏
名
し
た
る
と
こ
ろ

御
返
し

雪
降
り
て

暮
れ
ゆ
く
年
の
数

ご

と

に

千
代
も
ま
す
ら
ん

仏
の
数

雪千
代
の

春

歳

冬
部
巻
頭
歌
は
、
散
逸
物
語

「た
ゆ
み
な
き
」
歌
で
あ
る
が
、

神
無
月
の
つ
い
た
ち
に

「た
く
ひ
な
く
う
き
わ
か
れ
ち
の
袖
の
う

へ
に
い
と
ゝ
ふ
り
そ
ふ
初
し
く

れ
哉
」
と
い
へ
る
人
の
か
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゆ
み
な
き
の
ふ
ち

つ
ほ
の
女
御

”
た
く
ひ
な
く
物
思
ふ
人
の
袖
の
う
へ
に
け
さ
を
わ
き
け
る
時
雨
と
も
み
す

詞
書
に

「神
無
月
の
つ
い
た
ち
に
」
と
あ
り
、
ま
た
歌
中
に

「今
朝
を
分
き
け
る
」
、

つ
ま
り
冬
に
な

っ

た
今
朝
を
境
に
し
て
と

「立
冬
」
を
示
ｔ
て
お
り
、
勅
撰
集
の
通
例
通
り
で
あ
る
。
次
に
獅
散
逸
物
語

「朝
倉
」
歌
で
は

「し
ぐ
る
褐
に
神
無
月
空
さ

へ
」
、

３６
散
逸
物
語

「か
い
ば
み
」
歌
に
は

「神
無
月
し

ぐ
れ
ざ
り
せ
ば
」
と
詠
み
込
ま
れ
、

「神
無
月
」
と

「時
雨
」
を
含
む
歌
を
並
べ
て
い
る
。
そ
し
て

「秋

果
て
て
」
と
い
う
歌
語
、
及
び

「散
紅
葉
」
を
歌
材
と
し
た
歌
五
首
が
置
か
れ
、
秋
部
と
の
脈
略
に
配
慮

し
な
が
ら
、
秋
か
ら
冬

へ
の
微
妙
な
季
節
の
推
移
を
配
列
に
再
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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以
下
、

「時
雨
」

「霜
」

「千
鳥

・
水
鳥
」

「氷
」

「月
」

「霰
」

「雪
」

「仏
名
」

「暮
歳
」
と
冬

の
季
節
を
示
す
歌
材
が
、
巧
み
に
時
の
流
れ
の
足
跡
を
見
つ
め
る
如
く
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
先
行
す
る

動畔練れ凱射吐通「僻力、葉けれ翻討』鋤凱力ヽ、外げいにけ思（わ３７‐れ３７２″つ
『み須訂研晴緬蹄「は群侵勅

引
で

「落
ち
る
」

「散
る
」

「枯
葉
」

「落
葉
」
等
で
引
い
て
も
、
非
常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
作
り
物
語

に
は
こ
の
種
の

「落
葉
」
に
関
す
る
歌
が
少
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

他
に
こ
の
配
列
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
半
の

「月
」
と

「あ
ら
れ
」
の
間
に
あ
る
、
新
嘗

祭
に
関
す
る
詞
書
を
持

つ
三
首
と
、
巻
末
近
い
配
列
の

「仏
名
」
の
小
歌
群
で
あ
ろ
う
。

一

ま
ず
新
嘗
祭
に
関
す
る
詞
書
を
も

つ
三
首
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

五
せ
ち
の
ま
ひ
ひ
め
に
つ
か
は
じ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
き
り
の
左
大
臣

４‐０
ひ
か
け
に
も
し
る
か
り
け
り
な
を
と
め
の
か
あ
ま
の
は
そ
で
に
か
け
し
心
を

と
よ
の
あ
か
り
の
節
会
に
を
み
に
て
侍
け
る
に
ま
か

つ
と
て
有
明
の
月
の
お
も
し
ろ
く
さ
え
わ
た

れ
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
き
か
は
ら
の
右
大
臣

４‐
め

つ
ら
し
き
豊
の
あ
か
り
の
ひ
か
け
く
さ
か
さ
す
袖
に
も
露
は
お
き
け
り

ま
こ
と
に
お
き
た
り
け
る
に
う
ち
は
ら
へ
る
け
は
ひ
を
か
し
か
り
け
れ
は

大
納
言
典
侍
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４‐２
ひ
か
け
く
さ
か
さ
す
に
い
と
ゝ
霜
さ
え
て
氷
や
む
せ
ふ
山
あ
ゐ
の
袖

三
首
と
も
に
、
新
嘗
祭
な
ど
の
祭
礼
奉
任
の
物
忌
の
し
る
し
と
て
冠
に
差
す
日
陰
の
か
ず
ら
が

「
日
か

げ
」
或
は

「日
陰
草
」
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
詞
書
に
も

「五
節
の
舞
姫
」

「豊
明
の
節
会
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
宮
中
の
重
要
な
行
事
で
あ
る
新
嘗
祭
は
普
通
陰
暦
十

一
月
の
中
の
卯
の
日
、
豊

明
節
会
は
辰
の
日
、
丑
寅
の
両
日
に
は
豊
明
節
会
に
舞
う
五
節
舞
姫
の
た
め
の
帳
台
の
試
、
御
前
試
な
ど

が
行
わ
れ
る
。
冬
を
代
表
す
る
宮
中
行
事
の
は
ず
で
あ
る
が
、
勅
撰
集
冬
部
に
入
集
さ
れ
て
い
る
の
は
、

八
代
集
で
は

「金
葉
集
」

（
一
首
）
の
み
で
、
次
は

「続
後
撰
集
」
ま
で
採
ら
れ
て
い
な
い
。
宝
治
二
年

後
嵯
峨
院
に
詠
進
さ
れ
た

「宝
治
百
首
」
に

「冬
十
首
」
と
し
て

「豊
明
節
会
」
が
題
に
加
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
頃
か
ら
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「続
後
撰
集
」

「続
古
今
集
」

（
二
首
）

そ
し
て

「風
葉
集
」
後
の

「続
拾
遣
集
」

（
三
首
）
と
続
け
て
入
集
さ
れ
て
お
り
、
後
嵯
峨
院
歌
壇
の
勅

撰
集
で
定
着
し
始
め
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
系
譜
を

「風
葉
集
」
も
受
け
継
い
で
い
る
わ
け
で
あ

２つ
。

の
騰
け
は
卸
動
端
髭
麻
硼
鋤

ろ
（う４‐３
・
４
ぼ
欄
疇

み ヵ、
れ
球
け

「 る
貶
軒
軒
一
嘲
韓
胸
晒
っ
伽
版
新
』
肺
』
“
犠

中
行
事
を
そ
の
配
列
に
よ
り
多
く
組
込
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
、
物
語
歌
集
と
し
て
の
一
つ
の
特
徴
、
或
は

独
自
性
と
言
え
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

二
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次
に
巻
末
近
く
に
位
置
す
る

「仏
名
」
に
か
か
わ
る
歌
三
首
を
み
て
み
た
い
。

仏
名
な
と
こ
と
し
は
か
り
に
こ
そ
は
と
お
ほ
し
め
し
て
御
導
師
の
さ
か
つ
き
の
御

つ
い
て
に
よ
ま

せ
給
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エハ
条
院
御
歌

４４０
春
ま
て
の
い
の
ち
も
し
ら
す
雪
の
内
に
色

つ
く
梅
を
け
ふ
か
さ
し
て
ん

御
か
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
導
師

４４‐
千
世
の
春
み
る
へ
き
花
と
折
置
て
我
身
そ
雪
と
共
に
ふ
り
ぬ
る

さ
か
の
院
の
き
さ
い
の
宮
の
御
賀
の
屏
風
に
仏
名
し
た
る
所

″
か
け
て
折
る
仏
の
数
し
お
ほ
け
れ
は
年
に

一
た
ひ
ち
よ
も
ま
す
ら
む

右
大
将
な
か
た
ゝ

こ
の
三
首
は
詞
書
の
書
か
れ
方
か
ら
考
察
し
て
、

「仏
名
」
と
し
て
ま
と
ま

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

仏
名
会
は
、
十
二
月
十
九
日
か
ら
三
日
間
宮
中
や
諸
寺
院
等
で
仏
名
経
を
誦
し
、
過
去

ｏ
現
在

・
未
来
の

三
世
の
諸
仏
の
名
号
を
唱
え
て
一
年
間
の
罪
障
を
懺
悔
す
る
法
会
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
罪
を
消
滅
さ
せ
、

新
し
い
年
を
迎
え
る
た
め
に
行
う
儀
な
の
で
あ
る
。

４４０
４４‐

の

「源
氏
物
語
」

「幻
」
の
巻
の
贈
答
歌
は
、

最
愛
の
妻
紫
の
上
を
亡
く
し
、
自
ら
の
身
辺
整
理
も
す
ま
せ
、

「御
仏
名
も
今
年
ば
か
り
に
こ
そ
、
と
思

せ
ば
に
や
、
常
よ
り
も
こ
と
に
、
錫
材
の
声
々
な
ど
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
…
」
と
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「春
ま
で
命
が
あ
る
か
ど
う
か
…
」
と
現
世
へ
の
訣
別
の
気
持
を
込
め
て
詠
じ
る
光
源
氏
と
、
君
の
永
遠

な
る
御
栄
え
を
祈
る
御
導
師
の
返
歌
で
あ
り
、

「源
氏
物
語
」
正
編
の
幕
は
も
う
ま
も
な
く
下
ろ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

４４‐
の

「う
つ
ほ
物
語
」
歌
は
、

「風
葉
集
」
に
そ
の
十
二
カ
月
十
二
首
の
う
ち
七
首
も
採
歌

さ
れ
て
い
る
嵯
峨
院
后
宮
の
御
賀
の
月
屏
風
の
歌
で
あ
る
。
物
語
本
文
で
は
、
四

・
五
句
が

「と
し
に
ひ
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か
り
や
千
代
も
さ
す
ら
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。

「恵
の
光
は
千
年
も
注
ぐ
だ
ろ
う
」
の
意
で
あ
る
が
、

「風
葉
集
」
本
文
だ
と

「年
に

一
度
で
あ

っ
て
も

（御
寿
命
は
）
千
年
も
延
び
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と

な
り
、
前
歌

「源
氏
物
語
」
の
御
導
師
の
詠
じ
た
歌
を
受
け
て
、
君
の
長
寿
を
祈
る
意
と
な
る
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
、

「う
つ
ほ
物
語
」

一
部
本
文
に

「ひ
か
り
や
千
代
も
ま
す
ら
ん
」
も
存
し
、

「風
葉
集
」
独

自
本
文
で
は
な
い
。
こ
の

「仏
名
」
と
い
う
歌
題
で
あ
る
が
、
勅
撰
集
冬
部
に
お
い
て

「拾
遣
集
」
冬
部

巻
末
近
く
に
四
首
連
続
し
て
位
置
し
て
い
る
も
の
の
、
他
の
集
に
は
全
く
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
勅

撰
集
に
は
定
着
し
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
。
無
論

「六
百
番
歌
合
」
冬
部
に
は
題
と
し
て
採

用
さ
れ
て
お
り
、
歌
題
と
し
て
の

「仏
名
」
は
目
新
し
い
も
の
で
な
い
が
、
配
列
を
味
わ
う
歌
集
と
し
て

そ
の
流
れ
を
み
た
場
合
、　
一
つ
の
特
筆
す
べ
き
特
色
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

結
語

以
上
、
冬
部
に
つ
い
て
そ
の
配
列
と
、
先
行
す
る
勅
撰
集
と
の
比
較
か
ら
い
さ
さ
か
卑
考
を
加
え
て
み

た
。
冬
部
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
巻
頭
に

「神
無
月
の
つ
い
た
ち
に
」
と
い
う
詞
書
を
も
ち
、
か
つ

「立

冬
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
置
き
、

「時
雨
」

「霜
」

「千
鳥

・
水
鳥
」

「月
」

「新
嘗
祭
」

「霰
」

「

雪
」
、
そ
し
て

「仏
名
」

「暮
歳
」
と
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
や
は
り
勅
撰
集
冬
部
の
配
列
を

ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
中
で
、

「新
嘗
祭

ｏ
豊
明
節
会
」
に
関
す
る
詞
書
を
持

つ
小
歌
群

は
、

「続
後
撰
集
」

「続
古
今
集
」
頃
か
ら
冬
部
に
登
場
し
た
も
の
で
、
こ
の

「風
葉
集
」
も
そ
の
系
譜

の
上
に
立

っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た

「仏
名
会
」
に
か
か
わ
る
詞
書
の
有
す
る
小
歌
群
は
、
先
行
す
る
勅
撰

集
で
は

「拾
遣
集
」
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
位
置
さ
せ
て
い
る
の
は
、

「風
葉
集
」
冬
部
の

一
つ
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の
特
色
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

〈
注

一
〉
久
曽

神

昇

・
樋

口
芳
麻
呂

。
藤

井

隆

Ｌ
Ｓ

編

『
物

語
和

歌
総

覧

』

昭
和

五
十

一
年

十

月

風

間
書

房
．

〈
注

二
〉

たヽ
が

系

の

一
部

（
大
橋

長

憲

本

。
新

宮
城
書

蔵

本
）

異
本

に
存
す

る
。

四
季
部
ま
と
め

四
季
部
は
、
季
節
の
移
ろ
い
を
配
列
で
再
現
す
る
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
。
花
の
曹
が
ふ
く
ら
み
、
花

が
咲
き
、
虫
が
鳴
き
、
鳥
が
飛
び
か
う
。
そ
し
て
更
衣
等
に
始
ま
る
季
節
毎
の
行
事

ｏ
節
会

・
祭
な
ど
。

こ
れ
ら
は
そ
の
季
が
巡

っ
て
来
れ
ば
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
故
、
逆
に
四
季
部
の
配
列
に
は
自
　
と
限
界
が

あ
る
と
言

っ
て
過
言
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
花
の
開
く
順
は
、
狂
い
咲
き
こ
そ
ま
れ
く
に
あ
れ
、
古
今
を
通

じ
定
ま

っ
て
い
る
。
各
勅
撰
集
の
四
季
部
も
こ
の
制
約
を
受
け
、
し
か
し
そ
の
中
で
何
ら
か
の
独
自
性
を

持
と
う
と
撰
者
達
は
苦
心
し
て
き
た
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。

「新
古
今
集
」
で
始
め
て
冬
部
が
着
目
さ

れ
た
も
の
の
、
や
は
り
そ
の
配
列
構
造
は
凡
そ
類
似
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

「風
葉
集
」
に
お
い
て
も
、
四
季
部
の
配
列
は
春

・
夏

・
秋

・
冬
ど
れ
も
先
行
す
る
勅
撰
集
の
そ
れ
と

大
差
は
な
い
。
歌
材

・
配
列
と
も
に
際
立

っ
た
差
は
み
う
け
ら
れ
な
い
。
春
下

（巻
三
）
部
巻
頭
歌
に
お

い
て
は
、

「新
古
今
集
」
で
打
　
立
て
ら
れ
た
勅
撰
下
命
者
の
歌
を
置
く
と
い
う
形
式
を
、

「続
古
今
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集
」
春
下

（巻
二
）
部
巻
頭
歌
の
後
嵯
峨
院
詠
の
歌
に
模
し
た
物
語
歌
を
並
べ
る
こ
と
で
、
丁
寧
に
そ
の

型
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
秋
部
で
は
、

「源
氏
物
語
」
と
言
え
ど
も
物
語
内
で
の
暦
日
や
話
の
筋
道
は

無
視
さ
れ
、

「風
葉
集
」
秋
部
を
構
成
す
る

一
首
の
歌
と
し
て
配
し
て
い
る
。
忠
実
に
勅
撰
集
に
準
じ
、

配
列
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
の
工
夫
で
あ
ろ
う
が
そ
の
中
で
、
わ
ず
か
で
あ

っ
て
も

「風
葉
集
」
の
み
の
歌

数
の
増
化
の
み
ら
れ
る
も
の
Ａ
、
或
　
は
勅
撰
集
で
定
着
し
て
い
な
い
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
歌

題
の
存
在
Ｂ
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、

「風
葉
集
」
撰
者
が
苦
心
の
末
編
み
出
し
た
物
語
歌
撰
集

「風
葉
集
」
ら
し
さ
、

つ
ま
り
独
自
性
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
四
季
部
に
お
い
て
の
、
夏
部
の

「賀

茂
祭
」

「あ
や
め
草
」
は
Ａ
で
あ
り
、
秋
部
の

「秋
思
」
も
Ａ
、
そ
し
て
冬
部
の

「仏
名
」
は
Ｂ
と
思
わ

れ
る
。
春
部
は
、
勅
撰
集
同
様

「梅
」

「桜
」
を
主
と
し
た
配
列
故
、
際
立

っ
た
増
減
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。

「加
茂
祭
」

「あ
や
め
草
」

「秋
思
」

「仏
名
」
、
加
え
て

「続
後
撰
集
」
で
始
め
て
採
用
さ
れ
た

「新
嘗
祭
」
に
関
す
る
小
歌
群
と
合
せ
て
考
え
て
み
る
と
、

「秋
思
」
を
例
外
と
し
て
、

「風
葉
集
」
は

年
中
行
事
を
そ
の
配
列
に
よ
り
組
込
ん
で
い
る
傾
向
が
伺
え
よ
う
。

「賀
茂
祭
」

「あ
や
め

（節
会
）
」

「新
嘗
祭

・
豊
明
節
会
」
そ
し
て

「仏
名
」
を
並
べ
る
と
、
作
り
物
語
に
必
ず
描
か
れ
て
い
る
行
事
ば
か

れ
で
あ
る
。
主
人
公
達
は
各
行
事
を
機
縁
と
し
て
見
初
め
、
文
を
交
し
た
り
互
い
の
気
持
ち
を
確
認
し
た

り
し
、
物
語
は
展
開
す
る
。
自
ら
の
心
情
を

「葵
」
の

「逢
ふ
日
」
や
、

「浮
き
根
」
の

「浮
き
音
」
を

借
り
て
詠
じ
る
―
ど
れ
も
物
語
の
進
行
に
は
な
く
て
は
な
ら
　
ぬ
も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
時
間
的
経
過

を
示
し
、
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
宮
廷
行
事
の
華
麗
な
描
写
は
読
者
に
興
味
を
抱
か

せ
た
で
あ
ろ
う
。
自
然
、
物
語
中
の
そ
の
場
面
　
で
詠
じ
ら
れ
た
物
語
歌
も
多
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
様
に
考
え
て
み
る
と

「風
葉
集
」
四
季
部
で
勅
撰
集
と
比
し
て
指
摘
し
た
幾

つ
か
の
歌
材
は
、

そ
の
ま
ま
年
中
行
事
を
主
た
る
柱
と
し
た

「風
葉
集
」
四
季
部
の
構
造
と
し
て
結
び

つ
け
る
こ
と
が
で
き
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よ
う
。
そ
し
て
更
に
、
秋
部
の

「秋
思
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
男
女
主
人
公
が
四
季
に
託
し
た
喜
怒

哀
楽
の
感
情
を
集
め
た
物
語
歌
の
集
と
し
て

一
つ
の
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
章

神
祗

ｏ
釈
教
部
の
構
成

第

一
節
　
　
神
祗
部

一

ま
ず
第

一
歌
群

（歌
番
号

４４４
～

４５７
）
十
四
首
は
、

け 社 歌 に巻 て
らを 群 継 と い 勅
れ 中 に 承 じ る撰
る心 分 して 通 集°

と割 て あ りの

た警を3こ:翌
歌 る と け る、構
群 と 考 で が 成
⌒ 思 え な

｀
に

十 わ ら く ¬ お
九 れ れ

｀
風 い

首 る る そ 葉 てV° °
の 集

｀

(三)り ¬構
Lネ

申｀ ｀
風 成 に l~t

八 神 葉 に お ・
方 詠 集 お い 釈
の ・ Lい

て 教
神 夢 の て も両
に 告 神 も ま 部
ま の 祗 き た が
つ 歌 部 わ そ 深
わ を は め の い
る 中

｀
て 例 関

歌 心 そ 対 に 係
群 と の 照 も に
⌒ し配 的 れ あ
五 た 列 で な る
首 歌 に あ い こV群

よ り
°
と

で ⌒ つ
｀

こ は｀
十 て 勅 の

｀

各 四 大 撰 両 す
々 首 雑 集 部 で
小
V把

の を に
歌⊂ )に 型 も 指
群

｀
三 を つ摘

に 各 つ 忠 て さ
分 神 の 実 一 れ

ネ申
詠

夢
生
ロ

の

歌
を
中
′い
と
し
た
も
の
で
あ
る
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の
十
四
首
も
そ
の
内
容
か
ら
詳
し
く
考
究
す
る
と
更
に
細
分
さ
れ
、
詢
神
へ
の
祈
念
に
対
す
る
神
の
託
宣

十
一
首
、
助
禅
詠
に
み
せ
か
け
た
歌
三
首
で
あ
る
。

４４４
か
ら

４５５
ま
で
は

４４６
・４４７
の
二
首
を
除
き
左
註
が
附

さ
れ
て
お
り
、
神
詠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

の
に
つ
い
て
は
、
各
々
心
に
か
か
る
こ
と
を
神
に
祈
念
し
、
そ
れ
に
対
す
る
神
の
託
宣
が
夢
告

・
神
詠

と
い
う
形
の
歌
と
し
て
、
神
社
ご
と
の
小
グ
ル
ー
プ
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

風
葉
和
歌
集
巻
第
七
　
　
　
　
神
祗

４４
ち
き
り
と
て
結
は
す
も
な
き
白
糸
を
絶
ぬ
計
や
思
ひ
み
た
る
ゝ

こ
れ
は
よ
所
の
思
ひ
の
み
か
と
中
宮
の
御
事
を
お
ほ
む
心
ひ
と

つ
に
ふ
か
く
お
ほ
し
め
し
て
よ

な
よ
な
大
神
宮
を
拝
し
た
て
ま

つ
ら
せ
給
ひ
て
お
ほ
と
の
こ
も
る
と
も
な
き
御
夢
に
つ
け
給
ひ

け
る
と
な
ん

４４５
や
す
み
じ
る
我
す

へ
ら
き
に
し
た
か
は
て
た
か
誠
を
か
神
の
う
く
へ
き

御
夢
の
う
ち
の
御
託
宣
た
の
も
し
く
お
ほ
し
め
さ
れ
け
れ
は
関
白
春
宮
の
大
夫
に
侍
け
る
と
き

勅
使
に
て
み
て
く
ら
な
と
奉
ら
せ
給
け
る
に
こ
と
な
く
か
へ
り
の
ほ
り
侍
け
る
道
に
て
こ
れ
も

ゆ
め
に
つ
け
た
ま
ひ
け
る
と
な
む

や
は
た
に
こ
も
り
て
こ
と
事
な
く
き
ね
ん
す
る
こ
と
侍
り
て
か
き
て
は
じ
ら
に
お
し

つ
け

ゝ
る

い
は
し
み
つ
の
い
よ
の
か
み

４４
お
か
く
の
み
た
の
み
を
か
く
る
石
し
み

つ
な
か
れ
あ
ふ
せ
の
じ
る
へ
と
も
か
な

は
う
て
ん
よ
り
け
た
か
き
こ
ゑ
に
て
御
か

へ
し
と
て

４４７
夢
は
か
り
結
ひ
お
き
け
る
契
故
長
き
思
ひ
に
身
を
や
こ
か
さ
ん
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４４８
神
代
よ
り
し
め
引
は
へ
し
さ
か
木
は
を
我
よ
り
外
に
誰
か
を
る
へ
き

こ
れ
は
さ
こ
ろ
も
の
源
氏
宮
内

へ
た
て
ま

つ
ら
む
と
し
給
ひ
け
る
に
堀
川
院
の
御
夢
に
賀
茂
よ

り
と
て
は
へ
り
け
る
と
な
ん

４４９
人
し
れ
す
わ
か
し
め
さ
し
ゝ
さ
か
木
は
を
を
ら
ん
と
い
か
て
思
ひ
よ
る
ら
ん

こ
れ
は
み
た
ら
し
河
の
内
大
臣
さ
い
院
の
い
ま
た
ち

ゝ
み
か
と
に
も
し
ら
れ
聞
え
給
は
さ
り
け

る
頃
ほ
の
か
に
見
き
こ
え
て
心
に
か

ゝ
り
て
寝
た
る
よ
賀
茂
よ
り
と
て
さ
か
木
に
つ
け
た
る
ふ

み
に
か

ゝ
れ
た
り
け
る
と
な
ん

４５０
雲
ゐ
な
る
程
は
み
あ
れ
の
あ
ふ
ひ
く
さ
照
日
の
よ
そ
に
思
ふ
は
か
り
そ

こ
れ
は
よ
そ
の
思
ひ
の
み
か
と
の
お
ほ
し
め
し
な
け
く
こ
と
を
心
く
る
し
く
見
奉
り
て
宰
相
の

す
け
か
も
に
ま
う
て
ゝ
祈
申
け
る
夜
の
夢
に
み
侍
り
け
る
と
な
む

５‐
ぁ
き
ら
け
く
て
ら
さ
ん
こ
の
世
後
の
世
も
光
を
み
す
る
露
や
消
な
ん

４
　
　
こ
れ
は
風
に
つ
れ
な
き
よ
し
野
の
院
の
中
宮
の
御
さ
む
近
く
な
り
て
宇
治
入
道
関
白
か
す
か
に

ま
う
て
ゝ
侍
け
る
に
夢
う

つ
ゝ
と
も
な
く
い
と
け
た
か
き
さ
ま
な
る
人
の
つ
け
は
へ
り
け
る
と

な
む

４５２
猶
た
の
め
な
け
き
な
き
世
の
ま

つ
の
は
に
か
ゝ
れ
る
藤
の
花
の
さ
か
り
は

こ
れ
は
夢
か
た
り
の
前
の
関
白
女
を
な
く
な
し
て
世
を
そ
む
か
む
と
思
ひ
侍
け
る
も
と
か
く
さ

は
り
か
ち
に
侍
け
れ
は
か
す
か
に
ま
う
て
ゝ
さ
ま
た
け
あ
ら
せ
た
ま
ふ
な
と
祈
申
け
る
あ
か

つ

き
か
た
に
う
ち
ね
ふ
り
た
る
ゆ
め
に
ふ
ち
の
花
を
給
は
す
と
て
の
た
ま
は
せ
け
る
と
な
ん

４５３
な
み
の
ほ
か
き
し
も
せ
さ
ら
ん
さ
と
な
か
ら
わ
か
国
人
に
立
は
は
な
れ
す

こ
れ
は
ま

つ
ら
の
宮
の
右
大
弁
宰
相
の
う
ち
た
ゝ
遣
唐
の
そ
へ
つ
か
ひ
に
わ
た
り
て
侍
け
る
時



い
く
さ
お
こ
り
て
世
の
み
た
れ
い
て
き
に
け
る
を
か
の
お
ほ
や
け
の
い
く
さ
に
ま
し
は
り
て
我

国
の
神
仏
を
念
し
け
る
に
馬
く
ら
ま
て
わ
か
す
か
た
に
か
は
ら
ぬ
人
九
人
い
て
き
て
も
ろ
と
も

に
た
ゝ
か
ひ
て
こ
と
な
く
し

つ
め
侍
に
け
れ
は
う
ち
や
す
み
た
る
よ
の
夢
に
み
え
侍
け
る
す
み

よ
し
の
御
歌
と
な
ん
い
ひ
つ
た
へ
た
る

４５
あ
ふ
こ
と
は
い
さ
し
ら
雲
の
か
た
く
共
立
か

へ
り
み
つ
じ
る
し
あ
ら
し
や

こ
れ
は
か
い
は
み
の
右
大
将
女
の
ゆ
く

へ
し
ら
ぬ
こ
と
を
す
み
よ
し
に
ま
う
て
ゝ
申
侍
と
て

「思
ふ
人
よ
に
す
み
よ
じ
と
思
ひ
せ
は
た
ち
か
へ
り
こ
ん
き
し
の
白
浪
」
と
よ
み
侍
け
る
に
え

も
い
は
す
け
た
か
き
を
と
こ
の
け
は
ひ
に
て
つ
け
侍
け
る
と
な
む

４４
４４
は

「よ
そ
の
思
ひ
」
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
は

「風
葉
集
」
に
二
十

一
首
と
ら
れ
散
逸
物
語

と
し
て
は
三
位
の
位
置
を
占
め
る
。

４４４
は
ヽ
中
宮
の
こ
と
を
深
く
思
う
帝
が
大
神
宮

つ
ま
り
天
照
大
神
を

拝
し
申
し
上
げ
る
と
、
恋
が
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
夢
告
を
賜

っ
た
と
い
う
も
の
。

４４５
は
ヽ
そ
の
御

礼
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
春
宮
大
夫
が
伊
勢
か
ら
の
帰
途
夢
の
中
で
得
た
神
示
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
長
い
左

註
が

つ
け
ら
れ
、
伊
勢
神
宮
に
ま

つ
わ
る
内
容
で
あ
る
。

４４６
４４７
は

「岩
清
水
物
語
」
で
、
八
幡
神
社
に
籠

り
祈
念
し
た
伊
予
介
の
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
神
の
御
返
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
神
は
、
恋
が
成
就
す
る
と
い

う
託
宣
を
与
え
て
い
る
。

４４
４４
４５
の
三
首
は
、
賀
茂
神
社
に
か
か
わ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

４４
は

「狭
衣
物
語
」
の
歌
で
あ
る

が
、
詞
書
の
通
り
源
氏
宮
を
入
内
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
色
々
な
警
告
の
出
来
事
が
あ
り
、
あ
る
夜
の
父

堀
川
院
の
夢
に
、
賀
茂
か
ら
の
神
官
が
手
紙
を
持

っ
て
源
氏
官
に
参

っ
た
の
を
見
る
。
そ
の
手
紙
の
内
容

が
こ
の
歌
で
あ
る
。
賀
茂
の
祭
神
が
源
氏
宮
を
所
望
す
る
意
で
、
こ
の
歌
の
場
合
神
の
方
か
ら
積
極
的
に
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詠
み
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４４９
は
散
逸
物
語

「
み
た
ら
し
の
川
」
の
も
の
で
あ
る
が
、

「風
葉

集
」
に
残
さ
れ
て
い
る
歌
な
ど
か
ら

「狭
衣
物
語
」
に
似
た
内
容
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
内
大
臣
が
斎
宮
に

恋
を
し
た
が
、
そ
の
内
大
臣
の
夢
中
で
賀
茂
神
が
斎
院
を
手
を
る
な
と
告
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
前
歌
と

同
様
神
の
方
か
ら
積
極
的
に
詠
み
か
け
て
い
る
。

４５０
は

４４４
４４５
と
同
様
、
帝
の
嘆
き
を
見
申
し
上
げ
た
宰
相

の
介
が
賀
茂
に
詣
で
得
た
夢
告
で
あ
る
。

４５
４５
は
春
日
神
社
に
ま

つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。

４５‐
は

「風
に
つ
れ
な
き
」
の
現
存
部
分
に
あ
る
歌
で
、

宇
治
入
道
の
夢
に
春
日
明
神
が
中
官
の
死
と

一
宮
の
即
位
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
予
言
通
り
中
宮
は

亡
く
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
人
の
死
を
予
言
し
た
も
の
は
こ
の
の
歌
群
の
中
で
は
こ
の
歌
の
み
で
、

異
色
で
あ
る
。

４５２
は
散
逸
物
語

「夢
語
り
」
の
歌
で
、
愛
す
る
女
を
亡
く
し
て
出
家
し
よ
う
と
し
た
前
関

白
が
春
日
に
詣
で
祈

っ
た
と
こ
ろ
、
夢
に
出
家
を
と
ど
ま
り
花
の
盛
り
を
見
よ
と
い
う
お
告
げ
を
得
た
と

い
う
内
容
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
物
語
は
、
こ
の
予
言
が
実
現
し
て
行
く
経
緯
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ

，ｎノ
。４５３

４５４
４５５
４５６
の
四
首
は
住
吉
神
社
に
ま

つ
わ
る
歌
で
あ
る
。

４５３
は

「松
浦
宮
物
語
」
の
歌
で
、
詞
書
通
り
右

大
弁
氏
忠
が
遺
唐
使
の

一
行
と
し
て
渡

っ
て
い
た
折
戦
乱
が
起

っ
た
が
、
日
本
の
神
仏
に
祈
る
と
そ
の
争

い
が
お
さ
ま

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
料
は
散
逸
物
語

「か
い
ば
み
」
の
歌
で
、
右
大
将
の
恋
人
が
行

方
知
れ
ず
と
な

っ
た
の
で
、
住
吉
へ
詣
で
て
祈
念
し
歌
を
詠
じ
た
の
に
対
す
る
神

（
「え
も
い
は
す
け
た

か
き
を
と
こ
の
け
は
ひ
」
）
の
お
告
げ
で
あ
る
。

「か
た
く
共
立
か
へ
り
み
つ
し
る
し
あ
ら
し
や
」
と
あ

腸
嚇

歌‐こ
踊
嵯
馘
陵
嘲
酬
椰
働
¨
社
一
推
測
さ
れ
る
。
結
局
二
人
は
再
会
し
、
そ
の
御
礼
参
り
に
参
詣
し
た

●
●



二

次
に

４５

４５
「岩
垣
沼
」
、
そ
し
て
朝
の

「隠
れ
蓑
」
以
上
三
首
の
散
逸
物
語
の
歌
が
、
Ｂ
神
詠
に
み
せ

か
け
た
歌
と
し
て
分
類
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

４５５
秋
の
よ
の
松
ふ
く
風
の
お
と
よ
り
も
哀
身
に
し
む
法
の
こ
ゑ
か
な

こ
れ
は
い
は
か
き
ぬ
ま
の
頭
中
将
す
み
よ
し
に
こ
も
り
て
と
経
な
と
し
て
お
こ
な
ひ
侍
け
る

あ
か

つ
き

つ
ほ
ね
に
た
て
ふ
み
に
し
て
さ
し
お
き
て
侍
け
る
歌
な
り
さ
る
へ
き
人
も
ま
う
て

侍
ら
さ
り
け
れ
は
神
の
御
し
わ
さ
に
や
と
思
ひ
て
ひ
と
り
こ
ち
け
る

４５
カ
く
は
か
り
物
思
ふ
人
は
あ
ら
し
よ
に
た
れ
か
身
に
し
む
哀
な
る
ら
む

左
大
将
か
た
ち
を
か
く
し
て
と
こ
ろ
ぐ
見
あ
り
き
け
る
こ
ろ
前
斎
官
に
大
式
ま
さ
か
ぬ
か
ち

か

つ
き
よ
り
け
る
を
大
神
宮
と
思
は
せ
て
さ
ま
ぐ
ギ
け
る
に
お
そ
れ
て
お
こ
た
り
申
て
出
に

け
れ
は
よ
み
給
け
る

か
く
れ
み
の
ゝ
さ
き
の
斎
宮

４５７
我
為
に
あ
ま
て
る
神
の
な
か
り
せ
は
う
く
て
そ
や
み
に
猶
ま
と
は
ま
し

認
疎
ば

た４５５
け
あ
』
け
だ
〓
¨
働
脚
脚
賦
ｋ
札
榛
識
駐
鑑
鰤
榊
赫
詢
鋤

つ の
制
は
制

通 っ
け
“
枯
椰
一
帥
諭

力ヽ と
興

察
す
る
に
、

「歌
の
詠
み
そ
う
な
人
も
参
拝
し
な
か

っ
た
か
ら
こ
の
立
文
は
神
の
お
告
げ
だ
ろ
う
か
」
と

中
将
が
考
え
た
の
で
あ
る
。
次
に

４５６
の
中
将
の
歌
が
続
く
。
中
将
の
歌
は

「私
程
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
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者
は
あ
る
ま
い
に
、
そ
れ
よ
り
法
の
声
が
身
に
し
み
て
哀
れ
と
お

っ
し
ゃ
る
の
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
」
の
意

で
あ
ろ
う
か
。
神
詠
と
思
い
つ
つ
半
信
半
疑
で
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

４５

で
あ
る
が
、
こ
の
歌

は
左
註
で
は
な
い
。
詞
書
通
り
前
斎
宮
に
大
弐
あ
さ
か
ぬ
が
近
付
い
た
の
で
姿
を
隠
し
伊
勢
大
神
宮
の
御

言
葉
と
思
わ
せ
て
女
を
救
う
の
で
あ
る
。

「隠
れ
蓑
」
ら
し
い
題
材
で
あ
る
。
神
詠
に
み
せ
か
け
る
点
で

は
４５５
と
共
通
し
て
お
り
、　
一
つ
の
歌
群
と
考
え
ら
れ
、
又
神
詠
・
夢
告
に
ま
つ
わ
り
、
″
ｐ
を
第
一
歌
群

と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。

以
上
神
詠

・
夢
告
に
関
す
る
歌
群
で
あ
る
が
、
犠

の

「岩
垣
沼
」
が
散
逸
し
て
い
る
の
で
明
言
で
き
な

い
が
、
こ
の
歌
に
わ
ざ
わ
ざ
左
註
を
施
し
こ
の
位
置
に
配
し
た
点

「風
葉
集
」
撰
者
が
駆
使
し
た
配
列
の

妙
を
感
じ
と
り
た
い
。
ま
た
後
に
続
く
釈
教
部
に
お
い
て
も
同
種
の
仏
詠

ｏ
夢
告
の
歌
群
が
冒
頭
に
置
か

れ
て
お
り
、
し
か
も
却
Ｄ
の
順
に
配
列
さ
れ
、
こ
の
両
部
が
密
接
に
か
か
わ
り
あ

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。
　
　
ぐ
ぐ三

次
の
第
二
歌
群

４５８
か
ら
４７
は
で
の
十
九
首
は
、
各
神
社

（八
幡

・
賀
茂

・
春
日

ｏ
稲
荷

・
住
吉
）
に
関

す
る
歌
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
便
宜
上
、
０
賀
茂
神
社
を
中
心
と
す
る
歌
群
八
４５８
～

４６９

〓ｒ̈
螂は「椰織『｛崚“帖中綱」「いら春４７６ｒ̈
”“二ヵ、て首ヵ、説脚一̈」」姉疇しヽ十たいけ耀獄仰・ノ‐、‐こ

物
語
世
界
が
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

135



や
は
た
に
ま
う
て
ゝ
よ
み
侍
け
る

を
た
え
の
ぬ
ま
の
右
大
臣

４５８
ち
か
ひ
お
き
し
神
の
心
を
た
の
む
哉
人
の
人
に
あ
ら
ぬ
身
な
れ
は

女

一
宮
斎
院
に
ゐ
給
へ
る
も
は
ゝ
は
し
ら
す
や
あ
ら
ん
と
お
ほ
さ
れ
て
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

秋
の
よ
な
か
し
と
わ
ふ
る
み
か
と
の
御
歌

４５
ゆ
ふ
か
け
て
し
ら
す
や
あ
る
ら
ん
思
ふ
人
神
の
い
か
き
に
し
め
ゆ
ひ
つ
と
も

賀
茂
の
御

つ
け
に
て
み
か
と
に
し
ら
れ
奉
り
給
て

「
さ
か
き
葉
の
さ
し
て
を
し
ふ
る
人
な
く

は
」
と
の
給
は
せ
け
る
御
か

へ
し

お
な
し
斎
院
の
母
后
の
み
や

６０
か
は
る
な
よ
さ
か
き
葉
さ
し
て
祈
こ
し
こ
や
そ
の
か
み
の
じ
る
し
な
る
ら
ん

御
出
家
お
ほ
し
め
し
た
ゝ
せ
給
て
賀
茂
に
ま
う
て
さ
せ
給
て
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

風
に
つ
れ
な
き
の
よ
し
の
ゝ
院
御
歌

４６‐
今
は
と
て
祈
り
か
け

つ
る
ゆ
ふ
た
す
き
わ
か
世
の
後
は
神
に
ま
か
せ

つ

か
も
の
い
つ
き
い
ま
た
か
は
り
侍
ら
さ
り
け
る
と
き
花
の
さ
か
り
に
内
大
臣
ま
う
て
ゝ

「ち

ら
て
も
花
の
千
世
を
へ
よ
か
し
」
と
申
侍
け
れ
は

み
た
ら
し
河
の
斎
院
中
納
言

４６
さ
か
き
葉
も
花
の
匂
ひ
も
た
く
ひ
な
き
を
る
人
か
ら
に
千
世
も

へ
ぬ
へ
し

み
か
と
た
ヽ
人
に
お
は
じ
け
る
と
き
祭
の
日
み
や
し
ろ
に
て
み
や
こ
に
は
お
と
な
き
ほ
と
ゝ

き
す
み
か
き
の
わ
た
り
に
は
こ
ゑ
な
り
に
け
る
を
き
か
せ
給
て

「か
も
の
い
は
か
き
た

つ
ね
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き
に
け
り
」
と
の
た
ま
は
せ
け
る
に

さ
こ
ろ
も
の
斎
院
女
別
営

４６
カ
た
ら
は
ゝ
神
も
き
ゝ
な
ん
郭
公
思
は
ん
か
き
り
声
な
を
し
み
そ

六
条
院
す
ま
に
う
つ
ろ
ひ
給
は
ん
と
て
故
院
の
御
は
か
に
ま
う
て
給
け
る
御
と
も
に
さ
ふ
ら

ひ
て
加
茂
の
し
も
の
み
や
し
ろ
を
か
れ
と
み
わ
た
す
ほ
と
斎
院
の
御
け
い
に
か
り
の
御
す
ゐ

し
ん
に
て
つ
か
う
ま

つ
れ
し
こ
と
思
ひ
い
て
ら
れ
て
お
り
て
御
ま
の
く
ち
を
と
り
て
聞
え
け

る

源
氏
の
衛
門
大
夫

４６
弓

つ
れ
て
あ
ふ
ひ
か
さ
し
ゝ
そ
の
か
み
を
思

へ
は

つ
ら
し
か
も
の
み
つ
か
き

や
か
て
う
ま
よ
り
お
り
て
み
や
し
ろ
の
か
た
を
を
か
み
給
ふ
神
に
ま
か
り
申
た
ま
ふ
と
て

六
条
院
御
歌

４６
ぅ
き
世
を
は
今
そ
わ
か
る
ゝ
と

ゝ
ま
ら
ん
名
を
は
た
ゝ
す
の
神
に
ま
か
せ
て

兵
部
卿
の
み
こ
の
む
す
め
う
ち
に
ま
ゐ
る
へ
じ
と
聞
え
け
る
に
に
は
か
に
か
も
の
い
つ
き
に

さ
た
ま
り
に
け
れ
は
を
み
な

へ
し
に
つ
け
て
つ
か
は
さ
せ
給
け
る

み
か
き
か
は
ら
の
み
か
と
の
御
歌

４６６
神
か
き
に
咲
ま
し
る
と
も
を
み
な

へ
し
露
斗
を
は
思
ひ
わ
す
る
な

御
か

へ
し

斎
院

州
ゆ
ふ
た
す
き
か
け
て
も
人
の
わ
す
れ
す
は
露
の
な
さ
け
を
頼
み
こ
そ
せ
め

神
無
月
の
十
日
こ
ろ
平
野
に
行
幸
侍
け
る
に
斎
院
の
わ
た
り
の
も
み
ち
い
み
し
う
さ
か
り
な
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る
に
御
ら
ん
じ
わ
た
さ
せ
給
て

さ
こ
ろ
も
の
み
か
と
の
御
歌

４６８
神
か
き
は
杉
の
梢
に
あ
ら
ね
と
も
も
み
ち
の
色
も
し
る
く
み
え
け
り

た
い
し
ら
す

う

つ
ほ
の
参
議
す
け
す
み

４６９
め
に
ち
か
く
お
り
て
い
の
れ
と
か
す
か
の
ゝ
も
り
の
榊
は
色
も
か
は
ら
す

４５８
は

「無
名
草
子
」
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
散
逸
物
語

「緒
絶
え
の
沼
」
の
歌
で
、
八
幡
詣
で
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

４５９
４６０
の

「秋
の
夜
な
が
む
る
」
は
散
逸
物
語
だ
が
、
女

一
宮
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
女

一

宮
の
母
君
と
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
恋
情
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
帝
と
の
ロ
マ
ン
ス
が
浮
び
上
が
る
。
こ
の

母
君
は
、

「風
葉
集
」
の
他
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
か
ら
推
測
す
る
と
、
後
幸
福
を
得
た
ら
し
い
が
、

こ
こ
は
何
ら
か
の
事
情

で
失
意
に
あ

っ
た
折
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

４６‐
は

「風
に

つ
れ
な
き
」
の
散
逸
部

分
に
属
す
る
も
の
で
、
物
語
後
半
部
吉
野
院
が
出
家
し
よ
う
と
思
い
た
ち
、
賀
茂
に
詣
で
た
折
の
歌
で
あ

ス
マ
つ
。

に
抑
蹴

、
「経

牌
μ
祀
州
騰
脚
“
詢
¨
一
岬
臨

「
ぅ

婦
期
卿
講
マ
は
脚
帥
れ
、
れ
肺

（
る

励
賊
削
Ｘ
袖
隷
邦
脚
期

の
詠
じ
た
歌
に
対
し
、
斎
院
別
営
の
返
歌
で
あ
り
、
こ
の
物
語
場
面
は
前
歌
と
よ
く
似
て
い
る
。

「み
た

ら
し
川
」
は

「狭
衣
物
語
」
の
強
い
影
響
を
受
け
た
物
語
ら
し
く
、
こ
の
二
首
が
第

一
歌
群
と
同
じ
く
こ

こ
で
も
相
対
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
点
興
味
深
い
。
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４６
４６
は
、
光
源
氏
が
右
大
臣
の
怒
り
を
得
、
須
磨

へ
向
う
折
藤
壺
入
道
に
暇
乞
い
し
、
下
賀
茂
神
社
を

み
な
が
ら
亡
父
桐
壺
帝
の
御
陵
に
参
拝
し
よ
う
と
北
山
に
赴
く
途
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。
昔
の
華
や
か
さ
を

思
い
強
い
調
子
で
神
を
恨
む
衛
門
大
夫

（
４６４
の
歌
）
と
、
余
裕
す
ら
見
せ
な
が
ら
神
に
判
断
を
ま
か
せ
る

源は̈
麟散（逸４６５加融
「）赫力ヽ、力婦酷嚇「哄蒟娃勧確足岬すヵ、都一かのっに訳薦ｒに斎院に立たれる

こ
と
に
な
り
、
我
思
い
を
遣
し
た
帝
の
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
斎
院
の
返
歌
で
あ
る
。

４６８
は
狭
衣
大
将
の
歌
で
、
平
野
行
幸
の
折
恋
慕
う
源
氏
宮
の
住
む
賀
茂
神
社
の
紅
葉
の
美
し
さ
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
下
旬

「も
み
ち
の
色
も
じ
る
く
み
え
た
り
」
は
次
の

４６９
の
下
旬

「も
り
の
榊
は
色
も
か

は
ら
、す

」
と

「色
」
に
関
し
て
の
対
応
が
み
ら
れ
る
。

４６９
は

「う
つ
ほ
物
語
」
の
歌
で
詞
書

「題
し
ら

ず
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
物
語
本
文
に
か
え
し
て
読
む
と
、
実
際
中
将
祐
純
が
春
日
大
社
を
参
詣
し
た
折

の
歌
で
は
な
く
、
右
大
将
兼
雅
の
消
息
文
に
掛
け
て
の
歌
で
あ
り
、
神
祗
の
場
面
を
持
た
な
い
。
お
そ
ら

く

「風
葉
集
」
撰
者
は
、
そ
れ
を
周
知
の
上
で
単
に
歌
自
体
の
内
容
か
ら
選
び
、

４６８
と
の
対
応
で
こ
こ
に

帥罐姜討し「て^題れ叫ビ計趾艤績̈
漬』“蒟設酵」れ節“編紅わ師̈
た「嘲一賜ゴげ
４６‐歌祖ド舞珠

何
ら
か
の
形
で
二
首
ず

つ
対
応
し
な
が
ら
小
物
語
世
界
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
賀
茂
神
社

を
中
心
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
斎
院
に
ま

つ
わ
る
内
容
が
多
い
。
し
か
も
第

一
歌
群
と
は
逆

に
、
恋
の
実
ら
な
い
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
う
悲
愴
感
漂
う
歌
が
多
い
。
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次
に
Ｄ
住
吉
神
社
を
中
心
と
す
る
歌
群

（七
首
）
で
あ
る
。

４７０
は
伏
見
稲
荷
に
ま

つ
わ
る
歌
で
あ
る
が
、

他
の
六
首
は
住
吉
神
社
に
関
す
る
歌
で
あ
る
。

竜
吟
出
家
し
侍
て
又
の
と
し
の
春
こ
そ
の
む

つ
き
に
い
な
り
の
御
幸
の
御
と
も

つ
か
う
ま

つ

り
て
侍
け
る
か
さ
し
の
杉
に
雪
の
ふ
り
か

ゝ
り
た
り
し
な
と
お
ほ
し
め
し
出
ら
れ
け
れ
は

あ
ま
の
も
し
ほ
ひ
の
院
御
歌

４７０
祈
こ
し
神
さ
へ
つ
ら
し
い
な
り
山
い
つ
ら
は
杉
の
し
る
し
あ
り
け
り

六
条
院
す
み
よ
し
に
ま
う
て
さ
せ
給
け
る
に
し
の
ひ
て
ま
ゐ
り
て
よ
め
る

源
し
の
あ
か
し
の
あ
ま

４７‐
む
か
し
こ
そ
ま

つ
わ
す
ら
れ
ね
住
よ
し
の
神
の
し
る
し
を
み
る
に
つ
け
て
も

お
な
し
を
り
廿
日
の
月
に
は
か
に
す
み
て
う
み
の
お
も
て
お
も
し
ろ
く
み
え
わ
た
る
に
霜
い

と
こ
ち
た
く
お
き
て
松
は
ら
も
色
ま
か
ひ
て
よ
ろ

つ
の
事
そ
ゝ
ろ
さ
む
き
に

む
ら
さ
き
の
う

ヘ

４７２
す
み
よ
し
の
松
に
よ
ふ
か
く
お
く
霜
は
神
の
か
け
た
る
ゆ
ふ
か

つ
ら
か
も

六
条
院
内
大
臣
と
申
け
る
時
す
み
よ
し
に
御
願
は
た
し
に
ま
て
さ
せ
給
ひ
け
る
に
神
の
御
と

く
を
あ
は
れ
に
め
て
た
し
と
思
ひ
て
申
出
侍
け
る

参
議
惟
光

４７３
す
み
よ
し
の
ま

つ
こ
そ
物
は
か
な
し
け
れ
神
世
の
こ
と
を
か
け
て
思
へ
は

す
み
よ
し
の
御
し
る
し
あ
ら
た
に
侍
け
る
か

へ
り
申
に
ま
う
て
ゝ
よ
み
侍
け
る

か
い
は
み
の
右
大
将
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４７４
じ
る
し
あ
り
と
た
の
む
心
は
住
よ
し
の
松
の
み
と
り
の
い
つ
か
か
は
ら
ん

み
か
と
て
る
月
の
中
納
言
の
こ
と
き
か
せ
給
う
て

「月
か
ゝ
り
け
む
す
み
よ
し
の
松
」
と
の

た
ま
は
せ
た
ま
ひ
け
れ
は

は
つ
ね
の
せ
り
河
の
御
息
所

４７５
住
み
よ
し
の
神
も
こ
と
わ
れ
あ
は
ち
し
ま
月
か
ゝ
れ
と
は
な
か
め
さ
り
し
を

か
ひ
も
の
か
た
り
の
な
か
に
八
月
十
五
日
す
み
よ
し
に
ま
う
て
ゝ
よ
め
る

あ
は
ひ
か
ひ
の
左
大
弁

４７
し
か
は
か
り
神
の
心
も
す
み
ぬ
ら
ん
今
夜
に
に
た
る
月
し
な
け
れ
は

ま
ず

４７０
は
散
逸
物
語

「海
人
の
藻
塩
火
」
の
歌
で
あ
る
。
前
年
杉
の
雪
が
か
ざ
し
に
降

っ
た
こ
と
を
、

翌
年
の
春
正
月
に
回
想
し
詠
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
に
積
も
る
雪
か
ら
出
家
し
た
子
に
思
い
を
馳
せ
る

も
の
で
、
雪
が
そ
の
媒
介
に
な

っ
て
い
る
。

４７
４７
４７
は

「源
氏
物
語
」
の
歌
で
あ
る
。
三
首
連
続
し
て
位
置
し
て
い
る
が
、
物
語
本
文
に
立
ち
戻

っ

て
み
る
と
、
こ
の
三
首
に
さ
程
の
関
連
は
見
ら
れ
ず
、
し
か
も

４７
４７
は

「若
菜
下
」
の
巻
だ
が
、

４７３

は

「澪
漂
」
の
巻
と
物
語
に
お
い
て
は
そ
の
順
序
は
逆
で
あ
る
。
明
石
の
上
の
娘
明
石
の
姫
君
は
、
春
宮
女

御
と
な
り
次
の
春
宮
を
産
む
。
源
氏

一
族
は
益
々
栄
え
行
く
の
だ
が
、
そ
の
昔
住
吉
明
神
に
掛
け
た
御
願

を
果
た
そ
う
と
、
源
氏
は
大
勢
の
供
を
連
れ
住
吉
詣
で
を
す
る
。
昔
の
こ
と
を
思
い
尼
君
の
車
に
歌
を
渡

さ
れ
た
源
氏
に
、
尼
君
も
ま
た
音
を
懐
し
み
、
今
の
幸
福
を
夢
か
と
思
う
。
そ
の
胸
中
を
詠
じ
た
歌
が
翻

で
あ
る
。
純

は

４７‐
と
物
語
本
文
で
は
連
続
し
て
い
る
が
、
贈
答
歌
で
は
な
く
関
連
は
な
い
。
源
氏
の
住
吉

詣
で
に
同
行
し
た
紫
の
上
が
、
十
月
廿
日
の
月
を
め
で
、
住
吉
の
風
情
を
嘆
じ
た
歌

で
あ
る
。
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次
に

４７
だ
が
、
こ
の
歌
は
明
石
の
上
が
無
事
姫
君
を
産
み
、
源
氏
の
地
位
も
都
で
安
定
し
て
き
た
。
そ

の
御
礼
の
住
吉
詣
で
を
す
る
折
の
も
の
で
あ
る
。
前
歌

４７‐
４‐２
と
こ
の

４７３
で
は
十
七
年
の
隔
り
が
あ
る
。
こ

こ
は
物
語
内
容
か
ら
で
な
く
、
歌
中
の

「住
吉
の
松
」

「神
」

「か
け
る
」
と
い
う
歌
語
の
共
通
か
ら
並

べ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

４７４
の
歌
は
、
前
出
の

４５４
の
住
吉
神
の
お
告
げ
に
対
す
る
御
礼
参
り
の
折
の
右
大
将
の
歌
で
あ
る
。
前
歌

と
の
関
連
は

「す
み
よ
し
の
松
」
と
い
う
歌
語
の
共
通
、
そ
し
て
神

へ
の
願
い

・
祈
念
が
成
就
し
た
そ
の

御
礼
参
り
の
歌
と
い
う
こ
と
が

一
致
し
て
い
る
。

４７５
は
次
の

４７６
と
同
じ
く
、
住
吉
に
か
か
る
月
を
め
ぐ

っ
て
の
歌
の
配
列
と
思
わ
れ
る
。

４７５
の
散
逸
物
語

「初
音
」
は
、

「風
葉
集
」
に
十
五
首
残
さ
れ
て
お
り
物
語
と
し
て
は
中
編
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
冤

罪
で
住
吉
に
籠
居
し
て
い
る
て
る
月
の
中
納
言
の
こ
と
を
案
じ
、
御
息
所
が
中
納
言
の
身
に
な

っ
て
住
吉

の
神
に
訴
え
た
歌
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

４７７
は

「貝
物
語
」
で
あ
る
が
、

「風
葉
集
」
に
こ
の

一
首

（小
木
喬
氏
は
雑
三

ｏ
３４
も
同
じ
か
と
さ
れ
て
い
る
）
の
み
し
か
資
料
が
な
く
、
そ
の
内
容
等
全
く
知
り

得
な
い
。
八
月
十
五
夜
、
住
吉
に
あ
は
び
が
い
の
左
大
弁
が
詣
で
た
折
の
歌
と
な

っ
て
お
り
、
歌
と
し
て

は
十
五
夜
の
月
を
め
で
た
も
の
で
他
意
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
Ｄ
住
吉
神
社
に
ま

つ
わ
る
歌
群
に
つ
い
て
、
住
吉
神

へ
の
御
礼
詣
で
の
歌
が
四
首
占
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
述
懐
の
歌
が
め
だ

つ
。
住
吉
神
社
に
関
す
る
歌
が
中
心
並
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
住
吉

＝
月
と
月
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
多
い
。
ま
た

「又
の
年
の
春
」

（
４７０
詞
書
）

「廿
日
の
月
、
海
の
お
も
て
、

霜
」

（
４７２
詞
書
）

「八
月
十
五
夜
」

（
４７６
詞
書
）
等
季
節
感
の
あ
ふ
れ
る
様
詞
書
に
も
工
夫
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
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五

さ
て
最
後
の
第
二
歌
群
だ
が
、
こ
の
歌
群
は
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
特
定
の
神
で
な
く

「八
万
の

神
」
に
対
し
て
の
神
祗

・
神
慮
を
詠
じ
た
歌
が
季
節
ご
と
に
ま
と
ま

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
こ
の

よ
う
な
歌
群
は
先
行
す
る
勅
撰
集
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
神
祗
部
末
尾
の
何
首
か
は
、
大
嘗
会
和
歌
群
と

な

っ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
こ
も
或
は
大
嘗
会
和
歌
群
を
意
識
し
た
も
の
か
と
考
え
た
が
、
歌
の

内
容
は
慶
賀
と
は
言
え
な
い
。

「風
葉
集
」
の
神
祗
部
は
こ
こ
ま
で
忠
実
に
勅
撰
集
の
型
を
踏
襲
し
て
い

る
上
、
も
し
物
語
歌
に
大
嘗
会
歌
が
あ
れ
ば
採
用
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
群
は
撰
者
の
苦
肉
の
作
か
も

し
れ
な
い
。

五
節
の
ま
ひ
ゝ
め
を
み
て
つ
か
は
じ
け
る

夕
霧
の
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君

４７
あ
め
に
ま
す
と
よ
を
か
ひ
め
の
宮
人
も
わ
か
心
さ
す
じ
め
を
わ
す
る
な

登
華
殿
女
御
に
し
の
ひ
て
物
申
て
出
け
る
暁
温
明
殿
の
わ
た
り
を
す
く
と
て
内
侍
所
の
お
ほ

じ
め
す
ら
む
こ
と
も
お
そ
ろ
し
く
て

女
す
ゝ
み
の
左
大
将

４７８
神
も
み
は
か
ゝ
る
な
け
き
に
む
す
ひ
け
る
契
は
け
ふ
の
我
心
か
は

す
ま
に
て
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
に
い
て
き
た
る
み
の
日
御
は
ら
へ
せ
さ
せ
給
ふ
と
て

六
条
院
御
歌

４７９
や
ほ
よ
ろ
つ
神
も
哀
と
思
ふ
ら
ん
お
か
せ
る
つ
み
の
そ
れ
と
な
け
れ
は
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斎
院
の
み
そ
き
の
日
は
ら
へ
つ
か
う
ま

つ
る
を
き
か
せ
給
ふ
て
い
と
か
う
　
し
く
物
お
そ
ろ

し
う
お
ほ
さ
れ
て

さ
こ
ろ
も
の
み
か
と
の
御
歌

４８０
み
そ
き
す
る
よ
ほ
万
よ
の
神
も
き
け
も
と
よ
り
誰
か
思
ひ
そ
め
て
し

た
ゝ
人
に
お
は
し
ま
し
け
る
と
き
御
出
家
お
ほ
し
め
し
た
ゝ
せ
給
ひ
け
る
を
賀
茂
の
大
明
神

堀
河
院
に
つ
け
聞
え
給
ふ
こ
と
あ
り
て
御
ほ
い
も
と
け
さ
せ
た
ま
は
せ
て
み
や
し
ろ
に
て
さ

ま
　
御
い
の
り
侍
り
け
る
を
き
か
せ
給
て
御
心
の
う
ち
に

４８‐
神
も
猶
も
と
の
心
を
か
へ
り
み
よ
こ
の
世
と
の
み
は
思
は
さ
ら
な
ん

４７７
は
夕
霧
が
戯
れ
に
五
節
の
舞
姫
で
あ
る
惟
光
の
娘
に
贈

っ
た
も
の
だ
が
、
歌
中
の

「豊
岡
姫
」
は
意

味
不
明
で
あ
る
。

「湖
月
抄
」

「花
鳥
余
情
」
は
天
照
大
神
と
し
て
い
る
が
、
疑
問
視
す
る
説
が
４
る五
ｃ）

ど
ち
ら
に
し
ろ

「神
」
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
ら
し
い
。
五
節
の
舞
は
、
十

一
月
の
丑
の
日
の
行

事
で
あ
る
。

４７
の

「女
す
ゝ
み
」
は

「風
葉
集
」
に
二
十
二
首
採
ら
れ
、

「風
葉
集
」
に
残
さ
れ
て
い
る
散
逸
物
語

の
歌
数
か
ら
す
る
と
第
二
位
を
占
め
、
か
な
り
の
長
編
と
推
定
さ
れ
る
。
歌
の

「契
は
け
ふ
の
我
心
か

は」は、どうも女性
（登華殿女御）から積極的に働きかけた内容であ
ったらしい。この場

齢鋼精は新「帥絲晰詢力ヽぉ圏札勅請』蘭維趾“汁嘘あ“「経ド紅詢坤観猟帥断働一即け慣』肺、

の回敵Ｆ尉即州卿殷乱“州陶激贈帥哺勤肛猟燿踏は耐絃格ｒヽ
源氏が天に訴える気持ちで

月
電



詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
詠
じ
た
直
後
、
突
然
に
強
い
風
が
吹
き
初
め
、
空
が
真
暗
と
な
り
暴
風
雨

が
吹
き
荒
れ
る
の
で
あ
る
。

４８０
は
狭
衣
が
斎
院

（源
氏
の
官
）
の
設
の
日
そ
の
苦
し
い
心
中
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
賀
茂
祭
前
の
御
藤
の
こ
と
で
、
四
月
吉
日
が
選
ば
れ
る
。

４７９
４８０
は

「八
万
の
神
」
が
歌
語
共

通
し
て
い
る
。

４８
は
狭
衣
大
将
の
出
家
の
志
を
知
り
、
父
堀
河
の
大
殿
が
出
家
を
引
き
止
め
る
べ
く
賀
茂
詣
で
を
し
た

綺
め
樹
腋
動
恥
蹄
腋
掲
協
ｒ
に
開
４
尚
組

こ 「榊
歯
妨

力ヽ っ
薇
「
神
躙
動
鳳
贖
腸

を っ
識
舛
導
物
恥

「
を

青
毅
細
賞

を
は
じ
め
勅
撰
集
に
幾

つ
か
採
ら
れ
て
い
る
が
最
後
に
位
置
し
て
い
る
集
は
な
い
。
次
に
釈
教
部
が
並
ん

で
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
好
位
置
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
両
部
が
つ
な
が
り
、

大
き
く

一
つ
の
部
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

結
語

一
型

．
翻
晰
嘲
権

詠 っ
ぃ
肛
昴
レ
露
略
腱
珈
馘
汽
議
は
ひ
ｒ
州
捌
ほ
“
い
“
蹴
鐵
げ
帥
跡

の．
醇
齢
帥
激

次ｔＡ，
叶

釈
教
部
に
お
い
て
も
巻
頭
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
両
部
は
対
照
的
な
配
列
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
神

祗

ｏ
夢
告
の
歌
は
、

「拾
遣
集
」

（
二
首
）
に
始
ま
り
、

「後
拾
遣
集
」

（
二
首
）

「詞
花
集
」

（
一

首
）
と
存
す
る
が
、
巻
頭
に

一
つ
の
歌
群
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「新
古
今
集
」

（十
三
者
）
、

「続
古
今
集
」

（八
首
）
の
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に

「風
葉
集
」
に
続
く
勅
撰
集

「続
拾
遣
集
」
に
は
な

い
。
特
に

「風
葉
集
」
の
直
前
に
編
ま
れ
た

「続
古
今
集
」
は
、

「新
古
今
集
」
を
模
倣
し
て
編
纂
さ
れ
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た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と

「風
葉
集
」
と

「続
古
今
集
」
の
成
立
の
か

か
わ
り
、
撰
者
等
の
問
題
を
含
み
興
味
深
い
。
ま
た
神
祗
と
思
わ
せ
た
歌
は
、
勿
論
他
の
勅
撰
集
に
は
な

い
。
物
語
歌
集
と
し
て
の

一
つ
の
特
色
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
次
に
、
賀
茂

・
住
吉
神
社
を
中
心
と
す
る
歌
群
が
続
く
。
神
社
別
の
配
列
は
、

「千
載
集
」
で

最
初
に
試
み
ら
れ
次
の

「新
古
今
集
」
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
勅
撰
集
の
通
例
で
あ
る
が
、

「風
葉
集
」
も
忠
実
に
そ
の
型
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
賀
茂
の
斎
院
を
め
ぐ

っ
て
の
悲
喜
劇

は
、
平
安

ｏ
鎌
倉
期
の
物
語
に
枚
挙
の
い
と
ま
な
く
、
こ
の
配
列
も
そ
れ
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故

悲
愴
感
漂
う
、
悲
恋
の
響
き
の
あ
る
歌
が
多
い
。
最
後
は
八
方
の
神
に
関
す
る
歌
が
、
季
節
を
追

っ
て
位

置
し
、
巻
末
に
は
本
地
垂
迩
を
元
と
す
る

「狭
衣
物
語
」
の
歌
で
締
め
く
く

っ
て
い
る
。
次
が
釈
教
部
で

あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
好
位
置
を
得
た
感
が
あ
る
。

ま
た
各
勅
撰
集
の
比
較
的
多
く
入
集
さ
れ
て
い
る
日
吉
大
社

・
熊
野
神
社
に
関
す
る
歌
が
な
い
が
、
当

時
の
物
語
に
こ
れ
ら
に
か
か
わ
る
内
容
が
少
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
他
に

「う

つ
ほ
物
語
」
の

「だ
い
し
ら
す
」
歌
で
、
物
語
場
面
で
は

「神
祗
」
と
い
う
範
時
に
入
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
キ

配
列
上
の
問
題
も
表
面
化
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
他
部
を
詳
細
に
研
究
し
結
論
を
出
し
た
い
。

一諄二一｝稀騰Ｍヽ
中『輸睛嬌
・集商糊は中轟嘲識臨輔
細けに馨電ピよる。従
って歌番号もそ

れ

に
よ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

〈
注

三
〉

松
尾

聡

氏

『
平
安
時

代
物

語

の
研
究

』

東

宝
書
房
。

小
木
喬

氏

『
散

逸
物

語
研
究
　
平
安

・

鎌

倉

時

代
編
』
笠
間
書

院
。
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〈
注

四
〉

「
た

い
し

ら
ず

」
歌

に

つ
い
て
は
、
本

稿

の

「
第
十
章

『
風
葉
和
歌
集
』

の

『
よ

み
人

し

ら

〈注五〉．ご
げ翻凛
。題馘れげ
ず撒
は
『っか績計鯵酬産　源氏物語三』によれば、．とよをかび

め

（
豊
受
姫
ざ
と
し
、
伊
勢
外
営

の
豊
受
大
神
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
注

六
〉

〈
注

三
〉
参

照
。
以

後

小
木
喬
氏

の
御

意

見

は

こ
の
御
著

書

に
よ
る
。

〈
注
七
〉

「
お

も

ふ

こ
と
く
み

て
か

な
ふ
る
神

な

れ

ば

し

ほ
や

に
あ
と

を
た
る
る
な

り
け

り

」

（

「
千

載

集

」
神
祗

宥

。
後

三
条

内
大
臣
）

「
み

ち

の
べ
の
ち
り

に
光

を

や

は
ら

げ

て
神

も

ほ
と
け

の
な
の
る
な
り
け
り
）

（
同
期
・
崇
徳
院
）。
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第
二
節

釈
教
部

「風
葉
集
」
の
釈
教
部
の
構
造
は
、
冒
頭
に
仏
詠
の
歌
群
を
配
し
、
神
祗
部
の
冒
頭
と
対
熙
的
に
並
べ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
大
き
な
特
色
を
持
つ
が
、
そ
れ
と
と
も
に

「源
氏
物
語
」

「う
つ
ほ
物
語
」
か
ら
は

一
首
も
採
ら
れ
て
い
な
い
部
と
し
て
も

一
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
釈
教
部
は

「風
葉
集
」
に
お
い
て
、

「源
氏
物
語
」

「う
つ
ほ
物
語
」
の
歌
の
存
し
な
い
唯

一
の
部
な
の
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
物
語
の
歌
が
入
集
さ
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
散
逸
し
た
小
物
語
群
で
ほ
と
ん
ど
占
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
釈
教
部
は
歌
数
四
十

一
首
、
そ
の
う
ち
現
存
物
語
は
四

（
「狭
衣
物

語
」

「風
に
つ
れ
な
き
」

「
い
は
で
し
の
ぶ
」

「有
明
け
の
別
れ
」
！
但
し

「風
に
つ
れ
な
き
」

「
い
は

で
し
の
ぶ
」
は
散
逸
部
分
の
歌
で
あ
る
）
各

一
首
ず

つ
で
、
残
り
三
十
七
首
が
散
逸
物
語
の
歌
な
の
で
あ

２つ
。以

上
の
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。
次
の
表
は
、

「風
葉
集
」
入
集
物
語
で
、

「無
名
草
子
」
成
立
時
確

実
に
存
し
た
と
思
わ
れ
る
物
語
数
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
無
論

「無
名
草
子
」
筆
者
が
、
そ
の
当
時
の

す
べ
て
の
物
語
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、　
一
応
目
安
と
し
て
、
古
い
物
語

・
新
し
い
物
語
の
一
線
を
引
く
年
代
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

「風
葉
和
歌
集
」
に
存
す
る
物
語
に
お
い
て
、

「無
名
草
子
」
に
そ
の
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
、

分「財曝備齢動鳩踏けは現説議い』拗臨含（Ю卿̈
「してぁる）の入集歌をすべて部立ごとに

Ｏ
Ｊ

′
堅
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ま
ず
こ
の
表
を
見
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に

「源
氏
物
語
」

「う

つ
ほ
物
語
」
の
歌
が

一
首
も
採
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
が
目
を
引
く
、
こ
の
両
物
語
と
も
各
部
に
平
均
し
て
入
集
さ
れ
て
い
る
の
に
、
釈
教
部
に

だ
け
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
と
も
に
、
こ
の
部
に
は

「無
名
草
子
」
成
立
以
前
の
古
い
物
語
が
極
端
に

少
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、

「無
名
草
子
」
以
降

「風
葉
集
」
編
纂
ま
で
の
約
七
十
年

間
程
の
間
に
誕
生
し
た
新
し
い
物
語
の
歌
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
占
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「源
氏
物
語
」

「う

つ
ほ
物
語
」
に

「釈
教
」
と
い
う
部
立
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
が
存
し
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「源
氏
物
語
」
五
十
四
巻
、
出
家

・
仏
事
等
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
程
仏
教
に
か

か
わ
る
物
語
場
面
は
数
多
い
。

「う

つ
ほ
物
語
」
に
し
て
も
、
仏
道
の
描
か
れ
て
い
る
個
所
は
数
多
い
。

「風
葉
集
」
愛
誦
者
達
は
、
春
部
か
ら
詠
み
進
み
こ
の
部
に
至

っ
て
、
そ
の
採
歌

ｏ
配
列
を
見
何
か
異
質

な
も
の
を
感
じ
と

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
撰
者
は
、
こ
の
釈
教
部
に
お
い
て
、
作
為
的
に
こ
の
よ

う
な
入
集
形
態
を
と

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
配
列
を
詳
細
に
考
察
し
た
上
で
、
再
び
論
究
し
て
み
た
い
。

一

釈
教
部
は
大
き
く
三
つ
の
歌
群
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第

一
歌
群
と
し
て
冒
頭
の
仏
詠

（夢

告
）
の
歌
八
首
、
第
二
歌
群
は
、

「法
華
経
」
を
中
心
と
す
る
法
文
を
詠
み
込
ん
だ
経
旨
歌
と
西
方
浄
土

願
生
の
歌
合
わ
せ
て
二
十

一
首
そ
し
て
第
二
歌
群
は
、
仏
事
や
修
行
中
詠
ま
れ
た
法
縁
歌
と
来
世
の
成
仏

を
願

っ
た
歌
で
十
九
首
、
各
々
小
歌
群
に
分
割
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

ま
ず
第

一
歌
群
だ
が
、
Ａ
仏
詠

（夢
告
）
の
歌
七
首
、
Ｂ
仏
詠
に
み
せ
か
け
た
歌

一
首
が
配
列
さ
れ
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
は
す
べ
て
左
註
が
附
さ
れ
神
祗
部
と
対
照
的
な
形
で
あ
る
。

釈
教

４８２
む
か
し
よ
り
心

つ
く
し
の
契
に
て
な
け
か
む
こ
と
も
此
世
は
か
り
そ

こ
れ
は
あ
ま
の
か
る
も
の
権
大
納
言
思
ふ
こ
と
侍
り
て
は
つ
せ
に
こ
も
り
て
か
ゝ
る
思
ひ
や
め

４８ぃ計鵜（祉岬岡協りはい強外Ｈ鍵熟̈
脇̈抑ユ径にお胸継しぃてゝ
申侍けるとなん

こ
れ
は
ち

ゝ
に
く
た
く
る
左
大
臣
も
の
申
け
る
女
の
后
に
た
ち
給
に
け
る
を
し
ら
て
な
け
き
け

る
こ
ろ
の
夢
に
石
山
よ
り
と
て
巻
数
の
ふ
た
に
か
き

つ
け
た
り
け
る
と
な
む

４８
カ
け
な
ら
へ
す
ま
む
こ
と
こ
そ
か
た
か
ら
め
い
り
か
た
近
き
山
の
は
の
月

こ
れ
も
石
山
の
観
音
み
た
ら
し
河
の
内
大
臣
の
ゆ
め
に
つ
け
給
ひ
け
る
と
な
ん

４８
ま
て
し
は
し
み
ち
く
る
し
ほ
の
時
の
ま
を
か
ひ
も
な
き
さ
と
何
恨
ら
ん

こ
れ
は
ち
く
ま
の
か
は
の
中
の
君
お
と
ゝ
ひ
と
も
と
こ
ろ
　
に
ま
う
て
ゝ
身
の
ゆ
く

へ
を
祈
け

る
に
あ
ね
の
き
よ
み
つ
に
て
あ
ら
た
な
る
し
る
し
侍
け
る
を
聞
て
石
山
に
こ
も
り
て

「お
こ
し

け
る
ひ
ろ
き
ち
か
ひ
の
な
か
に
し
も
我
身
ひ
と

つ
の
な
と
も
れ
に
け
ん
」
と
よ
み
侍
け
る
御
か

へ
し
の
夢
の
中
に
と
な
ん

４８６
か
れ
は
て
ん
後
を
う
ら
み
よ
埋
木
も
花
さ
く
春
も
有
と
こ
そ
き
け

こ
れ
は
う

つ
せ
み
し
ら
ぬ
の
内
大
臣
の
中
宮
の
行

へ
し
ら
ぬ
さ
ま
に
な
り
給
ひ
頭
中
将
も
世
に

か
し
こ
ま
る
こ
と
な
と
侍
け
る
こ
ろ
き
よ
き
水
に
こ
も
り
て
か
れ
た
ら
ん
う
ゑ
木
も
と
経
よ
み
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け
る
を
き

ゝ
て

「花
さ
か
む
事
を
い
の
り
し
う
も
れ
き
は
さ
て
た
に
く
ち
て
ね
さ
へ
か
れ
め
や

」
と
思
て
い
さ
ゝ
か
ま
と
ろ
み
て
侍
け
る
に
こ
の
て
ら
の
師
の
大
と
く
と
お
ほ
し
き
か
申
侍
け

る
と
な
む

４８
は
か
な
し
や
夢
斗
な
る
あ
ふ
こ
と
に
長
き
う
れ

へ
を
か

へ
て
し

つ
ま
ん

こ
れ
は
か
さ
ぬ
る
夢
の
大
将
い
と
せ
ち
に
お
も
ふ
こ
と
侍
て
法
輪
に
こ
も
り
て
お
こ
な
ひ
侍
け

る
に
夢
う

つ
ゝ
と
も
わ
き
か
た
き
こ
ゑ
に
て
つ
け
侍
り
け
る
と
な
む

４８８
し
は
し
こ
そ
せ
き
も
と
ゝ
め
ゝ
妹
せ
川
終
に
末
に
は
な
か
れ
あ
ひ
な
ん

こ
れ
は
な
る
と
の
侍
従
い
も
う
と
の
行

へ
し
ら
ぬ
こ
と
を
な
け
き
て
く
ら
ま
に
こ
も
り
た
り
け

る
夢
に
見
侍
け
る
と
な
ん

と
こ
ろ
く
見
あ
り
き
侍
け
る
こ
ろ
ほ
う
し
の
女
の
て
を
と
ら
へ
て
侍
け
る
に
仏
の
の
給
ふ
や
う

に
て
み
ゝ
に
い
ひ
い
れ
侍
け
る

か
く
れ
み
の
ゝ
左
大
将

４８９
た
も
た
す
て
あ
や
ま

つ
と
か
を
み
る
時
そ
を
し

へ
し
法
も
く
や
し
か
り
け
る

ま
ず

４８３
は
散
逸
し
た
古
本
の

「海
人
の
刈
藻
」＾
げ
真

で
ヽ
初
瀬
寺
へ
詣
で
た
権
大
納
言
が

「思
ふ
こ
と
」

を
祈
り
、
夢
に
そ
の
お
告
げ
が
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
改
作
本
と
思
わ
れ
る
現
存
す
る

「海
人
の
刈
藻

」
か
ら
察
す
る
に
、
こ
の

「思
ふ
こ
と
」
は
中
宮
と
の
恋
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
歌
に
よ
る
と
そ
の
恋
は

前
世
か
ら
の
因
縁
で
心
づ
く
し
の
恋
愛
で
あ
る
が
、
来
世
は
救
わ
れ
る
と
い
う
大
意
が
く
み
と
れ
る
。
来

世
で
の
成
仏
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
釈
教
部
最
後
の
歌
群
と
も
呼
応
し
て
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配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

４８
は

「ち
ぢ
に
く
だ
く
る
」
の
左
大
臣
が
、
女
が
后
に
立

っ
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
そ
の
行
方
を
求
め

る
祈
薦
を
石
山
寺
に
頼
み
、
そ
の
夢
で
仏
が
巻
数
の
札
に
書
い
て
示
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の

４８３
か
ら
三
首
、
石
山
寺
に
か
か
わ
る
歌
、

つ
ま
り
石
山
観
音
の
仏
詠

（夢
告
）
歌
が
続
く
。

４８４
は
散
逸
物

語

「
み
た
ら
し
川
」
の
も
の
で
、
や
は
り
夢
で
女
と
の
恋
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
諭
し
て
い
る
。

４８５
は

「ち
く
ま
の
川
」
の
歌
で
、
夢
に
御
返
歌
と
し
て
答
え
ら
れ
た
も
の
で
、
し
ば
ら
く
待
て
ば
幸
福
を
得
よ

う
と
い
う
内
容
の
も
の
か
。
散
逸
物
語

「ち
く
ま
の
川
」
は

「風
葉
集
」
に
二
首
採
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

他
に
資
料
は
な
い
。
も
う

一
首
も
同
部

（
４９
）
に
と
ら
れ
、
ど
う
も
寺
社
縁
起
に
ま

つ
わ
る
内
容
の
多
く

盛
り
込
ま
れ
た
物
語
で
あ

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

４８６
は
ヽ
清
水
寺
の
大
徳
ら
し
い
僧
が
夢
■
現
わ
れ
て
詠
じ
た
歌
で
、
詞
書
等
か
ら

「千
手
陀
羅
尼
経
」

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「埋
れ
木

（枯
れ
た
る
木
）
に
も
花
咲
く
」
は
、
そ
の
表
現
通
り
今
は
不

呻「機け誨椰は］轟［］一軸い岬らでっけて４９４来叫」い「嗜一一一カヽ「。」〕す秘^句仰｝い愛歌、安一嚇一『̈
』

悩
す
る
当
時
の
主
人
公
達
を
論
す
言
葉
と
し
て
、
物
語
読
者
う
け
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
捜
し
求
め

て
い
た
中
宮
も
見

つ
か
り
、
又

「世
に
か
し
こ
ま
る
」
頭
中
将
も
解
け
、
内
大
臣

一
家
は
春
が
来
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

”
は
家
輸
寺
の
仏
の
夢
告
で
あ
る
。
法
輪
寺
は
京
都
嵐
山
に
あ
り
、

「狭
衣
物
語
」

「平
家
物
語
」

「あ
さ
ぢ
か
露
」
そ
し
て
散
逸
物
語

「雪
の
う
ち
」

「緒
絶
え
の
沼
」

「秋
の
夜
な
が
む
る
」
に
も
登
場

し
、
鎌
倉
期
の
物
語
の
舞
台
に
よ
く
選
ば
れ
た
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
の
名
は
院
政
期
以
降
の
私
家
集
に
多
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く
み
え
、
不
量
感
を
慰
む
場
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
寺
で
あ
る
ら
し
い
。

「重
ぬ
る
夢
」
の
大
将
が
、

そ
の
思
い
の
叶
う
こ
と
を
強
く
念
じ
た
も
の
だ
が
、

「長
き
う
れ

へ
を
か
へ
て
し

つ
ま
ん
」
と
は
ど
う
い
　
　
　
　
．

う
意
で
あ
ろ
う
か
。
神
祗
部
冒
頭
の
神
詠
歌
群
に
も
や
は
り
死
を
予
言
す
る
歌

（
４５‐
）
が
存
す
る
が
、
対

照
的
に
並
べ
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

４８８

は
鞍
馬
寺
に
籠

っ
た
折
の
夢
に
告
げ
ら
れ
た
歌
で
、
捜
し
求

め
て
い
る

「
い
も
う
と
」
に

「な
が
れ
あ
ひ
な
ん
」
と
や
が
て
再
会
す
る
こ
と
を
言
い
得
て
い
る
の
で
あ

ス
７
つ
。

以
上
七
首
す
べ
て
左
註
歌
で
あ
り
、
仏
の
夢
告
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の

「隠
れ
蓑
」
の
歌
鴨

は
０
に
類
す
る
。
女
の
手
を
と
あ
え
た
法
師
の
耳
に
隠
れ
蓑
で
姿
を
消
し
た
左
大
将
が
仏
の
言
葉
に
み
せ

か
け
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
Ａ
Ｂ
と
い
う
配
列
の
型
は
、
神
祗
部
冒
頭
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

二

〓
Ｊ

方激卸神経鰍丹狙ば徴は饉規われ赫ば灘結嗽К崚姉囃展臨膨つ後繊畦釧“社か”棚繊「ら西

八
月
十
五
夜
に
よ
み
侍
け
る

４９
い
か
て
猶
わ
し
の
み
山
に
す
む
月
を
こ
の
み
る
は
か
り
さ
や
か
に
も
み
ん

か

へ
し

雪
の
う
ち
の
ひ
し
り

う
め

つ
ほ
の
女
御



４９．
は
れ
か
た
き
い
つ
く
の
雲
を
は
ら
ひ
つ
ゝ
君
そ
心
の
月
は
す
む
へ
き

な
き
人
の
た
め
に
普
賢
菩
薩

つ
く
り
あ
ら
は
し
た
て
ま

つ
り
て
お
こ
な
ひ
侍
け
る
夜
あ
か

つ
き

か
た
の
月
く
ま
な
う
さ
し
入
て
御
か
さ
り
と
も

ゝ
き
ら
ゞ
を
見
え
給
ひ
け
れ
は

風
に
つ
れ
な
き
の
関
白

９２
ち
か
ひ
あ
ら
は
か
ゝ
る
光
を
さ
し
そ
へ
て
ま
よ
は
ん
闇
を
照
さ
ゝ
ら
め
や

き
よ
み
つ
に
こ
も
ら
せ
給
ひ
け
る
に
む
ね
の
み
て
は
た
て
ま

つ
り
ぬ
る
と
い
ふ
夢
を
み
給
ひ
て

か
も
に
ま
う
て
さ
せ
給
て
院
の
御
車
に
た
て
ま

つ
る
と
て

ち
く
ま
の
か
は
の
女
院

４９３
夢
の
う
ち
に
さ

つ
く
と
み
え
し
む
ね
の
み
て
の
ち
か
ひ
た
か
は
ぬ
時
至
り
ぬ
る

お
な
し
て
ら
に
こ
も
り
て
思
ふ
事
か
な
ふ
さ
ま
に
侍
り
け
れ
は

恋
に
身
か
ふ
る
頭
中
将

４９４
あ
な
た
ふ
と
か
れ
た
る
木
に
も
花
さ
く
と
と
け
る
誓
は
今
そ
し
ら
る
ゝ

す

ゝ
め
の
も
の
か
た
り
の
中
に
方
便
品
に
若
人
散
乱
心
乃
至
以

一
華
供
養
於
画
像
漸
見
無
数
仏

４９５
何
と
な
く
手
向
し
花

の

一
ふ
さ
に
か
す
の
仏
を
み
る
身
と
そ
な
る

人
記
品

４９６
か
れ
は
て
し
ふ
か
き
山

へ
の
う
も
れ
木
に
思
は
す
花
の
咲
に
け
る
哉

観
持
品

４９
心
く
ま
わ
れ
は
へ
た
て
ゝ
思
は
ぬ
に
な
に
ゆ
ゑ
人
の
う
ら
み
か
ほ
な
る

神
力
品

４９
し
ひ
お
き
じ
こ
の
こ
と
の
は
を
思
ひ
出
て
な
か
ら
ん
跡
の
か
た
み
に
も
せ
よ



院
の
ふ
た
ん
の
御
経
ち
や
う
も
ん
し
て
侍
け
る
に
い
つ
く
か
こ
と
に
た
ふ
と
き
人
の
申
侍
け
れ

ま

あ
ま
の
も
し
ほ
ひ
の
院
新
中
将

４９９
水
の
あ
わ
う
き
て
は
か
な
き
世
中
を
い
と
へ
と
と
け
る
法
そ
う
れ
し
き

兵
部
卿
の
み
こ
の
は
て
に
さ
ま
か
へ
給
は
ん
と
て

な
み
の
し
め
ゆ
ふ
の
冷
泉
院
女

一
宮

５００
涙
の
み
く
も
る
袂
に
か
け
て
み
よ
こ
ろ
も
の
う
ら
の
玉
や
に
こ
さ
む

女
院
の
御
こ
と
に
こ
ゝ
ち
か
き
り
に
な
り
て
侍
け
る
に
い
の
り
の
僧
の
若
人
有
病
得
聞
是
経
と

い
ふ
わ
た
り
を
よ
む
を
聞
て

い
は
て
し
の
ふ
の

一
条
院
内
大
臣

５０
き
ゝ七
え
た
る
み
の
り
の
か
ひ
も
あ
ら
し
か
し
絶
に
し
人
に
か
き
る
い
の
ち
は

な
に
は
え
の
宮
に
八
講
お
こ
な
ひ
て
聴
聞
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
に

お
の
れ
け
ふ
た
き
右
大
将

５０２
君
か
為

つ
と
め
て
も
と
め
て
こ
と
更
に
ひ
ろ
む
る
法
の
心
し
ら
な
ん

此
世
を
わ
か
れ
て
は
や
の
ほ
い
も
さ
す
か
な
る
身
の
程
に
思
ひ
わ
ひ
て
く
る
ま
に
の
る
と
て

水
あ
さ
み
の
内
大
臣

５０３
何
せ
ん
に
思
ひ
の
家
を
ゝ
し
む
ら
ん
み
つ
の
車
に
の
り
を
ね
か
は
て

経
よ
む
は
い
む
な
り
と
人
の
い
ひ
け
れ
は

あ
ま
や
と
り
の
女
御
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５０
た
か
せ
舟
の
り
も
し
ら
て
は
し
ら
浪
の
き
え
な
ん
後
そ
悲
し
か
る
へ
き

右
大
将
の
は
ゝ
の
た
め
に
宇
治
に
堂
た
て
ゝ
供
養
し
侍
と
て
よ
め
る

「　
　
　
　
ひ
ち
ぬ
い
し
ま
の
関
白

５０
さ
り
共
と
た
の
ま
る
ゝ
哉
さ
し
わ
た
る
み
の
り
の
舟
の
道
し
る
へ
は

を
は
り
に
の
そ
み
て
善
ち
し
き
の
心
に
か
な
ふ
へ
き
こ
と
と
て
七
重
宝
樹
の
あ
り
さ
ま
な
と
と

間
か
せ
侍
り
け
れ
は

あ
れ
ま
く
の
大
納
言
大
君

５０
な
ゝ
へ
な
る
う
ゑ
き
を
し
ら
て
も
み
ち
は
の
や
し
ほ
に
な
と
か
心
そ
め
け
ん

い
り
日
を
見
は
へ
る
と
て

つ
ゝ
ら
こ
の
式
部
卿
宮
北
方

５０
こ
く
ら
く
を
思
ひ
や
り

つ
ゝ
今
い
く
か
西
に
い
り
ひ
の
影
を
た
の
ま
ん

さ
か
の
院
の
中
宮
の
御
す

ゝ
を
と
り
て
半
座
の
う
へ
に
て
か
さ
し
奉
ら
ん
と
て

か
や
か
し
た
を
れ
の
関
白

５０８
お
な
し
よ
の
つ
ら
さ
も
さ
て
や
わ
す
れ
な
ん
と
も
と
ま

つ
へ
き
契
く
ち
す
は

大
僧
都
御
加
持
に
さ
ふ
ら
ひ
け
る
に
あ
ふ
き
に
か
き
て
さ
し
い
て
さ
せ
給
ひ
け
る

あ
ま
も
し
ほ
ひ
の
皇
太
后
宮

５０９
む
す
ひ
つ
る
た
ゝ
か
は
か
り
を
か
こ
と
に
て
し

つ
ま
ん
後
の
世
を
た
に
も
と
ヘ

た
い
し
ら
す

み
ふ
ね
の
皇
后
宮

５‐
幾
度
か
ゆ
き
て
は
か

へ
る
む

つ
の
道
く
る
し
み
な
ら
ぬ
処
あ
ら
し
を
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り
４９
は

「雪
の
う
ち
」
の
贈
答
歌
で
あ
る
が
、
歌
に

「霊
鷲
山
の
月
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
内
容
か
ら
察

す
る
に

「法
華
経
」
の

「如
来
寿
量
品
」
を
ふ
ま
え
て
の
経
旨
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詞
書

「八
月
十
五

夜
」
と
い
う
の
は
、
釈
教
部
詞
書
と
ｔ
れ
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
じ
を
受
け
る
が
、
元
来
勅
撰
集
の
釈
教
部

に
も
仲
秋
八
月
十
五
夜
を
詠
ん
だ
歌
は
存
し
、
ま
た
釈
迦
が
入
滅
し
た
日
が
旧
暦
二
月
十
五
鯛
ン
場
る
か

ら
十
五
夜
を
詠
じ
た
歌
も〈
多
く
ゞ
し
か
も
月
は
西
に
沈
む
と
い
う
こ
と
で
西
方
浄
土
へ
と
結
び

つ
き
、

「月
」
に
関
し
て
詠
ん
だ
歌
は
数
多
く
存
す
る
。
散
逸
物
語

「雪
の
う
ち
」
は

「風
葉
集
」
に
も
う

一
首

残
存
す
る
が
や
は
り
仏
道
を
詠
ん
だ
歌
で
、
仏
教
色
濃
い
小
物
語
で
あ

っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。

４９２
は
同

じ

「月
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
亡
き
人
の
供
養
の
た
め
の
歌
で
、

「月
」
は
そ
の
人
の
成
仏
を
照

ら
す
光
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

「法
華
経
」
の

「如
来
神
力
品
」
の

「如
日
月
光
明
。
能
除
諸

幽
冥
」
を
念
頭
に
詠
ん
だ
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

４９３は４８５と同じく
「ちくまの川」の歌であるがげば

「う隔の^歌館欄宅嘘鶴掛罫“赫橘どれ“嫌詢

み
て
を
奉
り
ぬ
」
の

「む
ね
の
み
て
」
だ
が
、
樋
口

が
何
か
も
う

一
つ
分
か
ら
な
い
。
諸
本

一
致
し
て
い
る
の
で
、
誤
字
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
前
後
経

文
を
踏
ま
え
て
い
る
歌
が
多
い
の
で
、
経
文
と
関
係
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

こ
の
物
語

「風
葉
集
」
に
四
首

（う
ち
詞
書
に

一
首
）
の
み
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
清
水
寺

。
石
山
寺

・
賀
茂
神
社
の
霊
験
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
ら
し
く
、

「風
葉
集
」
成
立
時
に
近
い
頃
の
小
物
語
で
あ
ろ

ぅ
。

４９４
は
ヽ

「風
葉
集
」
に
こ
の
歌
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
、

「恋
に
身
か
ふ
る
」
の
歌
で
あ
る
。

「お

な
じ
寺
」
は
前
歌
の
詞
書
の
受
け
継
ぎ
、
清
水
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
清
水
寺
に
籠

っ
て
祈
願
が
叶
い
詠

じ
た
も
の
で
、

「か
れ
た
る
木
に
も
花
さ
く
」
は

４８６
に
も
前
出
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、
中
世
小
説
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「雨
や
ど
り
」
の
原
物
語
と
言
わ
れ
、
仏
の
御
利
益
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

次
の

４９５
か
ら

４９８
ま
で
の
四
首
は
、

「法
華
経
題
品
和
歌
」
と
し
て
、
そ
の
心
を
詠
じ
品
順
に
配
さ
れ
て

い
る
。
こ
の

「法
華
経
題
品
和
歌
」
は
、
勅
撰
集
と
し
て
は

「後
拾
遣
集
」
か
ら
み
え
以
後
そ
の
数
は
漸

増
し
て
お
り
、

「風
葉
集
」
も
そ
の
型
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ

「す
ず
め
」
物

語
は
、
こ
の
四
首
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
散
逸
物
語
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
内
容
な
の
だ
ろ

う
か
。

「法
華
二
十
八
品
」
を
詠
う
歌
会
、
あ
る
い
は
法
華
会
等
の
催
し
を
中
心
に
す
え
た
物
語
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
詠
者
名
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
調
書
の
つ
け
方
も
他
と
非
常
に
異
な

っ
て
い
る
。

「方

便
品

ｏ
人
記
品
…
等
」
の
詞
書
は
、
勅
撰
集
の

「法
華
経
題
品
歌
」
の
型
に
な
ら

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

物
語
か
ら
そ
の
ま
ま
採

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
内
容
に
準
じ
撰
者
が
附
し
そ
の
型
の
よ
う
に
配
し
た
の
か
、

散
逸
し
て
い
る
以
上
何
と
も
言
え
な
い
が
、
興
味
あ
る
詞
書
の
つ
け
方

で
あ
る
。

４９９
は
散
逸
物
語

「海
人
の
藻
塩
火
」
の
歌
で

「風
葉
集
」
に
十
五
首
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
神
祗

る．
¶
鋤
嘲
際
脚
嘴
曲
¨
師
ｒ
珀
碑

の ヵ、
一
”
は
“
哺
掛
却
猜
輛
」

（
物

婦
帥
乱
】
喘
陶
浸
Ｍ
は
・島
『
椰
膨
膨
歯

あ

っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
歌
は
内
容
か
ら
察
す
る
に
経
文
賛
嘆
の
心
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

「水
の
あ
わ
う
き
て
は
か
な
き
」
は

「維
摩
経
」
の

「方
便
品
第
二
　
十
喩
」
の

「是
身
如
衆
沫
。

不
可
撮
摩
。
是
身
如
泡
。
不
得
久
立
」
の
部
分
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「世
」

（
４９９

歌
）
と

「身
」

（維
摩
経
）
が
異
な
る
が
、
時
代
は
下
る
が
や
は
り
こ
の
経
の
影
響
を
う
け
た

「方
丈

阻舞̈
雨図、
「響書婦知「師教‐こ絲罹弟脚‐ま，ｖであ』Ｆと「琳鎌雌肝
つを嘲しヽじ社¶一、
「後拾遣集」以

５００
は
、
散
逸
物
語

「波
の
し
め
ゆ
ふ
」
の
歌
で
、
兵
部
卿
宮
の

一
周
忌
頃
に
出
家
さ
れ
る
と
い
う
詞
書
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だ
が
、
こ
の
冷
泉
院
女

一
宮
は
宮
の
正
妻
で
あ
ろ
う
。

「
こ
ろ
も
の
う
ら
の
玉
」
は
、

「法
華
経
」
の

「五
百
弟
子
授
記
品
」
に
あ
る

「以
無
価
宝
珠
　
繁
汝
衣
裏
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

５０‐
は
、

「
ぃ

は
で
し
の
ぶ
」
の
散
逸
部
分
に
存
す
る
歌
で
あ
る
。　
一
条
内
大
臣
が
病
の
床
に
臥
し
、
女
院
が
病
気
治
癒

の
た
め
読
経
を
行
う
場
面
で
あ
る
。

「若
人
有
病
。
得
聞
是
経
」
は
、

「法
華
経
」
の

「善
喩
品
」
末
尾

近
く
の

「若
人
有
病
。
得
聞
是
経
病
　
消
滅
。
不
老
不
死
。
宿
王
華
」
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

読
経
の
か
い
な
く
内
大
臣
は
息
を
引
き
と
る
の
で
あ
る
。

（
「風
葉
集
」

・
恋
四

ｏ
ｏ３
）

詢
は
、

「風
葉
集
」
に
三
首
し
か
資
料
の
な
い

「お
の
れ
け
ぶ
た
き
」
の
歌
で
あ
る
。
歌
に

「君
が

哺
け
」
弗
』
に
「
い

「
ら

ド
轍
緻
つ
畔

「
養

胸
韓
肺
「
雌
麒
戯
舗
肺
量
践
」
九
“
赫
ゲ
河
詢
莉
粍
同
ち
綺
」
舛

語

「水
あ
さ
み
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は

「大
和
物
語
」
百
六
段
の
元
良
親
王
と
平
中
興
女
と
の
恋

愛
諄
を
原
物
語
と
す
る
内
容
で
、
物
語
名
も
平
中
興
女
の
歌
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

「
み
つ
の
車
」
は

「法
華
経
」

「馨
喩
品
」
の

「羊
車
―
鹿
車

ｏ
牛
車
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

「思
ひ
の
家
」
は

「
ひ
の
家
―
火
宅
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
の
り
」
は
車
に

「乗
る
」

と

「法
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

５０４

は
ヽ

「風
葉
集
」
に
二
首
残
さ
れ
て
い
る

「雨
や
ど
り
」
の
歌
で
あ
る
。
お
経
を
ス
み
後
世
を
願

っ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
歌
特
定
で
き
る
経
文
も
見
出
せ
な
い
。
次
の
５０
と
同
じ

「舟
」
が
よ
み
込
ま
れ
、

彼
岸

へ
の
橋
渡
し
の
役
割
の

「舟
」
と
い
う
意
で
並
べ
ら
れ
た
も
の
か
。

５０５

は
散
逸
物
語

「
ひ
ぢ
ぬ
い
し

ま
」
の
歌
で
あ
る
が
、
右
大
将
が
亡
き
母
の
供
養
の
た
め
宇
治
に
御
堂
を
建
て
て
詠
ん
だ
法
縁
歌
で
あ
る
。

く
「嚇

肝
撰

「集^ ゎ
織
詰
ォ

れ
（

御
ド
狙
。

「鰈
け
¨
蹴
闘
組
は
版
ｒ
薇
蹴
測
け

‐こ 浄
ヽ

「 へ
腕
「

を
「湖

狩
浸
尻
汽
続
琳
略
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て
位
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
こ
こ
ま
で
を
℃
と
し
、
法
文
を
踏
ま
え
た
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。

西
方
を
願
う
月
を
詠
ん
だ
歌
を
最
初
に
据
え
、
題
品
歌
、
経
文
を
織
り
込
ん
だ
歌
、
そ
し
て

「
の
り
」

「舟
」
と
極
楽

・
入
日

（浄
土
）
へ
続
く
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
の
Ｄ
の
最
初
の
歌
は

「あ
れ
ま
く
」
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
物
語
は

「風
葉
集
」
に
こ
の
歌

一
首

の
み
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
に
資
料
が
な
い
。
大
納
言
の
大
君
の
臨
終
に
の
ぞ
み
、
善
知
識
が
極
楽

の
有
様
を
説
き
聞
か
せ
、
そ
の
大
君
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

５０７

の

「
つ
づ
ら
こ
」
も
、
こ
の

一
首
し
か
資

料
が
な
い
。

「あ
れ
ま
く
」

「
つ
づ
ら
こ
」
と
も
短
編
で
あ

っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
入
日
を
見
な
が

ら
極
楽
世
界
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

５０
の

「か
や
が
下
折
れ
」
は

「風
葉
集
」
に
十
五
首
残
さ
れ
中
編
程
度
の
物
語
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち

六
首
に
関
自
の
詠
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
主
人
公
と
考
え
ら
れ
る
。
御
数
珠
を

「半
座
の
う
へ
に

て
か

へ
し
奉
る
」
が
意
味
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
霊
前
に
供
え
る
何
か
仏
教
儀
式
で
あ
ろ
う
。
夫
婦
は

死
後
も
同
じ
蓮
の
上
に
あ
る
と
い
う
来
世
願
望
の
歌
と
解
さ
れ
る
。

５０９
は
ヽ
大
僧
都
の
加
持
を
受
け
来
世

も
救

っ
て
ほ
し
い
と
詠
ん
で
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。

５‐０
は
、
散
逸
物
語

「
み
ふ
ね
」
の
歌
で
あ
る
。

「だ
い
し
ら
ず
」
と
な

っ
て
お
り
、
詠
じ
ら
れ
た
状
況

は
分
か
ら
な
い
。
た
だ

「風
葉
集
」
の
題
し
ら
ず
歌
は
、
物
語
場
面
と
部
立
内
容
や
前
後
の
詞
書
等
の
配

列
と

一
致
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
こ
こ
も
必
ず
し
も
仏
事
、
仏
道
修
行
に
か
か
わ
る
場
面
と
は
言
い
切
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の

「む
つ
の
道
」
は
六
道
の
こ
と
で
あ
り
、
六

つ
の
迷
界
に
輪
廻
す
る
苦
し
み

細
ｒ
ｋ
欄
制
度

赤 の^
新
御
陛
晰
純
詢
鉗
瑯
漱
酬
い
、
旗
胸
細
躙
μ
細
ど

れ
「綺

め っ
詢
哺
け
組
精
枢

しヵ、
じ
Ⅶ

「
‐こ
編
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後
撰
集
」
が
最
初
で
あ
る
。

「地
獄
」
に
つ
い
て
は
和
泉
式
部
の
詠
ん
だ
歌
が

「金
葉
集
」
に
存
す
る
が
、

こ
れ
は
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
地
獄
絵
を
見
て
詠
じ
た
歌
で
、
深
く
六
道
ま
で
追
求
し
た
も
の
で
は
な
い
。

「続
後
撰
集
」

（
一
首
）

「続
古
今
集
」

（
一
首
）
そ
し
て

「風
葉
集
」
の
後
の

「続
拾
遣
集
」

（
一

首
）

「新
後
撰
集
」

（
一
首
）

「玉
葉
集
」

（三
首
）
と
受
け
継
が
れ
て
お
り
、

「風
葉
集
」
も
そ
の
流

れ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三

次
の
第
三
歌
群
は
、
ω
仏
事
及
び
仏
道
修
行
中
局
ま
れ
た
歌

（八
首
）
、
Ｑ
来
世
の
成
仏
を
希
救
す
る

歌

（四
首
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ｒ
に
の
歌
は
、
第
二
歌
群
に
も
存
し
た
が
、
大
き
な
相
違

は
、
第
二
歌
群
は

「の
り
」
に
対
し
第
二
歌
群
に
は

「蓮
」

「露
」
が
歌
中
共
通
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ひ
て
わ
た
り
侍
け
る
女
の
仏
事
し
け
る
に
さ
ゝ
け
も
の
て
う
し
て
つ
か
は
じ
侍
と
て

さ
か
の
ゝ
二
の
み
こ

５‐‐
せ
は
か
ら
ぬ
は
ち
す
の
花
と
き
く
物
を
も
ら
す

へ
し
や
は
か
ゝ
る
露
ま
て

か

へ
し

中
務
卿
の
み
こ
の
む
す
め

５‐２
に
こ
り
な
き
池
の
は
ち
す
の
花
な
れ
は
此
世
の
露
は
す
ゑ
ぬ
な
る
へ
し

お
こ
な
ひ
な
と
し
侍
け
る
を
さ
ま
た
け
て
ゆ
く
す
ゑ
な
か
き
こ
と
を
ち
き
り
侍
け
る
人
に
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こ
ゝ
ろ
高
き
後
冷
泉
院
の
宣
旨

５‐
こ
の
よ
に
は
ゆ
く
末
と
て
も
限
あ
る
を
長
く
蓮
の
う
へ
を
ち
き
ら
ん

お
こ
な
ひ
す
と
て
ね
ふ
る
と
人
の
わ
ら
ひ
け
れ
は
よ
め
る

う
た
ゝ
ね
の
か

つ
ら
の
尼

５‐
き
ぇ
ぬ
へ
き
露
の
我
身
を
夢
に
て
も
は
ち
す
の
上
に
お
く
や
と
そ
思

し
の
ひ
て
物
申
け
る
女
の
な
く
な
り
て
つ
み
ふ
か
き
さ
ま
に
み
え
け
れ
は
世
を
の
か
れ
て
お
こ

な
ひ
て
思

つ
ゝ
け
侍
け
る

か
は
ね
た

つ
ぬ
る
三
の
み
こ

５‐
ぅ
き
し

っ
む
池
の
み
く

つ
と
な
し
は
て
ゝ
空
に
ひ
ら
く
る
花
と
き
か
は
や

す
み
わ
た
り
け
る
女
か
く
れ
て
の
ち
あ
か

つ
き
の
念
仏
の
ゑ
か
う
に
も
い
ま
さ
ら
も
よ
ほ
さ
れ

侍
け
れ
は
女
の
母
に
申

つ
か
は
じ
け
る

あ
ひ
す
み
く
る
し
き
の
内
大
臣

５‐
し
っ
か
ま
た
蓮
の
う
へ
に
あ
ひ
も
み
む
露
の
や
と
り
に
心
ま
と
は
て

式
部
卿
の
官
の
北
方

５‐７
今
は
と
て
は
ち
す
の
う

へ
を
思
ふ
に
も
露
け
き
は
猶
こ
の
世
な
り
け
り

さ
ま
か

へ
て
の
ち
よ
み
け
る

い
せ
を
の
前
関
白
三
君

５‐
に
こ
り
な
き
蓮
の
う
へ
の
露
計
い
か
て
こ
の
世
に
こ
ゝ
ろ
と
ゝ
め
し

５‐
由
は
散
逸
物
語

「嵯
峨
野
」
の
歌
で
、
中
務
卿
女
の
仏
事
に
二
の
宮
が
捧
物
を
調
じ
贈

っ
た
折
の
贈
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答
歌
で
あ
る
が
、
中
務
卿
女
の
返
事
は
何
と

つ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

「此
世
の
露
は
す
ゑ
ぬ
な
る
べ

し
」
と
強
い
調
子
で
断

っ
て
い
る
。
二
の
官
の

一
方
的
な
恋
情

で
あ

っ
た
ろ
う
。

５‐

は
、

「無
名
草
子
」

「物
語
二
百
番
歌
合
」
に
も
採
ら
れ
て
い
る

「心
高
き
春
宮
宣
旨
」
で
あ
る
。

資
料
も
多
い
こ
と
か
ら
、
諸
先
生
方
よ
り
か
な
り
の
内
容
が
復
原
さ
れ
て
い
る
。
移
り
気
な
内
大
臣
が
恋

し
、
物
思
い
に
ふ
け
る
日
々
を
ｔ
し
て
い
る
宣
旨
が
、
寺
に
で
も
籠
り
仏
道
修
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
聞
き
、
さ
す
が
に
あ
わ
れ
と
思
い
内
大
臣
を
訪
問
し
、
行
末
長
き
こ
と
を
契

っ
た
折
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
道
綱
の
母
の
山
寺

（鳴
滝
）
参
籠
を
紡
彿
と
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。

５‐４
は

「風
葉
集
」
に
六
首
残
さ
れ
て
い
る
散
逸
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
詞
書

ｏ
歌
は
実
に
ユ
ー
モ
ア
あ

ふ
れ
愉
快
で
あ
る
。
仏
道
勤
行
を
努
め
な
が
ら
眠

っ
て
し
ま
う
の
を
人
が
見
て
笑

っ
た
の
で
、

「現
世
で

は
消
え
て
し
ま
う
は
か
な
い
我
身
を
、
夢
だ
け
で
も
極
楽
の
蓮
の
上
に
居
た
い
と
思

っ
て
ね
」
と
や
り
返

す
の
で
あ
る
。
以
上
こ
こ
ま
で
の
四
首
は
、
仏
道
修
行
中
と
い

っ
て
も
さ
ほ
ど
深
刻
な
響
き
は
見
ら
れ
な

い
。
と
こ
ろ
が
次
の
五
首
は
、
愛
す
る
人
を
亡
く
し
そ
の
供
養
中
に
詠
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
悲
愴
感
が
伝

わ

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５‐５
は
ヽ

「更
級
日
記
」

「狭
衣
物
語
」
に
も
そ
の
名
が
み
え
る

「か
ば
ね
尋
ぬ
る
宮
」
物
語
の
歌
で
、

「風
葉
集
」
に
二
首
存
す
る
。
こ
の
物
語
の
復
原
は
、
多
く
の
先
学
の
諸
氏
が
試
み
ら
れ
、
特
に
こ
の
歌

の
解
釈
に
つ
い
て
は
何
度
も
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
釈
教
部
の
配
列
を
鑑
み
、
こ
の
歌
を
解
釈
し
て

行
き
た
い
。
ま
ず
詞
書
だ
が
、

「人
目
を
憚

っ
て
通

っ
て
い
た
女
が
亡
く
な

っ
て

『
つ
み
ふ
か
き
さ
ま
』

に
み
え
た
の
で
、
出
家
し
女
の
た
め
に
廻
向
し
な
が
ら
菩
提
を
と
む
ら
う
こ
と
を
思
い
続
け
ま
し
て
」
く

ら
い
の
解
釈
か
。

「
つ
み
ふ
か
き
さ
ま
」
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
諸
先
生
方
が

「夢
に
」
を
補
い
、
夢

に
そ
の
女
が
現
わ
れ
て
ま
だ
成
仏
で
き
て
い
な
い
様
子
に
見
え
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

「風
葉
集
」
に
は
、
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夢
に
人

（生
き
て
い
る
人

・
亡
く
な

っ
た
人

ｏ
神

“
仏
）
が
現
れ
た
と
い
う
詞
書
が
三
十
二
あ
る
。
そ
の

う
ち
現
在
残

っ
て
い
る
物
語
の
歌
は
六
首
で

（現
存
物
語
で
も
散
逸
部
分
に
属
す
る
歌
は
除
く
）
、
ど
れ

も
実
に
丁
寧
に

「夢
に
」
或
は

「ま
ど
ろ
ま
せ
給

へ
る
に
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
脱
文
な
ら
と
も
か
く
、

鋼
胴

「
も

〓
¨
鋤

力ヽ 所
ゴ
副

ま
「り

は
け
わ
輛
邦
梢
棚

つ さ
れ
∝
“
梶
犯
幾
蹴
姑
¨
制
ｒ
秒
辞
麻
準
】
錦
』
デ
嘲

て ヵ、

は
小
木
喬
氏
が

「法
華
経
」
の

「提
婆
達
多
品
」
の

「女
人
成
仏
」
を
詠
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
勅
撰
集

（八
代
集
）
の

「女
人
成
仏
」
の
歌
を
調
べ
て
み
る
と
、
す
べ
て

「法
華
経
」

の
通
り

「海
」

「わ
た

つ
み
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
だ
け

「池
」
と
す
る
の
は
ど
う
も
合
点
が

い
か
な
い
。
ま
た
経
文
を
踏
ま
え
た
歌
は
、
前
述
し
た
様
に
第
二
歌
群
に
ま
と
ま

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ

の
歌
群
は
八
首
に

「蓮
」
、
そ
の
う
ち
六
首
に

「露
」
が
よ
み
込
ま
れ
た
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。

「

蓮
」
は
来
世
極
楽
を
表
し
、

「露
」
は
、
は
か
な
い
現
世
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

５‐５
の

「花
」
は
当
然

「蓮
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
故
に
こ
の
上
旬
は
現
世
、

つ
ま
り
今
の
状
態
で
あ
り
、
下
の
句
は
望
ん
で
い

る
来
世
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「浮
き
沈
む
池
の
み
く
ず
と
は
な

し
果
て
て
し
ま
わ
な
い
で
、
極
楽
に
ひ
ら
い
て
い
る
蓮
の
花
と
な

っ
て
ほ
し
い
も
の
よ
」
、
上
の
句
は
、

池
に
魯
身
配
だ
し
た
女
の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

５‐
は

「ぁ
ひ
ず
み
苦
し
き
」
の
歌
で
、
詞
書
に

「女
の
母
に
申
し

つ
か
は
じ
け
る
」
と
あ
る
の
で
、

５‐

は
そ
の
女
の
母
の
返
歌
で
あ
ろ
う
。
意
味
の
上
か
ら
も
呼
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「す
み
わ
た
り
け

る
女
」
と
あ
る
か
ら
、
永
年
連
れ
添

っ
た
正
妻
で
あ
ろ
う
。
そ
の
妻
が
亡
く
な

っ
た
後
、
暁
の
念
仏
の
廻

向
に
も
改
め
て
涙
が
も
よ
お
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
母
に
自
ら
の
心
情
を
書
き
婚

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
の

旬
に
来
世
で
の
妻
と
の
再
会
を
希
望
し
、
下
の
句
に
た
だ
今
の
住
み
か
で
あ
る

「露
の
宿
り
」
―
つ
ま
り
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は
か
な
い
現
世
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
式
部
卿
宮
北
の
方
は
、
上
の
句
で
我
子
の
極
楽
往
生

を
願
い
、
下
の
句
で
は
か
な
い
現
世
で
涙
に
く
れ
る
我
身
の
上
を
詠
じ
て
い
る
。

５‐８

は
ヽ
散
逸
物
語

「
い
せ
を
」
の
歌
で
あ
る
。
出
家
し
た
後
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
で

あ
ろ
う
。
配
列
か
ら
考
え
る
と
、
愛
す
る
人
の
死
に
会

っ
た
か
ら
か
と
推
察
さ
れ
る
が
詞
書
に
何
も
記
さ

れ
て
い
な
い
以
上
断
定
は
し
な
い
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

「露
ば
か
り
い
か
で
こ
の
世
に
心
と
ど
め
じ
」

と
強
い
調
子
だ
が
、
逆
に
俗
世
に
絶
ち
切
り
が
た
い
何
か
強
い
ほ
だ
し
が
あ
る
様
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
ま

ま
な
ら
ぬ
恋
か
失
恋
に
よ
る
出
家
か
も
し
れ
な
い
。
上
の
句
は
、
小
木
喬
氏
の
述
べ
ら
れ
て
い
る
様
に

「露
」
を
導
き
出
す
た
め
の
序
詞
で
あ
ろ
う
。

「露
」

「蓮
」
の
歌
語
に
ひ
か
れ
て
並
べ
ら
れ
、
来
世

ヘ

の
願
望
、
現
世
で
の
悲
痛
↓
現
世
へ
の
訣
別
と
い
う
順
序
の
配
列
が
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
の
Ｑ
歌
群

（
四
首
）
で
あ
る
が
、
便
宜
上
０
と
分
断
し
た
が
、
配
列
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
継
続
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
０
歌
群
は
、
釈
教
部
の
到
達
点
と
で
も
言
お
う
か
。
廻
向
の
結
果
成
仏
し
た

者
か
ら
の
歌

ｏ
中
有
に
迷
い
成
仏
を
願
う
者

へ
の
鎮
魂
歌

・
仏
道
修
行
の
結
果
仏
の
境
地
ま
で
達
し
た
者

の
歌

。
そ
し
て
永
遠
恒
久
こ
の
世
に
生
き
る
人
す
べ
て
に
対
し
来
世
の
救
い
を
願
い
続
け
る
こ
と
で
こ
の

部
を
し
め
く
く

っ
て
い
る
。

５‐９
を
は
じ
め

「法
華
経
」
の

「化
城
喩
品
」
を
念
願
に
お
い
て
い
る
た
め
、

三
首
に

「闇

ｏ
光
」
に
ま

つ
わ
る
歌
を
歌
中
に
収
め
て
い
る
。

さ
こ
ろ
も
の
み
か
と
あ
す
か
ゐ
う
せ
に
け
り
と
き
か
せ
給
て
の
ち
の
こ
と
な
と
と
ふ
ら
は
せ
給

て
う
ち
ま
と
ろ
ま
せ
給

へ
る
に
あ
り
し
な
か
ら
の
さ
ま
に
て
み
え
奉
り
け
る
う
た

‐９
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
に
ま
と
ふ
し
て
の
山
と
ふ
に
そ
か
ゝ
る
光
を
そ
み
る



わ
ら
は
に
て
心
と
ゝ
め
た
り
け
る
女
の
く
ら
く
て
お
そ
ろ
し
き
に
し
そ
く
さ
し
て
と
い
ふ
夢
に

み
て
な
く
な
り
に
け
る
に
や
と
て
光
明
真
言
よ
み
て
そ
の
印
結
ひ
て
思
ひ
や
る
と
て
よ
め
る

あ
ま
の
も
し
ほ
ひ
の
大
僧
正

５２０
な
か
空
に
た
ゝ
よ
ふ
や
み
は
深
く
と
も
光
を
か
は
せ
や
ま
の
は
の
月

．
　

あ

つ
ま
の
か
た
に
修
行
し
侍
け
る
に
頼
義
朝
臣
か
せ
め
け
ん
こ
ろ
も
か
は
の
た
ち
に
思
ふ
心
あ

り
て
そ
と
は
た
て
な
ん
と
し
て

５２‐
す
く
は
ん
と
思
ふ
ち
か
ひ
を
た
て
お
け
は
う
へ
も
仏
の
す
か
た
な
り
け
る

入
道
前
関
白
太
政
大
臣
さ
か
に
て
わ

つ
ら
ひ
侍
け
る
に
行
幸
あ
り
て
常
行
堂
の
み
あ
か
し
の
事

な
と
お
ほ
せ
く
た
さ
せ
給
う
て
よ
ま
せ
給
け
る

有
明
の
わ
か
れ
の
み
か
と
の
御
歌

５２２
す
ゑ
の
世
を
久
し
く
て
ら
せ
か
ゝ
け
お
く
け
ふ
の
み
ゆ
き
の
法
の
と
も
し
火

‘５‐
は

「狭
衣
物
語
」
の
飛
鳥
井
姫
君
の
遺
詠
で
あ
る
。
狭
衣
大
将
が
飛
鳥
井
姫
君
が
亡
く
な

っ
た
こ
と

を
お
聞
き
に
な
り
、
来
世
の
こ
と
な
ど
弔
い
な
さ
る
と
、
そ
の
夢
に
生
前
の
姿
で
姫
君
が
現
わ
れ
詠
じ
た

歌
で
あ
り
、
成
仏
で
き
な
か

っ
た
我
身
が
、
狭
衣
の
懇
ろ
な
法
会
に
よ
り
救
わ
れ
、
そ
の
御
礼
を
述
べ
た

の
で
あ
る
。

５２

は

「海
人
の
藻
塩
火
」
の
大
僧
正

（竜
吟
）
の
歌
で
あ
る
。

「童
に
て
心
と
ど
め
た
る
女
」
は
、

は畔紆が
つまず畔祈り
（身胸
一頃がい綱勒胆に融鮮嘲僻湖詢紅税“けれ勒蹴い期は敷わⅥ
「とい“

て
お
そ
ろ
し
き
に
紙
燭
さ
し
て
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
竜
吟
は
そ
れ
に
よ
り
女
の
死
を
知
り
、
迷

っ
て
い
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る
女
を
救
う
べ
く
光
明
真
言
法
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。

「な
か
空
」
は

「中
有
」
の
こ
と
で
、
人
が
死
ん

で
次
の
生
を
得
る
ま
で
の
四
十
九
日
間
の
体
の
こ
と
で
あ
る
。

５２

の

「う
べ
も
仏
の
姿
な
り
け
る
」
は
、

す
で
に
悟
り
の
境
地
ま
で
達
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
歌
に
は
詠
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
歌

の
主
人
公
大
僧
正
が
、
春

下
部
９９
で
は
吹
越

（今
の
山
形
県
月
山
）
ま
で
修
行
に
赴
い
て
い
る
こ
と
や
、

高
僧
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

「海
人
の
藻
塩
火
」
の
歌
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
狩
野
氏
旧
蔵
本
が
頼
朝
と
な

っ
て
お
り
、
頼
義
か
頼
朝
か
で
成
立
年
代
に
隔
り
が
で
て
く
る
が
、

作
り
物
語
に
史
実
が
直
接
描
か
れ
て
い
る
の
は
例
が
少
な
く
、
誰
か
モ
デ
ル
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

５２２
は

「有
明
け
の
別
れ
」
の
末
尾
近
く
、
嵯
峨
に
隠
凄
し
て
い
る
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
の
病
い
重
く

な
り
、
帝
の
行
幸
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
　

帝
は
阿
弥
陀
堂
の
堂
内
を
次
々
拝
み
な
さ
り
、
入
道
の
た
め

お
堂
の
お
灯
明
の
こ
と
な
ど
仰
せ
な
さ

っ
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
背
後
に
は
、
慈
円
の

「ね

が
は
く
ば
し
ば
し
や
み
ぢ
に
や
す
ら
ひ
て
か
ゝ
げ
や
せ
ま
し
法
の
灯
」

（
「新
古
今
集
」

・
釈
教

・
籠
）

や
喉
教
大
師
の

「あ
き
ら
け
く
後
の
仏
の
み
よ
ま
で
も
光

つ
た
へ
よ
法
の
灯
」

（
「新
拾
遣
集
」

・
釈
教

。
‐４５
）
等
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
迷
い
の
衆
生
を
来
世
に
て
救
わ
れ
る
よ
う
に
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

い
歌
と
し
て
、
神
祗

・
釈
教
部
を
締
め
く
く

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
語

以
上
、
釈
教
部
に

つ
い
て
種
々
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
ま
ず
仏
詠

・
夢
告
の
歌
、
そ
し
て
仏
詠
と
思

わ
せ
た
歌

（第

一
歌
群
い
③
）
が
冒
頭
に
位
置
し
、
神
祗
部
と
対
照
的
な
配
列
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
両
部
の
冒
頭
に
神
詠

ｏ
仏
詠
群
が
存
す
る
の
は
、
先
行
す
る
勅
撰
集
で
は

「新
古
今
集
」
だ
け
で
あ
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る
。

「風
葉
集
」
の
直
前
に
編
ま
れ
た

「続
古
今
集
」
に
は
、
神
祗
部
冒
頭
に
神
詠
の
歌
群
を
有
し
て
は

い
る
も
の
の
、
釈
教
部
に
仏
詠
歌
群
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
だ
が
、

「続
古
今
集
」
自
身

「新
古
今
集
」

を
め
ざ
し
た
と
い
う
も
の
の
、
撰
者
間
の
不
協
和
音
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
編
集
結
果
と
な

っ
て

表
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「風
葉
集
」
に
お
い
て
、
他
部
に
つ
い
て
配
列
等
考
究
し
た
上
で
な
い

と
明
確
に
は
言
い
切
れ
な
い
が
、

「新
古
今
集
」
―

「続
古
今
集
」

「風
葉
集
」
と
い
う

一
つ
の
流
れ
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
全
く
意
識
し
て
い
な
か

っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
特
に

「続
古
今
集
」
と
は
、
部
立
、
配
列
に
お
い
て
も
、
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
撰
者
等
問

題
も
含
み
、
こ
れ
か
ら
も

っ
と
研
究
さ
れ
て
良
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

「法
華
経
」
を
中
心
と
し
た
経
文
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
歌
群
は
、
日
常
性
を
反
映
し
当
時
の
物
語
歌
に

お
い
て
も

「法
華
経
」
全
盛
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
短
編
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、

「風
葉

集
」
成
立
に
近
い
頃
、
仏
教
結
縁

ｏ
縁
起
等
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
物
語
が
頻
出
し
た
こ
と
を
伺
わ
せ
よ
う
。

第
二
歌
群
０
間
の
来
世
で
の
成
仏
を
願
う
歌
の
配
列
は
、
極
楽
で
の
後
生
を
望
む
歌
が
次
第
に
深
刻
に
な

る
よ
う
に
並
べ
ら
れ
、
救
わ
れ
た
者
の
歌
を
含
め
、
衆
生
の
済
土
を
訴
え
た

「有
明
け
の
別
れ
」
の
歌
で

幕
を
閉
じ
た
、
誠
に
工
夫
さ
れ
た
配
列
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
釈
教
部
に

「源
氏
物
語
」

「う

つ
ほ
物
語
」
の
歌
が
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
だ

が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
両
物
語
に
入
集
す
べ
き
歌
が
存
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
有
名
な
藤
壺
の
法
華
八
講
を
は
じ
め

「源
氏
物
語
」
に
は
数
々
の
供
養

ｏ
仏
事
場
面
が
描
か
れ
て

い
る
。
経
文
を
詠
み
込
ん
だ
歌
、
来
世
を
願
う
歌
等
数
多
く
有
す
る
。
同
じ
こ
と
は
千
首
近
く
の
物
語
歌

を
持

つ

「う

つ
ほ
物
語
」
で
も
言
え
る
と
思
う
。
主
題
の

一
つ
で
あ
る
琴
の
秘
曲
伝
授
は
、
仏
教
信
仰
と

密
接
な
か
か
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
も
う

一
つ
の
主
題
あ
て
宮
求
婚
諄
に
は
、
出
家
し
た
仲
頼

ｏ
放
浪
す
る
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実
忠
の
姿
が
描
か
れ
、
釈
教
に
関
す
る
歌
も
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
や
は
り
意
図
的
に
両
物
語
の
歌
を
採
ら
な
か

っ
た
と
考
え
て
差
し

つ
か
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
前
述
し
た
様
に
、
釈
教
部
に
は

「無
名
草
子
」
以
前
と
思
わ
れ
る
物
語
の
歌
が
あ
ま
り
に
も
少
な

い
。
そ
の
九
割
程
が

「無
名
草
子
」
以
降
の
新
し
い
物
語
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も

「風
葉
集
」
に

一
～

三
首
し
か
採
ら
れ
て
い
な
い
短
編
を
九
物
語
有
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は

「風
葉
集
」
成
立
時
に
近
い
頃

書
き
上
げ
ら
れ
た
仏
教
色
濃
い
小
物
語
を
数
多
く
採
用
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
釈
教
部
で

一
番
古
い
と

考
え
ら
れ
る
物
語
は

「隠
れ
蓑
」
で

「源
氏
物
語
」
以
前
の
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

「か
ば
ね
尋
ぬ

協
錆
一
郵

有
「嚇

ほ
鐵
帰
け
「
粒
純
鍛
漣
硫
載
嗜
締
須
議

を
「は

一 衣
働
帰
歩

し
「櫛

秋
脚
囲
噸
燎

語
「赫

鋪
畦
躊
哺

う
こ
と
は
、
こ
の
部
の

一
つ
大
き
な
特
色
と
み
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
撰
者

が
作
為
的
に

「源
氏
物
語
」

「う

つ
ほ
物
語
」
の
歌
を

一
首
も
採
ら
ず
、
新
興
の
仏
教
色
濃
い
小
物
語
の

歌
を
数
多
く
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
象
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

神
祗

・
釈
教
部
ま
と
め

神
祗

・
釈
教
部
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
、　
一
、
こ
の
両
部
は
、
神
詠

・

仏
詠
歌
群
を
冒
頭
に
持
ち
、
対
照
的
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
歌
群
を
持

つ
先
行
す
る
勅
撰
集

の

「新
古
今
集
」
或
は

「続
古
今
集
」
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
勅
撰
集
と
何
ら
か
の
つ

な
が
り

（撰
者
等
）
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
、
釈
教
部
は
、
唯

一

「源
氏
物
語
」

「う

つ
ほ
物
語
」

の
歌
が
省
か
れ
て
お
り
、
か
わ
り
に

「風
葉
集
」
成
立
時
に
近
い
頃
書
き
上
げ
ら
れ
た
仏
教
色
濃
い
小
物
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語
を
多
く
起
用
し
て
い
る
。
三
、

「う

つ
ほ
物
語
」
の

「題
し
ら
ず
」
歌
な
ど
、

に
何
ら
か
の
疑
間
を
投
げ
か
け
る
歌
が
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
き
た
。

以
上
、
幾

つ
か
大
小
問
題
点
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
特
に

一
・
三
の
問
題
は

編
集
態
度
ｒ
成
立
＆
程

「風
葉
集
」
編
纂
Ｌ
程

に
か
か
わ
る
だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
他
部
を
調
査
研
究
し
続
け
た
上
で
、
結
論
を
出
し
た
い
と
思
う
。
聾

〈
注

一
〉
他

に

「
無
名
草

子
」

に
は
そ

の
名

を

見

い
出

せ

な

い
も

の
の
、

「
更
級

日
記

」

「
狭

衣
物

魔

に
記
さ

れ

て

い
る

「
か

ば

ね
尋
ね

る
宮

」
、

「
狭

衣

物

語

」

「
拾

遣

二
百
番
歌
合

」

に
採

ら

れ

て

い
る

「
袖

ぬ
ら
す

」
、

「
枕

草

子

」
に
名

の
見

え

る

「
う
も

れ
木

」
を

つ
け
加

え
た
。

（
△
印

を
付
す
）
但

し

、
　
三
ハ
条

斎

院

歌
合

」
に
そ

の
名

の
見

え

る

「
浦

風

に
ま
が

ふ
琴

の

音

」
は

「
風
葉

集

」

の

「
ま
よ

ふ
琴

の
ね

」
と
同

一
か

ど

う
か
不

明

で
あ
り
、
同
じ

く

「
を

か

の
山

た
づ

ぬ

る
民
部

卿

」
も

「
風
葉

集

」

の

「
を

ぐ

ら
山

た
づ

ぬ
る

」
と
同
じ
物

語
を

示

し
て
い
る
の
か
明
確
で
な
い
。
し
か
し
同

一
説
の
方
が
有
力
で
あ
り

（
　
）
を
討
し
て
書
き

加

え

た
。

〈
注

二
〉
狩

野
本

。
図
書
寮
本

・
竜

大
本

・
類

従
本

・
嘉
永

本

は

「
こ
ひ
わ
ふ

る

」。

〈
注

三
〉

現

存
本

の
方
が
草
稿
本

で
は
な

い
か

と

い
う
説
も

あ

る
。

〈
注

四
〉

「
万

の
仏

の
願

よ
り

も

、
千
手

の
誓

ひ
ぞ
頼

も
し

き
。

枯
れ

た
る
草
木

も
勿

ち

に
花

咲

き
実

生

る
と
説

い
た
ま
ふ

」

（
「
梁
塵

秘
抄

」

口
博

集

巻
第

十

）

〈
注
五
〉

八

代

集

で
は

「
千
載

集

」

の

「
た

の
も

し
き
ち
か

ひ
は
春

に
あ
ら
ね

ど

も

か
れ

に
し

え
だ
も

花

ぞ
さ
き
け

る
」

（
釈
教

導

。
前

大
納
言
時
忠

）

他

に

「
続
詞
花

集

」

（
釈
教
）

に

「
梅

172



の
木

の
か

れ

た
る
技

に
鳥

の
ゐ

て
花

さ
け
さ

け

と
鳴
く

ぞ
わ
り

な
き

」
等

が
あ

る
。

〈
注
六

〉

法
輪

寺

が
院

政
期
以
降

の
歌

会

に
よ
く

登
場

す

る

こ
と

は
、
松

野
陽

一
氏

に
よ
り

御

指
摘

い

た
だ

い
た
。

〈
注

七
〉

狩

野

イ
本

。
嘉

永
本

「
き

こ
え

」
丹
鶴
本

「
き

ゝ
わ
た
る

」

〈
注

八

〉

「
八
月

ば

か

り

月
あ
か
か
り

け

る
夜

阿
弥
陀

聖

人

の
と

ほ
り

け

る
を

よ
ば

せ
さ
せ

給

ひ
て
さ

と

な

る
女

房

の
も
と

へ
い
ひ

つ
か

は
し
け

る

　
あ

み
た
ぶ
と
と

な

ふ

る

こ
ゑ

に
ゆ

め

さ
め

て

に
し

へ
な
が

る

る
月
を

こ
そ

み

れ

」

（
金
葉

集

。
雑

下

帥

・
選

子
内
親

王
）

な
ど
。

〈
注
九

〉

「
二
月

十

五

日

の
よ
な
か
ば

か
り

に
伊

せ
大
輔

が
も
と

へ
つ
か

は
じ

け

る

　

い
か

な
れ
ば

こ

よ

ひ

の
月

の
さ
よ
な
か

に
て
ら
し

も

は
て
で

い
り

し
な
る
ら
ん

」

（

「
後
拾

遣

集

」

◆
釈
格

慶

範

法

師

）

な
ど
。

〈
注

十

〉

「
寄

月

念

極

楽

と

い

へ
る
心

を

よ

み
侍
り

け

る

　

い
る
月
を

み

る
と

や
人

は
お
も

ふ
ら
ん
心

を

か

け

て

に
し

に
む
か

へ
ば

」

（

「
千
載
集

」

。
釈
教
露

。
堀

川
入
道

左
大

臣
）

な
ど
。

〈
注

十

一
〉
樋

口
芳

麻

呂
氏
校
注

『
王
朝

物

語
秀
歌
選

上

』

（
一
九

八
七

年
十

一
月
岩
波

書

店
）
参

照
．

〈
注
十

二
〉

嘉

永
本

「
院

新
中
納
言

」
。

〈
注

十

三
〉

「
維

摩

経

十

喩
、

こ
の
身

は
水

の
あ
わ

の
ご

と
し
と

い

へ
る
心

を

よ

み
侍

け

る

　

一〓
」
に

き

え
か

し

こ
に
む
す

ぶ
水

の
あ
わ
う
き
よ

に
め

ぐ

る
身

こ
そ
有

け
れ

」

（

「
千

載
集

」
釈
教

ル
教
”

前
大
納
言
公
任
）

〈
注
十

四
〉

「
為
説
是
経
故
。
忍
此
諸
難
事
。
我
不
受
命
。
但
借
無
上
道
。

」
参
考
歌

「
諸
人

の
命
に

か
ふ
る
法
な
れ
は
ひ
ろ
む
る
か
ひ
の
な
か
ら
さ
ら
め
や
」

（
「
拾
玉
集
」
）

〈
注
十
五
〉

「
屏
風
絵

に
天
王
寺
西
門

に
法
師

の
ふ
ね

に
の
り
て
西
ざ
ま
に
こ
ぎ
は
な
れ

い
く
か
た
か
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〈
注
十
六
〉

〈
注
十
七
〉

〈
注

十
八
〉

き

た

る
と

こ
ろ
を

よ

め

る
　
あ
み
だ

ぶ

つ
と
と

な

ふ

る

こ
ゑ
を
か
ぢ

に

て
や
く

る
し
き

う

み
を

こ
ぎ

は
な
る
ら

ん

」

（
「
金
葉

集

」

。
雑

Ｌ
町

源
俊
頼
朝
臣
）

な

ど
．

「
め

ぐ

り
け
む

ほ
ど

か

な
し
き
お
く

れ

て

は
ひ
と
り

や
六

の
道

に
ま
ど

ひ
し

」

（
赤

染

衛

門

集
）

「
地

獄

絵

に

つ
る
ぎ

の
え
だ

に
人

の

つ
ら

ぬ
か

れ
た

る
を
見

て
よ
め

る
　

あ

さ
ま
し

や

つ

る
ぎ

の
え
だ

の
た

わ

む

ま

で

こ
は
な

に

の
身

の
な
れ

る
な

る
ら
ん

」

（

「
金

葉

集

」

。

雑
罵
岬
和
泉
式
部
）

「
つ
み

ふ
か
き
さ
ま

を

み

て

」
の
内

容

で
あ

る
が
、

女
が

何

ら
か

の
形

で
残

し

て

い

っ
た

形

見

の
品
を
見
た

と
考

え
ら
れ
な

い
だ

ろ

う
か

。

入
水

自

殺
を
計

る
女

主
人

公

が
形
見

の

品

を

残

し

て

い

っ
た

物

語

と
し

て
、

「
狭

衣
物

語

」

の
飛

鳥
井
姫
君

の
扇
、
散

逸
物

語

「
交

野

」
の
大
領

が

女

の
袴

の
腰
紐

（
各

々
女

の
辞
世

の
歌

が
書
き
残

さ
れ

て

い
る
）

が

存

す

る
。

こ
の

「
か

ば

ね
尋

ぬ
る
宮

」

の
物

語

に

つ
い
て
は
、
松
尾
聡

氏

『
平
安
時
代
物

語

の
研

究
』

（
昭
和

三
年
東
宝
書
房

）

小
木

喬

氏

『
散

逸
物
語

の
研
究

平
安

・
鎌
倉

時
代

編

」
　

（
昭
和
四

十

八

年
笠

間
書
院

）

以

外

に
、

三
谷
栄

一
氏

『
九

条

家

旧
本
蔵

本
　
狭

衣

物

語

の
研
究
　

』

（
昭
和

三
十

八
年

　
未

刊
国
文

資

料
）

、
三
谷
栄

一
氏

。
関
根
慶

子

氏

『
狭

衣
物
語
』

（
昭
和

四
十
年
）
　

岩

波
古

典

日
本
文

学
体
系
関

根

慶

子
氏

訳
注

『
更

級

日
記

二
下

』

（
昭

和

五
十

二
年
　
講

談

社
学

術
文

庫

、
樋

口
芳
麻
呂

氏

「
『
か

ば
ね
尋

ぬ

る
宮

』
物

語
考

」

（
昭
和
五
十

四
年

『
愛
知
教

育
大

学

研
究
報
告

』

第

二
十

八
輯
）

大

槻

修

氏

「
『
か
ば

ね

尋

ぬ
る
宮
』

の
物

語

　

」

（
昭
和
五

十
六
年

二
月

『
語
文

叢
誌
』
）

「

『
か

ば
ね
尋
ぬ

る
宮

』

の
物
語

　

」

（
昭
和

五
十
五

年
十

二
月

『
日
本

の

こ
と
ば
と
文
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芸
」
第

二
集

　
甲
南

女

子
大
学

国
文
学
会
）

の
参
考
文

献
が

あ

る
。

〈
注
十

九

〉

女
主
人
公

が

入
水
自

殺
を

計

る
物

語

は

「
源

氏
物

語

」

「
狭
衣
物

語

」
、
散
逸
物

語

と
し

て

「
朝
倉

」

「
交

野

」
な
ど

が

知

ら
れ
る
が

、

そ

の
う

ち

○

「
狭
衣

物

語

」

―
飛

鳥
井
姫

君

入
水
直
前

の
歌

「
早

き
せ

の
そ

こ
の
み
く
づ

に
な
り

に

き
と
あ

ふ
ぎ

の
風
も
吹
き

つ
た

へ
よ
」

○

「
朝
倉

」

―
朝
倉

の
姫
君

が

身

を
投

じ
た

こ
と
を
聞

き
、
関
白

が
打
出
近

く

で
詠

ん
だ

歌

「
恋

ひ
わ

ひ
ぬ
我
も

な
き

さ

に
身

を
す

て

ゝ
同
し

も
く

つ
と
成

や
し

な
ま
し

」

（
風

葉

・
恋

四
）

と

「
も
く

つ
」

「
み
く

つ
」
と

類

似

の
表
現

が

み
ら
れ

る
。

〈
注

二
十

〉

「
有

明
け

の
別
れ

」

の
成
立

年

代

は

「
無
名

草

子

」
成

立

に
比
較

的

近

い
頃
と
考

え

ら
れ

そ

の
意
味

で
は
特

に
古

い
物

語

と

は
言

え
な

い
で
あ

ろ
う
。

拙
稿

（
旧
姓
　
原

田
）

「

『
有
明

　

け

の
別
』

成
立

年
代

試

論
考

」

『
中

古
文

学

』

二
十

四
号

．

〇
勅

撰
集

の
引

用

は

『
新

編
　
国
歌

大
観
』

、

「
法
華
経

」

の
引

用

は

『
大
蔵

経

』

に
よ

る
。
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第
四
章
　
　
　
離
別
部
の
構
造

の 「脚
口

と
＾
章 部
は
い
”
¨

中 の の
¨
制
一
一
一
い
罐
］
一
詢
抑
［
〔
前
「
一
叫
帖
一
疇
¨
赫
峙

し
「

‐こ
榊
¨
』
［
中
け

酬

動
揺
悲
愁
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
と
人
と
が
離
別
す
る
場
合
、
そ
れ
が
親
と
子

・
兄

と
妹

・
主
人
と
従
者
、
そ
し
て
友
人
同
志

・
恋
人
同
志
と
そ
れ
ぞ
れ
情
感
が
異
な
り
、
か
つ
詠
わ
れ
る
性

質
も
異
る
。
採
歌
し
、
そ
の
上
多
種
多
様
の
様
相
を
持

つ
離
別
歌
の
配
列
を
、
何
等
か
秩
序
だ
て
よ
う
と

す
る
そ
の
創
意
工
夫
が
撰
者
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
撰
者
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
、
何
ら
か
の

「風
葉
集
的
な
も
の
」
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「風
葉
集
」
離
別
部
は

「第

一
章
…
部
立
構
成
」
で
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
詠
歌
数
に
お
い
て
、
勅
撰

集
の
時
代
的
流
れ
の
中
離
別
部
が
衰
退
す
る
と
い
う
傾
向
の
中
で
、
た
だ

一
つ
増
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、

「風
葉
集
」
の
離
別
部
の
構
成
と
特
質
を
考
え
て
行
き
た
い
。

一

ま
ず
最
初
に
、
詠
歌
内
容
か
ら
い
く
つ
か
の
歌
群
に
分
け
、
そ
の
構
成
を
探
っ
て
行
こ
う
と
思
う
。
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〔第

一
歌
群
〕

中
宮
の
を
さ
な
く
お
は
し
ま
し
け
る
く
し
き
こ
え
て
む
す
め
の
み
や
こ
に
の
ほ
り
侍
け
る
に
よ

め
る

源
氏
の
さ
き
の
は
り
ま
の
か
み

５２３
行
さ
き
を
は
る
か
に
い
の
る
別
路
に
た

へ
ぬ
は
老
の
涙
な
り
け
り

お
な
し
中
宮
六
条
院
に
わ
た
り
給
ひ
け
る
と
き
よ
め
る

あ
か
し
の
う

ヘ

５２４
末
と
ほ
き
二
葉
の
松
に
引
わ
か
れ
い
つ
か
こ
た
か
き
か
け
を
み
る
へ
き

を
さ
な
き
む
す
め
を
み
や
こ
に
お
き
て
あ

つ
ま

へ
く
た
り
侍
け
る
に
よ
め
る

よ
み
ひ
と
し
ら
す
　
の
し
ま

５２５
思
は
す
な
ま
た
二
葉
な
る
ひ
め
小
松
引
わ
か
れ
ゆ
く
な
け
き
せ
ん
と
は

よ
し
野
に
侍
け
る
こ
ろ
あ
ね
を
関
自
の
む
か

へ
侍
け
れ
は
ち

ゝ
み
こ
わ
か
れ
を
し
み
侍
け
る

つ

い
て
に

い
ま
と
り
か

へ
は
や
の
よ
し
の
ゝ
み
こ
の
中
君

５２
い
つ
か
た

へ
身
を
た
く

へ
ま
し
と
ゝ
ま
る
も
い
つ
る
も
と
も
に
を
し
き
別
を

５２

の
歌
は

「源
氏
物
語
」

「松

‘
風
つ
巻
　
に
存
す
る
歌
で
、
明
石
の
上
が
源
氏
の
も
と
へ
引
取
ら
れ

る
た
め
、
妻
尼
君
も

つ
い
て
行
く
こ
と
に
な
り
、
明
石
入
道
が
尼
君
達
と
の
別
離
の
場
面
で
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
す
ぐ
後
に
尼
君
、
明
石
の
上
の
答
歌
と
、
入
道
の
別
れ
の
言
葉
が
続
く
。

「源
氏
物
語
」
中
の

数
々
の
別
離
の
中
で
、
古
来
有
名
な
場
面
の

一
つ
で
あ
る
。
特
に
こ
の
歌
は
、
老
い
の
身
で
再
び
妻
や
子

０
０



に
会
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
深
い
悲
哀
感
を
漂
わ
せ
、
か

つ
別
れ
行
く
者
の
将
来
の
幸
福
を
願
う
意
を
含

み
、
離
別
部
冒
頭
に
位
置
す
る
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

５２４

～
５２６
も
同
様
親
子
の
別
離
の
歌
で
あ
る
が
、

５２４
は
ヽ
明
石
の
上
が
娘
の
将
来
の
た
め
に
三
歳
に
な
る

娘
を
手
放
す
時
の
歌
で
あ
り
、
そ
の

「
二
葉
の
松
」
を
受
け
て

５２５
は

「
二
葉
な
る
ひ
め
小
松
」
と
詠
ん
だ

歌
を
並
べ
て
い
る
。

５２５

の

「
の
じ
ま
」
は
散
逸
物
語
で
あ
り
、
詠
歌
事
情
は
詞
書
よ
り
察
す
る
し
か
術
が

な
い
が
、
そ
の
意
か
ら
考
う
る
に
、
お
そ
ら
く
男
に
つ
い
て
東
に
下
る
の
だ
が
、〈

『
一ン
か
の
事
情
で
幼
い

娘
を
残
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
哀
感
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
小
木
喬
氏
が
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
、
幼
い
娘
を
京
に
留
め
る
の
は
そ
の
男
と
の
間
の
子
供
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
別

れ
に
は
再
会
の
望
み
薄
い
、
深
い
悲
哀
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

５２６

「と
り
か

へ
ば
や
」
歌
は
、
吉
野
の

大
君
中
君
が
大
将
に
引
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
中
君
が
父
と
離
れ
る
心
境
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
こ
の
四
首
は
、
父
と
妻
子

ｏ
母
と
幼
い
娘

ｏ
娘
と
父
と
い
う
親
子
の
悲
別
に
際
す
る
関
連
で

一
群

と
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

〔第
二
歌
群
〕

す
ま
に
う

つ
ろ
ひ
給
は
ん
と
す
る
こ
ろ
き
や
う
た
い
に
よ
り
給
ひ
て
こ
よ
な
う
こ
そ
お
と
ろ
ヘ

に
け
れ
と
て

六
条
院
御
う
た

５２７
身
は
か
く
て
さ
す
ら
へ
ぬ
と
も
君
か
あ
た
り
さ
ら
ぬ
か
ゝ
み
の
影
は
は
な
れ
し

御
か

へ
し

む
ら
さ
き
の
う

ヘ



５２８
わ
か
れ
て
も
か
け
た
に
と
ま
る
物
な
ら
は
か
ゝ
み
を
み
て
も
な
く
さ
め
て
ま
し

そ
の
あ
か

つ
き
に
な
り
て

六
条
院
御
う
た

５２
い
け
る
世
の
わ
か
れ
を
し
ら
て
契

つ
ゝ
命
を
人
に
か
き
り
け
る
か
な

む
ら
さ
き
の
う

ヘ

５３０
を
し
か
ら
ぬ
い
の
ち
に
か

へ
て
め
の
ま

へ
の
別
を
し
は
し
と

ゝ
め
て
し
か
な

こ
の
四
首
は
、
源
氏
が
須
磨

へ
流
浪
す
る
に
際
し
、
紫
の
上
と
効
ド
た
歌
で
あ
る
。
官
位
を
剥
奪
さ
れ
、

い
つ
許
さ
れ
て
都
に
戻
れ
る
か
分
か
ら
ず
、
そ
れ
に
加
え
最
愛
の
人
と
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い
心
情
が
切
々

と
詠
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

「源
氏
物
語
」
中
の
別
離
場
面
で
秀
逸
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
特
に

５２７
５３０

の
歌
は

「物
謗
ル百
番
歌
合
」
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。

元
来
、
勅
撰
集
に
贈
答
歌
を
配
す
る
と
、
そ
の
部
分
だ
け
前
後
の
流
れ
と
分
断
さ
れ
、
独
立
性
が
強
ま

る
と
い
う
性
格
を
も

つ
。
こ
の
場
合
、

５２７
５２８

の
贈
答
歌
と
、

５２
５３
の
贈
答
歌
の
間
に
は
二
人
の
別
れ
が
た

い
心
情
に
筆
を
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
文
面
の
隔
た
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
み
合
わ
せ
て
あ
る
の

は
、
撰
者
が
源
氏
と
紫
の
上
の
別
離
を

一
つ
の
世
界
と
し
て
独
自
に
表
現
し
た
い
意
図
が
あ

っ
た
た
め
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

〔第
三
歌
群
〕

中
納
言
も
ろ
こ
し

へ
思
ひ
た
ち
侍
と
て
い
と
ま
き
こ
え
け
る
に
月
い
と
あ
か
ゝ
り
け
れ
は

は
ま
松
の
東
宮

ｎ
ｖ



５３
し
か
は
か
り
涙
に
く
れ
て
思
ひ
出
ん
に
し
に
か
た
ふ
く
月
を
見

つ
ゝ
も

御
か

へ
し

５３２
古
郷
の
み
か
さ
の
山
を
思
ひ
い
て
ゝ
我
も
い
か
ゝ
は
月
を
見
る
へ
き

参
議
の
う
ち
た
ゝ
遣
唐
の
そ

へ
つ
か
ひ
に
わ
た
り
侍
け
る
に
し
た
ひ
く
た
り
て
ま

つ
ら
の
宮
に

と
と
ま
り
て
よ
み
侍
け
る

ま

つ
ら
の
み
や
の
あ
す
か
の
み
こ

５３３
け
ふ
よ
り
や
月
日
の
い
る
を
し
た
ふ
へ
き
ま

つ
ら
の
み
や
に
わ
か
こ
ま

つ
と
て

同
し
た
ひ
か
の
宰
相
に
し
の
ひ
て
つ
か
は
じ
け
る

か
む
な
ひ
の
み
こ

３４
も
ろ
こ
し
の
ち

へ
の
な
み
ま
に
た
く

へ
や
る
心
も
共
に
立
か

へ
り
み
よ

も
ろ
こ
し
に
わ
た
る
と
て
道
よ
り
女
の
も
と
に
つ
か
は
じ
け
る

は
ま
松
の
中
納
言

５３５
身
に
そ
へ
る
面
影
の
み
そ
こ
き
は
な
れ
ゆ
く
波
ち
と
も
を
く
れ
さ
り
け
り

み
か
と
と
な
り
の
く
に
へ
い
て
た
ち
給
に
御
そ
て
う
し
た
て
ま

つ
る
と
て
た
も
と
に
む
す
ひ
つ

け
給
ひ
け
る

み
こ
と
か
し
こ
き
后

５３
月
ち
は
唐
錦
に
も
あ
ら
な
く
に
た
ゝ
ま
く
お
し
き
た
ひ
衣
哉

中
納
言
す
ゝ
し
の
ふ
き
あ
け
に
人
々
ま
か
り
て
か

へ
り
け
る
に
ぬ
さ
て
う
し
て
を
く
る
と
て
少

将
な
か
よ
り
に

う

つ
ほ
の
き
の
か
み
た
ね
ま

つ
の
女
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５３７
今
は
と
て
た

つ
と
し
み
れ
は
か
ら
衣
袖
の
う
ら
ま
て
塩
の
み
つ
哉

め
の
と
の
ち
く
こ
に
な
り
て
く
た
り
け
る
こ

な
る
と
の
中
務
卿
の
み
こ
の
女

５３
し
か
に
せ
ん
は
か
身
を
さ
ら
ぬ
涙
た
に
松
こ
そ
い
つ
れ
と
ま
り
や
は
す
る

つ
く
し
に
て
見
な
れ
け
る
女
に
の
ほ
る
と
て
よ
め
る

た
な
は
た
の
つ
た

へ
の
太
宰
大
弐

５３
カ
さ
ね
け
ん
こ
と
そ
く
や
し
き
か
ら
衣
袖
の
み
ぬ
る
ゝ
つ
ま
と
成
け
り

山
の
僧
正
の
母

か

へ
し

５４
カ
ら
衣
た
ち
は
な
れ
な
は
我
の
み
そ
う
ら
む
る
袖
も
く
ち
果
ぬ

へ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
´

こ
の
九
首
は
、
別
れ
の
歌
を
贈
る
相
手
は
各
々
異

っ
て
い
る
が
、
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い

不
安
を
詠
ん
だ
点
に
特
色
あ
る

一
群
で
あ
る
。

５３‐
か
ら

５３６
ま
で
の
歌
は
、
す
べ
て
唐
土

へ
旅
立

つ
者
と
残

る
者
の
離
別
歌
で
あ
る
。
当
時
の
航
海
技
術
で
は
無
事
唐
土

へ
到
着
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
再
び
日

本
の
土
を
踏
め
る
か
ど
う
か
、
そ
の
深
い
悲
愴
感
が
別
れ
行
く
者
と
見
送
る
者
と
の
間
に
漂

っ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

５３‐
５３２
は
ヽ

「浜
松
中
納
言
物
語
」
の
歌
だ
が
、
現
存
本
に
な
く
、
供
亡
首
巻
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。
主
人
公
中
納
言
が
、
唐
の
第
二
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
変

っ
て
い
る
と
い
う
夢
の
お
告
げ
に

組
］

、
（触
崚
鰤
韓
ヽ
ユ
婦
蔭
剤
議
員
社
わ
嘘
硼
薇
蹴
剛
叫
舷
、
ど
帥
酬
』
漬
い
“
師

ヘ ィ
渡ノヾ
御
燎
隅
』
“
Щ
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と
恋
人
が
贈

っ
た
も
の
で
、
特
に

５３
の
歌
は

「松
浦
宮
物
語
」
の
命
名
と
な

っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
５３
か

ら
５３６
ま
で
ヽ
唐

へ
旅
立

つ
別
離
の
歌
が
並
べ
て
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
単
に
集
め
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
配
列
を
み
る
と
、

５３‐
５３２
は
宮
中
で
の
歌
の
贈
答
、

５３３
は
太
宰
府
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

５３４
は
ヽ
物
語
展

開
上
は
蝉
の
前
に
詠
ま
れ
た
歌
だ
が
、
恋
慕
う
女
性
か
ら
の
歌
と
し
て
５３５
に
続
く
役
割
を
果
た
し
、

「な

み
ま
」

「波
ち
」
と
言
葉
の
連
続
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

５３５

は

「も
ろ
こ
し
に
わ
た
る
と
て
道
よ

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
旅
の
途
中
で
あ
り
、

５３
か
ら
順
々
に
詠
じ
ら
わ
）る
場
が
都
か
ら
九
州
へ
と
移
動
し
、

悲
愴
感
を
深
め
る
効
果
も
か
も
し
出
し
て
い
る
。

５３７

～
５４０
は
、
旅
立

つ
地
は
前
歌
と
は
共
通
性
は
な
い
が
、

５３６
の
勲
いか
ら
続
い
て

「唐
」

「衣
」
と
い

け鋳一ヽ
「及中

べの「一
一一轟
「一』一翻岬鋤
ぃ
「ら力ヽれにか
」ど脚
証
の「贈断一構「雌
ぃ磁
″″引
３‐‐こ力、「らヵ、

つ
語
で
共
通
性
を
も
た
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
５

〔第
四
歌
群
〕

す
ま
ひ
の
節
す
き
て
つ
く
し
に
か

へ
り
く
た
ら
む
と
て
す
け
の
中
将
の
も
と
に
ま
か
り
て
よ
め

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
ひ
の
修
理
の
す
け

５４‐
数
な
ら
ぬ
身
こ
そ
ゆ
く
と
も
し
た
か
は
ぬ
心
は
君
に
た
ち
も
は
な
れ
し

か

へ
し

右
中
将

５４
と
ゝ
む
る
も
心
は
み
え
ぬ
物
な
れ
は
猶
お
も
か
け
そ
こ
ひ
し
か
る
へ
き

あ
け
む
と
し
も
又
の
ほ
る
へ
き
よ
し
な
と
申
て

５４３
都
い
て
ゝ
ま
た
こ
ん
秋
の
空
ま
て
は
お
ほ
つ
か
な
く
そ
侍
わ
た
る
へ
き
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か

へ
し

５４４
中
々
に
都
の
月
を
み
そ
め
て
は
心

つ
く
し
に
わ
れ
そ
な
か
め
む

修
理
亮

こ
の

「す
ま
ひ
」
は
、
散
逸
物
語
で

「風
葉
集
」
に
十
首
入
歌
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
他
に
資
料
は

な
い
。

「風
葉
集
」
此
歌
の
歌
数
と
物
語
量
は
比
例
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
を
考
慮
に
入

れ
る
と
、
こ
の

「す
ま
ひ
」
は
短
編
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
歌
、
及
び
そ
の
詞
書
か
ら

判
断
す
る
と
、
修
理
亮
が
中
将
を
恋
慕
う
と
い
う
特
異
な
内
容
の
物
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。

５４‐
と

５４２
ヽ

５４３
と

５４４
の
各
贈
答
歌
間
に
は
、

５４３
の
詞
書
に

「あ
け
む
と
し
も
…
…
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
少
な
く
と
も

一
年
の
年
月
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
二
組
を
並
べ
た
こ
と
は
、

前
述
の
源
氏
と
紫
の
上
の
贈
答
歌
と
同
様
、
前
後
と
分
断
さ
れ
た

一
つ
の
独
自
の
世
界
を
表
現
し
た
か

っ

た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
つ
く
し

へ
下
る
」
と
い
う
点
で
は
、
前
歌
５４０
と
続
い
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
、
今
ま
で
の
九
首
の
離
別
場
面
の
単
調
な
流
れ
に
変
化
を
与
う
る
べ
く
、
こ
の
四
首
を
こ
こ
に

配
列
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三

〔第
五
歌
群
〕

石
山
に
こ
も
ら
む
と
て
出
侍
け
る
あ
か
つ
き
に
女
に

み
な
せ
河
の
左
中
将

５４５
今
こ
む
と
思
ふ
物
か
ら
心
を
は
と
め
て
そ
い
の
る
あ
か

つ
き
の
月
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か

へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
道

一
品
宮
中
納
言

４６
か

へ
り
こ
む
程
を
も
ま
た
す
き
え
は
て
は
此
あ
か
つ
き
や
限
な
る
へ
き

も
ろ
こ
し
よ
り
か

へ
り
わ
た
り
侍
け
る
に
か
の
く
に
の
人
と
も
お
く
り
に
ま
う
て
き
て
ふ
み

つ

く
り
な
と
し
け
る
つ
い
て
に
よ
め
る

は
ま

ゝ
つ
の
中
納
言

５４７
お
な
し
よ
の
し
は
じ
の
程
と
思
ふ
た
に
わ
か
れ
て
ふ
名
は
い
か
ゝ
悲
し
き

か

へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し
の
宰
相

４８
あ
ふ
こ
な
み
雲
の
き
は
め
を

へ
た
て
き
て
い
つ
と
も
あ
ら
し
君
を
こ
ふ
ら
く

あ
す
か
の
み
こ
を

つ
く
し
に
お
く
り
お
き
て
か

へ
り
の
ほ
る
と
て
よ
み
は

へ
り
け
る

ま

つ
ら
の
み
や
の
大
将
冬
明

４９
し
ら
さ
り
し
わ
か
れ
に
そ
へ
る
わ
か
れ
哉
こ
れ
も
や
よ
ゝ
の
契
な
る
ら
む

か

へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
す
か
の
み
こ

５０
い
か
な
り
し
よ
ゝ
の
別
の
む
く
い
に
て
い
の
ち
に
ま
さ
る
物
思
ふ
ら
ん

参
議
う
ち
た
ゝ
か
へ
り
わ
た
ら
ん
と
し
侍
け
る
に
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

ま

つ
ら
の
み
や
の
も
ろ
こ
し
の
后

５５‐
秋
か
せ
の
身
に
し
む
こ
ろ
を
か
き
り
に
て
又
あ
ふ
ま
し
き
世
の
わ
か
れ
哉

御
か

へ
し

５５
ゆ
く
舟
の
あ
と
な
き
か
た
の
秋
の
風
わ
か
れ
て
は
て
ぬ
道
じ
る
へ
せ
よ

つ
く
し
に
く
た
る
人
に
の
た
ま
は
せ
け
る

お
ち
く
ほ
の
中
宮
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５５
を
し
め
と
も
し
ひ
て
行
た
に
う
き
物
を
我
心
さ

へ
な
と
か
お
く
れ
ぬ

か

へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
納
言
た
ゝ
よ
り
の
四
君

５５
身
を
わ
け
て
君
に
し
そ
ふ
る
物
な
ら
は
ゆ
く
も
と
ま
る
も
思
は
さ
ら
ま
し

こ
れ
ら
十
首
を

一
つ
の
歌
群
と
見
る
理
由
は
、
各
々
贈
答
歌
と
な

っ
て
お
り
、
言
葉
で
連
続
さ
せ
な
が

ら
、　
一
つ
一
つ
小
さ
な
物
語
世
界
を
街
彿
と
さ
せ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

５４
は
、
散
逸
物
語

「み
な
せ
川
」
の
も
の
だ
が
、

「風
葉
集
」
に
存
す
る
他
の
歌
よ
り
こ
の
入
道

一
品

宮
中
納
言
は
、
入
道

一
品
宮
家
に
仕
え
る
女
房
と
考
え
ら
れ
る
。
前
歌

５４４
の

「月
を
み
そ
め
て
は
心

つ
く

し
に
わ
れ
そ
な
か
む
る
」
を
受
け
、
こ
の
歌
は

「心
を
と
め
て
そ
い
の
る
あ
か

つ
き
の
月
」
と
呼
応
し
、

月
に
託
す
る
思
い
が
、

「な
が
む
る
」
か
ら

「
い
の
る
」

へ
と
、
歌
に
詠
じ
ら
れ
た
悲
し
み
は
深
刻
に

な

っ
て
行
く
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

５４７
と

５４９
の
歌
は
、

「わ
か
れ
て
ふ
名
」

（
「わ
か
れ
て

ふ
る
」
と
い
う
伝
本
も
あ
る
）
と

「わ
か
れ
に
そ
へ
る
」

（但
し
、
続
々
群
書
類
従
本

「
に
」
が

「
て
」

に
、
狩
野
本
は

「
へ
」
が

「
ふ
」
と
な

っ
て
い
る
）
と
類
似
し
、
連
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ

る
、

５５０

の

「よ
ゝ
の
別
」
が

５５‐
の

「松
浦
宮
物
語
」
歌
の

「よ
の
わ
か
れ
」
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
返
歌

５５２
の

「ゆ
く
舟
」
と
い
う
語
が
、

５５４
の

「落
窪
物
語
」
の

「ゆ
く
も
と
ま
る
も
」
で
、

「ゆ

く
」
と
い
う
語
の
共
有
が
み
ら
れ
、
各
独
自
の
物
語
世
界
で
離
別
部
の
流
れ
が
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う

感
じ
は
受
け
な
い
。

四
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〔第
六
歌
群
〕

ふ
き
上
に
人
々
ま
う
て
き
て
ひ
こ
ろ
あ
そ
ひ
て
う

つ
き
の
朔
日
頃
に
か
へ
り
侍
け
れ
は
よ
め
る

中
納
言
す

ゝ
し

、
か
た
ら
は
ぬ
な

つ
た
に
も
く
る
け
ふ
し
も
や
契
し
人
の
わ
か
れ
ゆ
く
ら
む

斎
宮
せ
き
こ
え
給
ひ
ぬ
と
き
こ
じ
め
し
て
よ
ま
せ
給
ひ
け
銘
崖
四
ｖ

ひ
と
る
か
た
の
み
か
と
の
御
歌

５５６
別
て
ふ

つ
け
の
を
く
し
も
さ
し
て
し
を
ま
た
せ
き
こ
ゆ
と
聞
そ
悲
し
き

．　

み
や
つ
か

へ
に
出
た
ち
侍
け
る
に
あ
ね
の
ふ
る
さ
と
に
と
ゝ
ま
り
て
侍
り
け
れ
は

す
ゑ
は
の
露
の
中
納
言
典
侍

５５７
わ
す
る
な
よ
心
に
も
あ
ら
て
わ
か
れ
ぬ
る
此
夕
く
れ
そ
か
た
み
な
る
へ
き

母
御
息
所
の
す
み
侍
け
る
所
を
ほ
か

へ
う

つ
ろ
ひ
侍
と
て

し
の
ふ
く
さ
の
先
帝
姫
宮

５５
な
き
人
の
か
た
み
と
み
つ
る
宿
を
さ

へ
又
わ
か
れ
ぬ
る
け
ふ
そ
か
な
し
き

を
と
こ
の
心
か
は
れ
る
さ
ま
に
侍
け
れ
は
外
に
わ
か
る
と
て
か
の
を
と
こ
の
い
も
う
と
な
る
人

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
め
ち
に
ま
と
ふ
大
納
言
女

５５９
行
す
ゑ
に
た
ち
か

へ
る
へ
き
身
な
り
せ
は
わ
か
れ
も
か
く
は
思
は
さ
ら
ま
し

か

へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
自
の
む
す
め

５６０
ち
と
せ
ま
て
す
む

へ
き
も
の
を
君
か
為
別
と
い
ふ
名
は
か
け
す
も
あ
ら
な
ん

左
大
将
ま
の
ゝ
う
ら
に
こ
も
り
ゐ
て
侍
け
る
こ
ろ
ま
か
り
て
か

へ
る
と
て
よ
め
る

女
す
ゝ
み
の
中
宮
権
大
夫
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５６‐
君
を
お
き
て
か

へ
ら
ぬ
た
ひ
の
空
に
た
に
露
け
か
る
へ
き
袖
の
う

へ
哉

心
ほ
そ
く
お
ほ
え
け
る
こ
ろ
す
こ
し

へ
た
ゝ
り
ぬ
へ
き
人
にみ

な
せ
川
の
入
道

一
品
宮
中
納
言

６２
風
を
ま

つ
露
の
い
の
ち
は
え
そ
し
ら
ぬ
た
ゝ
か
り
初
の
わ
か
れ
な
り
と
も

た
ゝ
に
も
お
は
し
ま
さ
ゝ
り
け
る
に
ほ
と
ち
か
く
な
り
て
い
て
さ
せ
給
ふ
と
て

風
に
つ
れ
な
き
の
よ
し
の
ゝ
院
中
宮

５６
カ
リ
初
と
思
ふ
へ
き
か
は
わ
か
れ
な
は
さ
た
め
な
き
世
の
い
の
ち
ま

つ
ま
に

宇
治
に
す
み
侍
け
る
か
心
な
ら
す
み
や
こ
へ
い
つ
と
て

宇
治
の
河
な
み
の
式
部
卿
宮
北
方

５６
し
の
ち
を
そ
か
き
り
と
思
ひ
し
や
な
れ
と
さ
ら
て
別
る
ゝ
方
も
有
け
り

世
中
は
し
た
な
き
こ
と
ゝ
も
あ
り
て
女
二
宮
う
ち
に
参
り
給
ふ
に
き
こ
え
侍
け
る

み
な
せ
川
の
左
大
将

５６
な
に
せ
ん
と
さ
ら
ぬ
わ
か
れ
を
な
け
き
け
ん
か
ゝ
る
限
の
道
も
有
け
り

ち

ゝ
大
式
に
な
り
て
く
し
て
く
た
り
侍
け
る
女
を
え
と
ゝ
め
侍
ら
て
よ
め
る

つ
ゆ
の
や
と
り
の
権
大
納
言

５６６
行
末
の
さ
ら
ぬ
わ
か
れ
を
思
は
す
は
な
け
か
さ
ら
ま
し
こ
ゝ
ろ
つ
く
し
を

つ
れ
な
か
り
け
る
女
の
つ
く
し

へ
く
た
り
け
る
に
こ
か
ね
し
て
か
ま
と
山
の
か
た
を

つ
く
り
て

あ
た
り
を
こ
か
し
て
を
と
こ
の
う
ち
み
あ
け
た
る
を

つ
か
は
す
と
て

い
は
や
の
左
兵
衛
督

５６
カ
ま
と
山
も
ゆ
る
思
ひ
も
ひ
と
し
く
て
我
は
け
ふ
り
に
た
ち
お
く
れ
ぬ
る
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か
せ
の
た
よ
り
に
て
み
ち
の
く
に
へ
く
た
り
て
の
ほ
り
け
る
―^こ
い
ｔ
■
な
る
女
に

う
ら
み
し
ら
ぬ
の
所
の
衆

５６８
花
か

つ
み
か

つ
み
て
た
に
も
恋
し
き
に
あ
さ
か
の
ぬ
ま
を
い
か
て
ゆ
か
ま
し

こ
の
十
三
首
は
、
前
の
第
五
歌
群
と
は
異
り
、
贈
答
歌
は

一
組
だ
け
で
、
後
は
皆
贈
歌
か
答
歌
か
を
単

独
で
配
列
し
て
あ
る
。
こ
の
歌
群
は
、
男
女
の
関
係
が
疎
遠
に
な
り
嘆
く
歌
が
多
く
、
し
か
も
読
み
進
む

に
つ
れ
そ
の
別
れ
の
心
情
が
単
な
る
離
別
の
情
よ
り
さ
ら
に
深
刻
な
哀
傷
感
を
漂
わ
せ
る
よ
う
構
成
し
て

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５５５

「う
つ
ほ
物
語
」
は
、
前
歌
の

「ゆ
く
」
を
受
け
て

「く
る
」
と
い
う
語
が

使
わ
れ
、
連
続
さ
せ
て
い
る
。

５５６
の
歌
は
、
散
逸
物
語

「
ひ
と
り
ご
と
」
と
思
わ
れ
る
が
そ
の
詞
書
か
ら

察
す
る
と
、
斎
宮
御
別
れ
の
儀
式
で
、
帝
自
ら

つ
げ
の
櫛
を
斎
宮
に
さ
し
な
さ

っ
た
が
、
そ
の
斎
宮
が
逢

坂
の
関
を
越
え
ら
れ
も
う
逢
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
悲
し
み
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
お
そ
ら
く
帝
は
、

こ
の
斎
宮
と
な
ら
れ
た
女
性
を
秘
か
に
恋
慕

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

５５６
と

５５８
は

「か
た
み
」
と
い

う
語
で
続
き
、

５５
５６
の
贈
答
歌
は
、
心
変
り
し
た
男

へ
の
恨
言
を
切
々
と
そ
の
妹
に
訴
え
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

５６‐
か
ら
５６６
ま
で
は
ヽ
い
く

つ
か
の
歌
語
で
各
歌
が

つ
な
が

っ
て
い
る
。

５６‐
の
散
逸
物
語

「女
す

ゝ
み
」

歌

「露
け
か
る

へ
き
」
が

５６２
の

「露
の
い
の
ち
」
と
関
連
を
も
た
せ
、
そ
の

「
い
の
ち
」
が

５６３
の
歌
中
に

鮮「け「』げ贅叶ドｗ唆嘲わ嘲ａ、「」のヵヽ勁勧什般卦嚇『詢麒純ヽ
「み】列し肺稲〕「い、』

５６６
の

「さ
ら
ぬ
■

れ
」
と
配
列
さ
れ
て
い
る
。
悲
し
み
の
涙
を
表
わ
す
語

「露
」
か
ら

「
い
の
ち
」

へ

と
続
き
、
そ
し
て

「さ
ら
ぬ
別
れ
」
へ
と
続
い
て
い
く
。
こ
の

「さ
ら
ぬ
別
れ
」
は
、

「伊
勢
物
語
」
八
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十
四
段
の
業
平
と
母
宮
と
の
贈
答
歌
、

○
老
い
ぬ
れ
は
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
君
か
な

〇
世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代
も
と
い
の
る
人
の
子
の
た
め

こ
の
歌
を
響
か
せ
、

「避
け
ら
ぬ
別
れ

―
―
死
別
」
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「さ
ら
ぬ
別

れ
」
が
瑚
で

「け
ぶ
り
」
と
な
り
、
永
遠
の
別
れ

へ
と

つ
な
が
り
、

醐
５７０
の

「竹
取
物
語
」

へ
と
橋
渡
し

の
役
目
を
担

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、

５６８

の
歌
に
つ
い
て
は
異
文
が
多
い
た
め
物
語
名
自
体
は

っ
き
り
せ
ず
、
資
料
も
こ
の

「風
葉

集
」

一
首
の
み
で
ど
う
も
歌
の
意
味
が
と
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
位
置
し
て
い
る
以
上
、
何
か

「永

遠
の
別
れ
」
に
関
す
る
内
容
の
歌
で
あ
ろ
う
と
推
定
は
さ
れ
る
。

〔第
七
歌
群
〕

天
の
迎
あ
り
て
の
ほ
り
侍
け
る
に
み
か
と
に
ふ
し
の
く
す
り
た
て
ま

つ
る
と
て

た
け
と
り
の
か
く
や
ひ
め

５６９
今
は
と
て
あ
ま
の
は
衣
き
る
を
り
そ
君
を
哀
と
思
ひ
出
け
る

御
か

へ
し

５７０
あ
ふ
こ
と
の
涙
に
う
か
ふ
我
身
に
は
し
な
ぬ
く
す
り
も
な
に
ゝ
か
は
せ
む

と
て
ふ
し
の
く
す
り
も
こ
の
御
う
た
に
く
し
て
そ
ら
近
き
を
え
ら
ひ
て
ふ
し
の
山
に
て
や
か
せ

さ
せ
給

へ
り
け
る
と
な
む

こ
の
二
首
は

「竹
取
物
語
」
末
尾
の
有
名
な
歌
だ
が
、

「風
葉
集
」
で
は
贈
答
歌
の
形
式
と
し
て
並
べ
ら

ｎ
Ｖ



£

（
゛

れ
て
い
る
が
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
が
、

「御
か

へ
し
」
と
詞
書
に
記
す
の
み
で
あ
る
と
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
場
に
御
門
も
同
席
し
て
い
て
歌

の
贈
答
を
行
な

っ
た
よ
う
に
も
解
さ
れ
て

―

幸
い

『竹
取
物
語
』
は
現
存
す
る
の
で
そ
ん
な
心
配
は

゛

‘

‐レ

／
杞
憂
に
す
ぎ
な
い
が

―
―
詞
書
と
し
て
適
切
で
あ
る
の
か
問
題
が
残
ろ
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
、
物
語
本
文
で
は
贈
答
歌
と
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
。

５６９
歌
は
宮
仕
え
で
き
な

く
な

っ
た
事
情
―
そ
の
お
わ
び
を
述
べ
た
手
紙
に
、
壺
に
入

っ
た
不
死
の
薬
を
添
え
て
頭
中
将
に
託
し
た

際
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

５７０
歌
は
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
後
、
戦
わ
ず
し
て
戻

っ
た
中
将
は
、
帝

に
か
ぐ
や
姫
か
ら
の
手
紙
と
不
死
の
薬
を
奉
り
、
そ
の
折
か
ぐ
や
姫
と
の
再
会
が
未
来
永
劫
不
可
能
に

な

っ
た
こ
と
を
悟
り
、
絶
望
の
思
い
を
詠
ん
だ
帝
の
歌
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
に
は
届
か
な
い
答
歌
で
あ
ろ

う
。
こ
の

５６９
５７０
歌
は
、

５６９
歌
の

「け
ふ
り
」
を
受
け
て
、
か
ぐ
や
姫
よ
り
奉
ら
れ
た
不
死
の
薬
を
焼
か

せ
―
そ
の
煙
と
と
も
に
別
離
２
涙
の
尽
く
る
こ
と
は
な
い

―

と
続
き
、
離
別
部
巻
末
を
飾
る
歌
と
し
て

実
に
ふ
さ
わ
し
い
理
択
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
配
列
を
優
先
さ
せ
る
べ
く
、
詞
書
を
工
夫
し
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。結

語

以
上
の
如
く
、
七
種
の
歌
群
に
分
け
構
成
を
検
討
し
て
み
た
が
、
親
子
の
別
離
の
歌
を
冒
頭
に
据
え
、

次
に
古
来
人
々
に
愛
誦
さ
れ
て
い
る
源
氏
と
紫
の
上
の
別
れ
の
歌
を

一
つ
の
世
界
と
し
て
並
べ
、
幾

つ
か
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の
歌
語
で
関
連
付
け
な
が
ら
悲
愴
感
を
深
め
て
行
く
。
そ
れ
は
次
第
に
哀
傷
世
界
の
様
相
を
帯
び
、
最
後

は
月
の
世
界

へ
戻
る
か
ぐ
や
姫
と
別
離
を
悲
し
む
帝
と
の
贈
答
歌
の
形
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
離
別
部
を
詳
し
く
考
察
す
る
と
、
実
に
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
哀
傷
歌
的

世
界
へ
と
誘
う
そ
の
配
列
は
見
事
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

「風
葉
集
」
が
歌
数
の
点
だ
け
で
な

く
、
そ
の
構
成
上
も
離
別
部
に
力
を
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、　
一
つ
の
特
筆
す
べ
き
現
象
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
注

一
〉
松

田
武
夫

氏

　

「
第
六
章
　
離

別
部

の
構
造

」

「
古
今
和
集

の
構

造

に
関
す

る
研
究

』

昭
和

四
十

年

九

月
　
風
間
書

房
。

〈
注

二
〉
有

吉

保
氏

「
第

四
章
　
離
別
部

の
構
成

と
特

質

」

「
新
古
今
和

歌

集

の
研
究
」
　

昭
和

四
十

三
年

四
月

　

一二
省
堂

。

〈
注

三
〉
小
木

喬

氏

「
散

逸
物

語

の
研

究

平
安

・
鎌
倉
時

代

編
』
昭
和

四
十

八
年

二
月
　
笠

間
書
院

〈
注

四
〉
』

歌

の
物

語
表

記
は
、
京
大

本

ｏ
続

々
群

書
類

従
本

は

「
ひ
と

り

こ
と

」
と
な

っ
て
お
り
、

こ

の

「
ひ
と

る
か
た
」

で
は
、
意
味

が
通
じ
ず

、

「
ひ
と
り
ご

と

」

（
独

り
言

）

か
。

〈
注

五
〉

氣

の
歌

の
物

語
表
記

は
、
京

大

本

「
か

ゝ
み
も

し

ら

ぬ
」
、
神

宮
文

庫
本

「
か

ゝ
み
し
ら

ぬ

」
他

、

「
か

み
し
ら
ぬ
」

「
う
ら

み
し

ら

ぬ
」
と
多
岐

に
わ

た

っ
て
い
る
。

ど
ち

ら

に
し

て
も

、

「
風
葉
集
」

で
は
、

こ
の
歌

の
み
を

採

ら
れ

て
い
る
物

語
と
思

わ
れ

る
。

〈
注

六

〉

「
『
風
葉

和

歌

集
」

の
入
選
歌

‐
―

『
竹

取
物

語
』

『
落
窪
物

語
」

を
中

心

に

―
」

　
「
鈴

木

弘
道
教

授

退
任
記
念
　
国

語

国
文
学

論
集
』

昭
和
六
十
年

二
月
。

192



第
五
章

轟
旅
部
の
構
造

署
旅
歌
は
、
離
別
部
が
旅

へ
の
出
発
に
当
り
相
別
れ
る
瞬
間
の
悲
哀
を
詠
じ
る
の
に
対
し
、
も

っ
ぱ
ら

旅
中
の
感
情
を
詠
ん
だ
歌
を
指
す
と
言
わ
れ
る
。

「風
葉
集
」
覇
旅
部
に
お
い
て
、
各
物
語
内
に
立
ち
戻

り
、
そ
の
物
語
場
面
が

「覇
旅
」
と
い
う
範
疇
に
則
っ
て
い
る
か
ど
う
か
調
査
し
な
が
ら
、
そ
の
配
列
を

考
究
し
て
行
き
た
い
。

一

「風
葉
集
」
の
覇
旅
部
は
、
大
き
く
分
け
て
テ
ー
マ
別
に
二
つ
の
歌
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
前
半
は
京
か
ら
東
国
へ
下
る
旅
程
が
場
所

ｏ
時
間
を
追

っ
て
配
列
さ
れ
、
後
半
は
京
か
ら
唐
国

．へ新メ跡柵５８８とは″数「編げ韓孵
一前畔経神便一飢掛５７‐と力、しけ略遊雌局贅い諷郵つ（叫卜制制［州‐ナ５８７

論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

〔第

一
歌
群

（
５７‐
～

５８２
）
〕
　

　

　

　

〈
注
・
ｖ

あ
ふ
さ
か
を
こ
ゆ
る
と
て
よ
め
る

と
リ
ム
ヘ
げ
や
の
子
「
Ｔ
納
Ｌ
３



５７‐
あ
さ
ほ
ら
け
ゆ
ふ
つ
け
鳥
と
も
ろ
こ
ゑ
に
な
く
な
く
こ
ゆ
る
相
坂
の
関

石
山
に
ま
う
て
侍
け
る
に
あ
ふ
さ
か
を
す
く
と
て

風
に
つ
れ
な
き
の
兵
部
卿
の
み
こ

５７２
又
こ
え
む
と
人
に
も
か
た
れ
あ
ふ
坂
の
関
の
し
み
つ
に
袖
そ
ぬ
れ
じ
と

み
ち
の
く
に
ゝ
く
た
ら
ん
と
て
あ
は

つ
と
い
ふ
所
に
と
ゝ
ま
り
て
侍
け
る
に
水
う
み
の
お
も

て
に
月
の
い
み
し
う
あ
か
き
を
見
て
も
思
ひ
い
つ
る
こ
と
お
ほ
く
て

あ
さ
く
ら
の
皇
太
后
宮
大
納
言

５７
し
ら
し
か
し
お
き
よ
り
を
ち
に
か
け
は
な
れ
み
し
有
明
の
月
を
こ
ふ
と
は

は

ゝ
そ
ひ
て
い
せ
に
く
た
る
へ
き
に
て
侍
け
る
に
わ

つ
ら
ふ
こ
と
あ
り
て
と
ま
り
に
け
れ
は

あ
ふ
み
た
ち
給
日
つ
か
は
じ
け
る

ひ
と
り
か
と
の
斎
宮
の
女
御

５７
あ
ふ
み
て
ふ
名
を
た
の
め
と
も
ひ
と
り
け
ふ
た
つ
は
か
ひ
な
し
し
か
の
う
ら
浪

か

へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
按
察
大
納
言
女

５７５
も
ろ
と
も
に
た
ゝ
ま
し
物
を
よ
そ
に
の
み
聞
そ
か
な
し
き
し
か
の
う
ら
浪

い
せ
の
み
て
く
ら
の
使
に
て
く
た
り
侍
け
る
と
き
す

ゝ
か
山
に
て
よ
み
侍
け
る

よ
そ
の
思
ひ
の
関
白

５７６
ま
た
き
秋
の
し
く
れ
ふ
り
ぬ
る
す

ゝ
か
山
な
ら
は
ぬ
袖
に
色
そ
う

つ
ろ
ふ

あ

つ
ま

へ
ま
か
り
け
る
時
み
ち
に
て
よ
め
る

の
し
ま
の
三
位
中
将

５７７
物
毎
に
あ
は
れ
な
り
け
り
た
ひ
の
空
わ
き
て
い
つ
れ
と
人
に
か
た
ら
ん



よ
み
人
し
ら
す

５７
な
か
め
わ
ふ
る
旅
の
あ
は
れ
の
か
き
り
哉
月
か
け
か
す
む
明
ほ
の
ゝ
空

７９
う
ち
な
け
き
い
く
宵
々
の
草
ま
く
ら
末
こ
そ
露
は
ふ
か
く
な
り
け
れ

た
い
し
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
将
仲
忠

５８
た
ひ
人
の
ひ
も
ゆ
ふ
く
れ
の
秋
風
は
草
の
枕
の
露
も
ほ
さ
な
む

５８‐
色
そ
む
る
木
の
は
ゝ
ま
き
て
旅
人
の
袖
に
し
く
れ
の
ふ
る
そ
わ
ひ
し
き

の
し
ま
に
ま
か
り
て
月
ま
ち
い
て
た
る
折
し
も
し
か
の
な
き
け
る
に
思
ひ
い
つ
る
こ
と
侍
け

れ
は
よ
め
る

の
し
ま
の
三
位
中
将

５８２
お
も
か
け
を
浪
よ
り
い
つ
る
月
に
み
て
あ
か
ぬ
名
残
を

ゝ
し
か
鳴
也

こ
の
十
二
首
は
、
京

（逢
坂
の
関
）
か
ら
東
国

（野
島
）
へ
行
く
そ
の
旅
中
乱
程
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

５７‐
は
詞
書
に

「あ
ふ
さ
か
こ
ゆ
」
、
歌
中
に

「あ
ふ
さ
か
の
せ
き
」
と
あ
り
、
ま
ず
こ
の
配

列
の
出
発
地
は
、
．百
人

一
償
碑
丸
の
歌
に
も
詠
ま
れ
有
名
な
逢
坂

の
関
で
あ
る
。
東
北

ｏ
北
陸
等
諸
国

ヘ

の
往
還
の
通
路
と
し
て
重
要
な
関
で
あ
り
、
物
語
歌

・
和
歌
に
お
い
て
も

「逢
う
」
に
掛
け
て
古
来
か
ら

数
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
東
下
り
の
出
発
地
と
し
て
冒
頭
に
選
ば
れ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の

歌
は
、
散
逸
し
て
し
ま

っ
た

「古
と
り
か

へ
ば
や
」
の
も
の
で
あ
る
が
、

「物
語
三
百
番
歌
合
」
に
も
採

ら
れ
、
そ
の
詞
書
に

「よ
を
う
ら
み
て
あ
ふ
み
の
う
き
は
じ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
こ
も
り
て
な
む
と
て
　
右

大
臣
四
君
」
と
あ
る
。
詠
者
が
異
る
点
が
問
題
で
あ
る
が
、

「風
葉
集
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ

れ
て
ぃ
ど
℃

仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
右
大
臣
四
君
が
何
ら
か
の
事
情
で
世
間
か
ら
追
わ
れ
近
江
に
籠
ろ
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う
と
し
て
、
そ
の
道
中
逢
坂
の
関
を
越
え
た
時
詠
ん
だ
歌
と
な
る
。
こ
の
四
の
君
は
、

「無
名
草
子
」
に

「
四
の
君
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
あ
ら
ま
ほ
し
く
て
よ
き
人
に
て
侍
り
」
と
評
さ
れ
、
古
本
に
お
い
て
は
悲

運
に
も
て
あ
そ
ば
れ
た
、
不
幸
な
女
性
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

「風
葉
集
」
愛
誦
者
は
、
そ
の

物
語
場
面
に
ま
で
た
ち
戻
り
こ
の
覇
旅
部
冒
頭
を
味
わ

っ
た
で
あ
ろ
う

―

と
す
る
と
、
こ
の
東
下
り
の

出
発
は
悲
哀
漂
う
も
の
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

５７
は
、

「風
に
つ
れ
な
き
」
の
散
逸
部
分
に
属
し
て
い
た
と
さ
れ
、
こ
の
歌
の
周
囲
に
つ
い
て
の
詳
し

い
状
況
は
分
か
ら
な
い
。
詞
書
に

「あ
ふ
さ
か
を
過
ぐ
と
て
」
と
あ
り
、
前
歌
よ
り

一
歩
東

へ
踏
み
出
し

た
こ
と
に
な
る
。
歌
中
の

「あ
ふ
さ
か
の
関
の
清
水
」
は
、
実
際
そ
の
地
が
ど
こ
に
あ

っ
た
か
は
明
確
で

な
く
、

「無
名
抄
」
に
記
さ
れ
て
い
る
程
度
だ
が
、
歌
枕
と
し
て
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は

「そ
で

ぞ
ぬ
れ
し
」
を
導
き
出
す
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
、
歌
の
背
景
に
あ
る
の
は
哀
感
を
胸
に
秘
め
た
石
山

詣
で
あ
ろ
う
。
前
歌
と
響
き
合
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

訥

は
、
詞
書
よ
り
朝
倉
の
姫
君
が
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
地
は
、
粟
津
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
粟
津
は

地
と
し
て
は
近
江
国
に
入
る
。

「枕
草
子
」
に
も

「原
は
、
…
粟
津
原
」
と
書
か
れ
、
有
名
な
地
で
あ
る
。

「　
朝

か
に
」
は
散
逸
物
語
で
あ
る
が
、
歌
は
、

「物
語
二
百
番
歌
合
」
に
も
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

の
詞
書
や

「風
葉
集
」
の
他
部
入
集
の
歌
な
ど
か
ら
、
女
主
人
公
で
あ
る
朝
倉
の
姫
君
入
水
直
前
に
詠
ん

だ
歌
と
い
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
物
語
読
者
に
は
知
ら
れ
た
場
面
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

逢
坂
の
関
か
ら
粟
津
ま
で
の
空
間
的
移
動
の
み
な
ら
ず
、

５７‐
か
ら

５７３
に
か
け
て
悲
愴
感
が
深
く
な
る
様
配

列
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５７４
５７５
は
散
逸
物
語

「
ひ
と
り
ご
と
」
に
お
い
て
、
斎
宮
と
そ
の
母
の
贈
答
歌
で
あ
る
が
、
詞
書
に

「あ



ふ
み
た
ち
給
日
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
そ
の
詠
地
が
近
江
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
近
江
と
い
っ
て

も
広
い
が
、

「し
が
の
う
ら
な
み
」
が
歌
中
に
み
え
る
故
琵
琶
湖
畔
で
、
し
か
も

「伊
勢
に
く
だ
る
べ
き

に
て
」

（詞
書
）
か
ら
京
都
か
ら
伊
勢
路

・
美
濃
路
の
分
岐
地
草
津

（滋
賀
県
草
津
市
）
あ
た
り
か
と
推

測
さ
れ
る
。
物
語
終
末
に
は
女
御
と
な
り
栄
え
た
女
主
人
公
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
斎
宮
と
し
て
伊
勢
に
下

る
失
意
の
運
命
に
あ
り
、
し
か
も
頼
み
と
す
る
母
は
病
を
得
、　
一
人
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
お

そ
ら
く

「
ひ
と
り
ご
と
」
の
中
に
お
い
て
読
者
の
涙
を
誘
う
場
面
で
あ

っ
た
ろ
う
。

５７６
は

「よ
そ
の
お
も
ひ
」
の
歌
で
あ
る
が
、
夢
の
お
告
げ
、
御
託
宣
な
ど
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

た
物
語
ら
し
い
。

「風
葉
集
」
に
二
十

一
首
採
ら
れ
、
散
逸
物
語
と
し
て

「風
葉
集
」
三
位
の
位
置
を
占

め
る
。
関
白
が
春
宮
大
夫
の
頃
、
勅
使
と
し
て
伊
勢
神
宮

へ
参

っ
た
折
途
中
鈴
鹿
山
で
詠
じ
た
も
の
で
あ

る
。
昔
東
国

へ
通
う
道
は
、
京
都
か
ら
伊
勢
に
か
か
る
も
の
と
、
近
江

ｏ
美
濃

へ
か
か
る
道
と
二
つ
存
じ

た
。

「伊
勢
物
語
」
の
業
平
や

「海
道
記
」
の
作
者
は
、
伊
勢
路

へ
出
て
海
道
を
下

っ
た
。
そ
れ
に
対
し

阿
仏
尼
や

「東
関
記
行
」
の
作
者
は
近
江
路
を
通
り
東

へ
下

っ
て
い
る
。
こ
の
二
路
は
今
の
名
古
屋
あ
た

り
で
合
流
し
て
い
た
。
鈴
鹿
山
は
伊
勢
路
に
あ
り
、
こ
の
鈴
鹿
峠
を
越
え
木
曽
川
を
渡
る
と
尾
張
の
国

ヘ

入
る
の
で
あ
る
。
歌
の
内
容
は
さ
ほ
ど
深
刻
な
響
き
は
な
く
、
初
秋
の
景
を
詠
ん
だ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

旅
の
道
中
を
楽
し
む
と
い
う
雰
囲
気
で
、

５７‐

か
ら

５７５
ま
で
の
悲
愴
感
漂
う
歌
群
と
そ
の
背
景
に
は
大
き
な

ひ
ら
き
が
あ
ろ
う
。

．５７７
は
ヽ
詞
書
に

「あ
づ
ま

へ
ま
か
り
け
る
時
、
み
ち
に
て
よ
め
る
」
と
あ
り
、
ま
た
歌
中
に
も

「た
び

の
そ
ら
」
と
あ

っ
て
、
東
国

へ
下
る
途
旅
中
詠
じ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

５７８
５７９
の
歌
は
、
詞
書
な
く
詠
者
も

「よ
み
人
し
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

「風
葉
集
」
離
別
部
に

「を
さ
な
き
む
す
め
を
み
や
こ
に
お
き
て
あ
づ
ま

へ
く
だ
り
け
り
侍
け
る
に
よ
め
る
　
よ
み
人
し
ら
ず
の



¨
∝
耐
耐

の （
動
銅
罐
昨
曖
一
わ
銅
畑
囃
弛
拗
『

の 「如
懺
漱
軒
脚

へ 歌
い
紡
“
帽
拗
濡
場
緬
』
躙
利
れ
贅
補
っ
、

歌
集
の
常
例
と
も
鑑
み

５７７
と
同
じ
詞
書
を
略
し
た
も
の
と
し
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
に
、

「た
び
の
あ
は
れ
」

「
い
く
夜
く
の
く
さ
ま
く
ら
」
と
訳
み
込
ま
れ
、
都
か
ら
東
国
ま
で
の
長
い

道
中
、
空

ｏ
月

・
夜
等
自
然
と
対
す
る
こ
と
で
募
る
不
安
感

ｏ
寂
蓼
感
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

５８０５８‐は
「ぅ
っほ物語」の歌で、詞書
「題斜け叶浸強続っ“̈
』ゃはわ中５８２抑凱椰べ東錮配へ測錯

し
た
折
の
も
の
と
推
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
首

れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
中
に
は

５８０
「た
び
ゝ
と
の
」

「く
さ
ま
く
ら
」
５８‐

「た
び
人
の
」
と

旅
中
を
示
す
歌
語
を
含
ん
で
い
る
。

「く
さ
ま
く
ら
」

「露
」
は
前
歌

５７９
と
共
通
し
て
お
り
、

「た
び

ゝ

は
「
耐

「
‐ま

あ５８０
き５８‐
輝
崎
輝

「
の

腱
嚇
社
」
“
瀞
れ
出
猛
ゲ
薇
社
れ

と
「雌

げ
腱
副
け

行．
く５７８
景

「劉
肺
倒
″

べ．
く５７９
一位
「置

し
て
お
り
、
そ
の
配
列
に
は
尾
張
か
ら
東
海
道
を
下
る
距
離
と
時
間
的
推
移
が
噛
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５８２
は
詞
書
に
よ
り
野
島
に
到
着
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
野
島
は
武
蔵
国
金
沢
で
三
浦
半
島
の
東
岸
、
金

沢
文
庫
の
あ
る
地
の

一
部
野
島

（今
の
横
浜
市
金
沢
区
野
島
）
或
い
は
千
葉
県
安
房
都
白
浜
の
野
島
崎
の

ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
東
下
り
の
配
列
は

一
応
こ
の
野
島
が
終
点
の
地
と
な
る
。
そ
の
間

尾
張

・
三
河

・
遠
江

ｏ
相
模
等
の
地
が
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
平
安

・
鎌
倉
期
の
物
語
群
に
そ
れ
ら

の
地
を
含
む
内
容
の
も
の
が
少
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
の
じ
ま
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見

改
力、も
ｒ
Ⅷ

政‐こ
嘲
輛
ぃ
漣
拗
需
い

つ な
「

あ っ
つ た
れ
は
費
赫
れ
な
い
螺
卿
讀
側
神
、
げ
』
“

読 ヵ、
デ

ーこ 鎌
罐
雌
碑
嘲
部
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い
地
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
こ
こ
で
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

５８０
５８‐
の
詞
書

「題
■
ぉ
ど

の

「う
つ
ほ
物
語
」
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
二
首
を
物
語
本
文
へ
返
し
て
み
る
と
、

「風
葉
集
」
轟
旅
部
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
幾

つ
か
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
首
が
物
語
に
お
い
て
順
序
か
ら
す
る
と
そ
の
位
置

は
逆
に
な
る
と
い
う
こ
と
も

一
つ
だ
が
、
他
に
第

一
点
と
し
て
５８
の
歌
第
二
句

「た
び
人
」
は
、

「う
つ

ほ
物
語
」
諸
本
で
は

「捨
人
の
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
点
と
し
て
５８０
５８‐
の
二
首
と
も
物
語
場
面
に

た
ち
戻
る
と
、
旅
の
途
詠
じ
ら
れ
た
歌
と
は
考
え
難
い
こ
と
―
が
あ
る
。

５８０
は

「内
侍
の
か
み
」
の
巻
中

の
も
の
で
、
七
月
下
旬
に
催
さ
れ
た
相
撲
の
節
会
の
後
の
管
弦
に
際
し
、
仲
忠
は
藤
壺
に
隠
れ
た
折
、
あ

て
宮
を
前
に
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
あ
て
宮
と
の
贈
答
か
ら

「日
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
と

「紐
結
ふ
」
を
掛

け
、
独
り
寝
の
自
分
を
旅
人
に
、
そ
の
涙
を
露
に
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。

５８
は

「嵯
峨
の
院
」
の
巻
の

歌
で
九
月
廿
日
の
夜
仲
忠
は
仲
純
と
夜

一
夜
物
語
な
ど
し
て
夜
を
過
ご
し
た
折
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
第

二
句

「た
び
人
の
」
が
、
本
文
で
は
諸
本

一
致
し
て

「捨
人
の
」
と

〈
な
い
て
い
る
。
逆
に

「風
葉
集
」
は

諸
本

「た
ぴ
人
」
な
の
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
体
系

・
校
注
古
典
叢
書
各
々
の
頭
注
に
は

「旅
」
の
草

書
を

「捨
」
と
誤
写
し
た
と
も
見
え
る
と
し
て
い
る
が
ど
う
で
あ
る
か
。

「風
葉
集
」
の
撰
集
蝸
程
と
も

か
か
わ
り

一
概
に
何
と
も
言
え
な
い
が
、

「風
葉
集
」
珊
旅
部
の
こ
の
位
置
に

「捨
人
の
」
と
し
て
配
列

さ
せ
る
と
、
世
捨
人
的
雰
囲
気
を
強
く
漂
わ
せ
る
様
に
な
り
不
適
当
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
た
だ
前
後
の

歌
の
歌
語
の
連
続
等
か
ら
考
え
る
と

「た
び
人
の
」
の
方
が
響
き
合
う
感
じ
は
す
る
。
他
の
部
に
お
い
て

査
「回

繹
紳
什
牌
城
浸
働
稀
本
文
と
の
異
同
が
存
す
る
歌
で
、
配
列
等
鑑
み
こ
の
よ
う
な
箇
所
が
な
い
か
調

次
に
第
二
点
の
問
題
だ
が
、
こ
の
二
首
は
ぼ
侍
の
か

しみ

「
ぼ
峨
の

‥
院
ｂ
各
巻
に
お
い
て
旅
中
に
詠
じ
ら
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れ
た
歌
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
一
一首
と
も
東
海
道
上
の
道
中
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
私
見
を
加
え
る
な
ら
ば
、
轟
旅
部
配
列
と
し
て
逢
坂
の
関
か
ら
東

へ
下

っ
た
が
、
そ
の
旅

程
を
し
め
す
地
と
し
て
配
せ
る
物
語
歌
が
見
当
た
ら
な
い
、
そ
こ
で
苦
肉
の
作
と
し
て

「う

つ
ほ
物
語
」

の
こ
の
二
首
と
歌
材
の
み
を
重
視
し
て
選
び
出
し
、

「題
し
二
こ

と
し
て
並
べ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
季
節
の
推
移

・
歌
語
の
連
続
等
鑑
み
配
列
さ
れ
た
た
め
、

「う

つ
ほ
物
語
」
の
場
面
に
立
ち
戻
る

と
巻
の
順
序
が
逆
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
こ
の

５８０
ｍ
の
歌
は

「風
葉
集
」
の
採
歌
基

準

・
成
立
過
程
な
ど
種
々
の
問
題
を
投
げ
か
け
興
味
深
い
。

二

次
の
歌
群
は

５８３
か
ら

５８７
ま
で
の
五
首
で
、
主
と
し
て
望
郷
の
思
い
を
綴

っ
た
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

都
か
ら
東
海
道
を
下

っ
て
行

っ
た
前
の
十
二
首
と
、
配
列
か
ら
み
て

一
線
を
境
し
て
い
る
と
考
え
歌
群
を

分
断
し
た
が
、

５８８
か
ら
唐
国
行
き
の
旅
程
の
歌
群
と
対
比
す
る
と
東
下
り
と
し
て
第

一
歌
群
に
収
め
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〔第

一
歌
群

（
５８３
～

５８７
）
〕

笙
の
い
は
や
に
こ
も
り
て
よ
め
る

は
な
宰
相
の
み
こ
津
師

５８
と
ほ
さ
か
る
い
は
や
の
中
の
た
ひ
ね
に
は
こ
の
は
の
衣
こ
け
の
さ
む
し
ろ

旅
に
侍
け
る
夜
ふ
る
郷
の
女
の
夢
に
み
え
侍
け
れ
は
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ひ
ち
ぬ
い
し
ま
の
内
大
臣

５８４
古
郷
に
な
か
め
や
す
ら
ん
草
ま
く
ら
た
ひ
ね
の
夢
に
こ
ゆ
る
悌

ふ
き
あ
け
よ
り
か

へ
ら
ん
と
し
侍
け
る
に
み
や
こ
と
り
な
く
を
聞
てう

つ
ほ
の
右
少
将
仲
頼

５８５
名
に
し
お
は
ゝ
せ
き
も
こ
え
し
都
鳥
こ
ゑ
す
る
か
た
を
百
敷
に
し
て

兵
衛
佐
に
侍
け
る
と
き
さ

つ
ま
の
く
に
ゝ
う

つ
さ
れ
け
る
に
い
よ
の
み
な
と
ゝ
い
ふ
所
に
て

み
や
こ
鳥
を
み
て
よ
み
侍
け
る

あ
た
な
み
の
中
関
白

５８６
都
鳥
恋
し
き
か
た
の
名
に
あ
れ
と
わ
か
ふ
る
郷
の
こ
と

つ
て
も
な
し

こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
す
ふ
る
郷
を
は
な
れ
て
さ
す
ら

へ
け
る
に
初
雁
の
な
く
を
き
ゝ
て

ふ
せ
や
の
関
白
北
方

５８
雁
か
ね
よ
し
は
じ
と
ま
り
て
旅
の
空
こ
ひ
な
く
か
た
の
物
か
た
り
せ
よ

５８３

は
散
逸
物
語

「は
な
宰
相
」
の
も
の
で
あ
る
が
、

「風
葉
集
」
に
三
首
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
内

容
等
全
く
知
り
得
な
い
。
詞
書
や
歌
か
ら
、
旅
を
し
な
が
ら
修
行
し
て
い
る
律
師
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

５８４
は
ヽ
旅
中
故
郷
に
残
し
て
き
た
女
の
夢
を
見
詠
じ
た
歌
で
、
約
束
で
も
し
た
女
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ひ
ぢ
ぬ
い
し
ま
」
は
散
逸
し
て
お
り
、

「風
葉
集
」
に
十
四
首
採
ら
れ
て
い
る
も
の
の
内
大
臣
の
歌
は

こ
の

一
首
の
み
な
の
で
、
人
物

・
関
係

・
状
況
等
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
覇
旅
部
後
半
の
第
二
歌
群
末
尾

に
も

「も
ろ
こ
し
に
て
ふ
る
さ
と
の
女
を
夢
に
み
て
」

（
５９８
詞
書
）
と
あ
り
、
対
照
的
に
配
列
さ
れ
た
も
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の
と
言
え
よ
う
。

が
瑯
畑

の 「
５８６ぅ

¨
師
勘
辮
け
¨
制
讚
ど
江
¨
醐
祐
湘
晰
呻
蹴
ｎ
ａ
』
¨
豪
紡
協
ピ
嘲
岬
わ
州
董
「
椰
訓
皿
訂

え
ば
、

「古
今
集
」
の
在
原
業
平
の
有
名
な
歌
が
あ
り
、
古
来
か
ら
望
郷
の
思
い
を
か
り
た
て
る
舞
台
回

し
の
鳥
と
し
て
詠
み
継
が
れ
て
き
た
。
こ
こ
は
配
列
か
ら
鑑
み
、
東
国

へ
下

っ
た
も
の
の
故
郷

へ
の
尽
き

ぬ
思
い

・
哀
愁
を
表
わ
す
意
味
で
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

５８６
の
散
逸
物
語

「あ
だ
な
み
」
の
歌
は
、
詞
書
に

「
い
よ
の
み
な
と
」
と
い
う
地
名
が
み
え
る
。
伊
予

と
い
え
ば
四
国
、
今
の
愛
媛
県
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
前
後
の
配
列
か
ら
察
す
る
と
、
そ
の
地
名
を

く
み
取
る
よ
り
も
、
前
の

５８５
の
歌
と
同
じ
く
都
鳥
―
望
郷
の
歌
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
と
見
た
方
が
良
い

で
あ
ろ
う
。

５８７
は
散
逸
し
た

「
ふ
せ
屋
物
語
」
の
歌
で
、
こ
の
歌
が
珊
旅
部
前
半
の
第

一
歌
群
東
下
り
編
の
最
後
と

な
る
。

５８５
５８６
の
都
鳥
か
ら
雁
と
な
る
。
こ
こ
で
は
初
雁
の
声
が
故
郷

へ
と
思
い
を
呼
び
さ
ま
し
、
そ
の
思

い
を
詠
じ
さ
せ
て
い
る
。
望
郷
の
念
を
思
い
起
こ
す
歌
材
と
し
て
、
鳥
が
取
り
上
げ
ら
れ
並
べ
ら
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
詞
書
に

「心
に
も
あ
ら
ず
」
と
あ
り
旅
に
赴
い
た
理
由
は
、
人
に
陥
れ
ら
れ
た
と
い
う

様
な
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
歌
の
詠
じ
ら
れ
た
場
面
に
お
い
て
、
主
人
公
の
胸

中
複
雑
な
思
い
が
去
来
し
た
で
あ
ろ
う
。
覇
旅
部
前
半
の
東
下
り
は
、
失
意
の
念
を
漂
わ
せ
た
歌
で
し
め

く
く

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

５８３
か
ら

５８７
ま
で
の
小
歌
群
に
つ
い
て
、
松
野
陽

一
氏
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
賜

っ
た
の
で
補
わ
さ
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せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
小
歌
群
は
、
京
か
ら
東

へ
と
い
う
第

一
歌
群

・
京
か
ら
西

へ
と
い
う
第
二

歌
群
を

つ
な
ぐ
歌
群
と
し
て
、
京
を
中
心
と
し
た
畿
内
を
表
す
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
御
説
で
あ
る
。

詳
し
く
分
析
し
て
み
る
と
、

５８３
の

「は
な
宰
相
」
は
詞
書

「笙
の
い
は
や
」
と
あ
り
、
詠
地
と
し
て
は
、

奈
良
県
の
大
峰
山
系
文
殊
岳
に
存
す
る
岩
屋
で
あ
る
。

５８
は
散
逸
物
語
で
、
内
大
臣
が
ど
こ
へ
旅
し
た

の
か
、
そ
の
地
は
不
詳
で
あ
る
。
ま
た
物
語
の
題
名

「
ひ
ぢ
ぬ
い
し
ま
」
は
、
小
木
喬
氏
に
よ
り

「
ひ

ぢ
ぬ
石
間
」
で
は
な
い
か
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
詠
地
の
手
が
か
り
と
は
な
り
得
な
い
。

５８５

の

「う

つ
ほ

物
語
」
の
歌
は
、
物
語
本
文
に
よ
る
と
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
関
は
紀
伊
の
国
境
で
あ
る
。
そ
の
関

で
、
客
は
京

へ
守
は
紀
伊
の
館

へ
帰
ろ
う
と
す
る
丁
度
そ
の
時
、
都
鳥
が
遠
く
で
鳴
い
て
い
る
の
が
聞

「こに醜「漱褐』ぴ岬役歓５８６の剛凱囃腕働帰讀
「ぁ「朴Ｆ「け融呻群は一しヽゎ姉喝ゲな「と一跡鋤朴

る
。

「
い
な
」
が
ど
の
地
な
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
前
後
の
文
脈
か
ら

「あ
だ
な
み
」
の
詞
書
の

「
い

よ
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
伊
予
は
先
程
記
し
た
通
り
、
今
の
愛
媛
県
で
あ
る
。

５８７
は
中
世
物
語

「伏
屋
」
に
よ
る
と
、

い
た
は
じ
や
の
も
せ
ひ
め
は
せ
た
よ
り
ひ
が
し
を
さ
し
て
く
だ
り
給
ひ
し
が
な
ら
は
せ
給
は
ぬ
事

な
れ
ば
あ
ゆ
み
か
ね
給
ひ
十
町
ば
か
り
ゆ
き
て
と
あ
る
所
に
し
ば
ら
く
や
す
ら
ひ
給
ひ
け
Ｌ
“
六
〉

と
し
て
、
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
姫
君
は
鏡
山
を
通
過
し
て
お
り
、
こ
の
歌
の
詠
地
は
瀬
田
付

近
と
な
る
。

日
以
土
の
よ
う
に
考
察
し
て
行
く
と
、
五
首
中
三
首
は
畿
内
、　
一
首
は
愛
媛
、
残
り

一
首
は
詠
地
不
詳
と
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な
り
、
現
時
点
で
は
京
を
中
心
と
し
た
畿
内
と
は
断
じ
難
い
。
た
だ

「
ひ
ぢ
ぬ
い
し
ま
」
の
詠
地
が
畿

内
と
判
明
さ
れ
れ
ば
こ
の
御
説
は
有
力
と
な
る
の
で
、
こ
こ
に
御
紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

三

〔第
二
歌
群

（
５８８
～

６０‐
）
〕

す
み
の
え
に
侍
け
る
を
関
白
い
さ
な
は
れ
て
都
に
の
ほ
り
け
る
に
霧
の
た
え
ま
よ
り
松
の
木

す
ゑ
は
か
り
は
る
か
に
み
え
れ
は

す
み
よ
し
の
関
白
北
方

５８８
は
か
な
く
て
わ
か
す
み
な
れ
し
住
の
え
の
松
の
梢
の
か
く
れ
ぬ
る
哉

す
ま
よ
り
あ
か
し
に
う
つ
ろ
は
せ
給
て
み
や
こ
な
る
人
に
つ
か
は
さ
せ
給
ひ
け
る

六
条
院
御
う
た

５８９
は
る
か
に
も
思
ひ
や
る
哉
し
ら
さ
り
し
う
ら
よ
り
を
ち
に
う
ら
つ
た
ひ
し
て

え
か
た
か
り
け
る
女
の
ゆ
ゑ
に
す
ま
に
こ
も
り
ゐ
て
侍
け
る
こ
ろ
か
の
女
の
も
と
に
つ
か
は

し

け

る

は

つ
ね
の
入
道
太
政
大
臣

５９０
引
か
さ
ね
う
ら
み
し
袖
の
涙
に
も
い
と
か
く
は
か
り
し

つ
ま
さ
り
し
を

父
に
く
し
て
つ
く
し

へ
く
た
り
け
る
に
ふ
な
こ
と
も
の
あ
ら
　
し
き
こ
ゑ
に
て
う
ら
か
な
し

く
も
と
ほ
く
き
に
け
る
哉
と
う
た
ふ
を
聞
て
こ
ひ
し
き
人
も
あ
り
け
れ
は
よ
め
る

源
氏
の
さ
き
の
小
弐
女
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５９
ふ
な
人
も
た
れ
を
こ
ふ
と
か
お
ほ
し
ま
の
う
ら
悲
し
け
に
声
の
き
こ
ゆ
る

つ
く
し
よ
り
の
ほ
る
と
て

玉
か

つ
ら
の
内
侍
の
督

５９２
行
さ
き
も
み
え
ぬ
な
み
ち
に
舟
出
し
て
風
に
ま
か
す
る
身
こ
そ
う
き
た
れ

も
ろ
こ
し

へ
わ
た
り
け
る
道
に
て

松
浦
宮
参
議
氏
忠

５９３
天
の
原
お
き

つ
し
ほ
あ
ひ
に
う
か
ふ
あ
わ
を
と
も
な
ふ
舟
の
行

へ
し
ら
す
も

参
議
安
部
関
丸

５９
カ
す
か
な
る
み
か
さ
の
山
の
月
影
は
わ
か
舟
の
り
に
お
く
り
く
ら
し
も

よ
の
中
い
と
わ

つ
ら
は
し
き
こ
と
あ
り
て
か
う
ら
い
と
い
ふ
く
に
ゝ
は
な
ち
つ
か
は
さ
れ
け

る
み
ち
に
て
よ
め
る

ゆ
め
か
た
り
の
宰
相
中
将

５９
な
み
枕
し
ら
ぬ
た
ひ
ね
の
か
な
し
き
に
い
く
世
を
限
る
道
の
空
そ
も

つ
く
し

へ
か

へ
り
く
た
り
け
る
道
に
て
海
の
わ
た
り
を
お
り
て
み
る
か
ひ
な
と
を
て
ま
さ
く

り
に
し
て
右
中
将
の
な

つ
か
し
う
か
た
ら
ひ
し
を
思
ひ
出
て

す
ま
ひ
の
修
理
亮

５９６
あ
さ
り
す
る
あ
ら
い
そ
よ
り
も
都
に
て
み
る
か
ひ
あ
り
し
君
そ
恋
し
き

舟
よ
り
お
り
た
る
に
な
み
２
局
く
う
ち
か
く
れ
は
よ
め
る

５９
こ
し
か
た
も
又
ゆ
く
さ
き
も
は
る
か
な
る
浪
の
な
か
に
も
ま
し
り
ぬ
る
哉
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も
ろ
こ
し
に
て
ふ
る
さ
と
の
女
を
夢
に
み
て

は
ま
松
の
中
納
言

５９
日
の
本
の
み
つ
の
は
ま
ゝ
つ
今
夜
こ
そ
夢
に
み
え

つ
れ
我
を
恋
ふ
ら
し

秋
の
夕
を
な
が
め
て

５９
お
く
露
も
霧
た

つ
う
ら
も
し
か
の
ね
も
雲
ゐ
の
空
も
か
は
り
や
は
す
る

お
な
し
く
に
ゝ
て
月
を
み
て
よ
め
る

ま

つ
ら
の
み
や
の
参
議
氏
忠

００
み
る
こ
と
に
を
は
捨
山
の
か
す
そ
ひ
て
し
ら
ぬ
さ
か
ひ
の
月
そ
悲
し
き

雨
の
ふ
る
日

（
こ
の
詞
書
京
大
本
な
し
）

６０
し
ら
さ
り
し
思
ひ
を
た
ひ
の
身
に
そ
へ
て
い
と

ゝ
露
け
き
よ
る
の
雨
哉

後
半
部
の
十
四
首
は
、
京
か
ら
唐
国

へ
旅
立

つ
そ
の
道
程
を
示
し
て
い
る
。
順
を
追

っ
て
考
察
を
進
め

た
ぃ
。
ま
ず

５８８
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は

「住
吉
物
語
」
で
も

一
部
の
諸
本
に
し
か
見
当
た
ら
ず
、
伝
本
関

係
か
ら
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
物
語
末
尾
近
く
、
姫
君
が
関
白
に
い
ざ
な
わ
れ
て
舟
に
乗
り
京

へ
出

発
す
る
場
面
で
あ
る
。
詠
地
は
住
之
江
で
、
現
在
の
大
阪
市
住
之
江
区
あ
た
り
で
あ
る
。
住
之
江
と
言
え

ば
海
上
の
守
護
神
で
後
に
和
歌
の
神
と
な

っ
た
住
吉
の
神
の
地
で
有
名
な
所
で
あ
る
。
以
後
海
路
の
配
列

が
な
さ
れ
て
い
る
点
を
鑑
み
る
と
、
ふ
さ
わ
し
い
出
発
地
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
で
は

こ
の
す
ぐ
後
舟
は
淀
に
着
い
て
い
る
。
唐
国
行
き
の
配
列
か
ら
み
る
と
、
厳
密
に
言
え
ば
、
船
先
の
方
向

は
逆
で
あ
る
。

５８９
は
ヽ
光
源
氏
が
須
磨

・
明
石
に
流
浪
し
て
い
た
折
都
に
い
る
紫
の
上
に
遣
わ
し
た
歌
で
あ
る
。
詞
書
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に
記
さ
れ
て
い
る
様
に
須
磨
か
ら
さ
ら
に
遠
く
明
石
の
浦
に
移

っ
た
時
の
心
寂
し
さ
を
詠

っ
た
も
の
だ
が
、

配
列
は
住
之
江
―
須
磨

―
明
石
と
順
に
西

へ
向

っ
て
い
る
。

５９
は
、
散
逸
物
語

「は

つ
ね
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は

「風
葉
集
」
に
十
五
首
入
集
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
中
編
程
度
と
言
え
る
。

５９０
の
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
物
語
場
面
は
光
源
氏
の
須
磨

ｏ
明
石

へ
の
隠

遁
と
同
様
の
背
景
か
と
思
わ
れ
る
。
主
人
公
で
あ
る
入
道
太
政
大
臣
が
若
か
り
し
頃
、
何
ら
か
の
事
情
で

須
磨
に
こ
も
り
そ
の
原
因
と
な
っ
た
女
に
遣
わ
し
た
も
の
で
、
詠
地
と
し
て
は
須
磨
で
あ
ろ
う
。
た
だ
間

題
は
都
か
ら
西

へ
下
る
配
列
か
ら
す
る
と
、
こ
の
歌
は
前
の
５８
の
歌
の
前
に
位
置
せ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。
歌
語
を
み
て
も
特
別
意
味
あ
る
も
の
も
見
出
せ
ず
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
配
さ
れ
て
い
る
の
か
不

審
で
あ
る
。

５９‐
は
、

「源
氏
物
語
」
の
歌
で
、
夕
顔
の
姫
君

（後
の
玉
重
）
の
乳
母
の
娘
が
父
の
赴
任
に
と
も
な
い

九
州

へ
下
る
際
そ
の
舟
上
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
物
語
内
に
戻
し
て
み
る
と
、
直
後

「金

の
岬
を
過
ぎ

て
、
…
」
と
あ
り
、
ま
た
歌
中
の

「お
ほ
し
ま
」
は
筑
前
の
大
島

（福
島
県
宗
像
郡
大
島
）
と
さ
れ
、
筑

前
の
少
し
手
前
ぐ
ら
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
詞
書
に

「
つ
く
し

へ
く
だ
り
け
る
に
」
と
あ
り
、
大
雑

把
に
部
か
ら
筑
前
ま
で
の
海
路
上
と
判
断
す
る
程
度
で
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５８
５９
５９
と
こ
の
三

首
に
は

「う
ら
」
の
語
が
歌
中
共
通
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
言
葉
が
連
続
し
て
い
る
。

５９
は
玉
菫
の
詠
じ
た
歌
で
、
大
夫
の
監
の
手
か
ら
脱
出
す
べ
く
筑
紫
か
ら
船
出
し
た
折
の
も
の
で
あ
る
。

船
旅
の
心
細
さ
に
加
え
我
身
の
は
か
な
さ
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
物
語
本
文
に
戻
る
と
こ
の
地
は
厳
密
に

は
北
九
州
の
松
浦
か
ら
兵
庫
県
の
ひ
び
き
灘
の
途
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
詞
書
に

「
つ
く
し
よ
り
の
ぼ
る
」

と
５９３ぁ

幅
麟

「
‐こ
ド
制
蟻
謝
「
¨

歌
「雌

崎
勤
鵡
計
は

「
同

輔
獅
（
町

へ る
制
制

リ カヽ
』
村
晶
「
型
れ
魏

様 っ
願
ぃ
協
ず

に
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日
本
か
ら
唐
に
向
け
て
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
首
以
降
の
配
列
は
、
中
国
大
陸

へ
の
海
路
を
示

し
て
い
る
。
物
語
本
文
で
は
北
九
州
の
松
浦
宮
を
出
発
し
そ
の
海
上
で
の
歌
と
な

っ
て
お
り
、
七
日
後
に

明
洲
に
到
着
し
て
い
る
。

５９５
の

「ゆ
め
が
た
り
」
は

「風
葉
集
」
に
五
首
残
さ
れ
て
い
る
散
逸
物
語
だ
が
、
ど
う
も
そ
の
内
容
は

明
確
に
知
り
得
な
い
。
詞
書
に

「は
な
ち

つ
か
は
さ
れ
け
る
道
に
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
何
か
無
実
の
罪

に
よ

っ
て
高
麗

へ
流
さ
れ
た
ら
し
く
、
そ
の
船
上
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
高
麗
が
こ
の
物
語
に
お

い
て
具
体
的
に
ど
の
地
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
や
は
り
出
発
の
地
は

松
浦
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
松
浦
は
、
古
く
か
ら
大
陸

へ
渡
る
船
の
最
後
の
寄
港
地
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
こ

の
地
か
ら
大
陸
及
び
朝
鮮
半
島
を
め
ざ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
奈
良

。
平
安
時
代
大
陸

へ
行
く
路
と
し
て
は
、
難
波
津
を
出
帆
し
瀬
戸
内
海
の
諸
港

・
津
に
泊
り
を
重
ね
な
が
ら
、
北
九
州
の
港

に
着
き
使
人

一
行
は
太
宰
府
に
寄
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
西
航
し
松
浦
や
五
島
列
島
の
浦
々
に
泊
ま
る
。
こ

れ
ら
の
地
が
日
本
最
後
の
宿
泊
地
と
な
り
、
船
は
東
支
那
海
に
渡
り
揚
子
江
を
め
ざ
す
。
そ
の
上
陸
地
点

は
浙
江
省
の
明
洲
あ
た
り
で
あ

っ
た
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
長
安
に
至

っ
た
ら
し
い
。

の
円

序５９７
Ｍ
勁
櫛
勘
嬬

る
「討

５９２ま
¨
館
¨
鰍
配
椰
゛
鋼
罐

の 「
“
釈
札

う へ
鴇
鋤
粁
鋤
け
姑
哺
叶
崚
肪
詢
離
卸
締
」

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

５９６
の
詞
書

「海
の
わ
た
り
を
お
り
て
」
９７
詞
書

「
ふ
ね
よ
り

お
り
た
る
に
」
よ
り
目
的

の
地
に
下
船
し
た
瞬
間
の
歌
と
し
て
配
列
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５９８
５９９
は

「浜
松
中
納
言
物
語
」
の
歌
で
、
入
唐
し
た
後
日
本
を
懐
し
み
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。

５９９
は
ヽ
第

一
歌
群
末
尾
近
く
に
や
は
り

「ふ
る
さ
と
の
女
の
夢
に
み
え
侍
け
れ
ば
」

（
５８４
詞
書
）
と
あ
り
、
夢
に
気

が
か
り
に
な
る
女
性
が
顕
わ
れ
望
郷
の
思
い
を

つ
の
ら
せ
る
と
い
う
歌
が
、
配
列
に
則

っ
て
対
照
的
に
置
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か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
首
と
も
物
語
本
文
に
戻
る
と
歌
中
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
配
列
上

問
題
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

６００
６０‐
は
詞
書
に

「同
じ
く
に
ゝ
て
」
と
あ
る
様
唐
に
到
着
し
た
後
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。

５９９
の
歌
よ
り
故

郷
を
思
い
起
こ
す
媒
介
と
し
て

「秋
の
夕
」

「月
」

「雨
」
と
自
然
が
用
い
ら
れ
、
題
詠
的
な
並
べ
方
の

感
も
す
る
。
第

一
歌
群
末
尾
が

「都
鳥
」

「雁
」
と
な

っ
て
い
る
点
、
好
対
照
と
言
え
よ
う
。

「松
浦
宮

物
語
」
本
文
に
戻
る
と

６００
と

６０‐
は
順
序
が
逆
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
６０‐
の
歌
を
最
後
に
配
列
さ

せ
た
の
は
、

「雨
」
＝

「涙
」
で
轟
旅
部
の
幕
を
引
き
た
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
以
上
第
二
歌
群
は
、
第

一
歌
群
に
比
べ
て
順
序
に
数
首
の
例
外
が
あ
り
、
ま
た
唐

へ
の
往
路
復
路

が
順
々
に
押
さ
え
ら
れ
る
様
配
列
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

以
上
、
珊
旅
部
の
配
列
を
論
究
し
て
み
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
悲
愴
感
漂
う
歌
が
多
い
の
は
、
平

安

・
鎌
倉
時
代
物
語
群
が
貴
種
流
離
諄
を
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
の

一
つ
と
し
て
受
け
継
い
で
い
る
た
め
で

あ
ろ
う
。
男
主
人
公

・
女
主
人
公
達
が
、
運
命
の
悪
戯
か
ら
住
む
場
所
を
追
わ
れ
、
失
意
の
旅
に
出
る
と

い
う
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
東
下
り
を
先
に
位
置
さ
せ
て
い
る
の
は
、

「風

葉
集
」
編
纂
当
時
政
治
の
実
際
の
中
心
が
鎌
倉
に
移
行
し

つ
つ
あ

っ
た
時
代
で
あ
る
。
東
国
を
取
Ｉ
扱

っ

た
物
語
が
少
か

っ
た
と
し
て
も

「風
葉
集
」
愛
好
者
達
の
興
味
を
引
く
べ
く
、
撰
者
が
工
夫
を
凝
ら
し
た

も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
東
下
り
と
唐
国
行
き
、
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
覇
旅
部
配
列
の
柱
と
し
、

前
者
は
陸
路
後
者
は
海
路
と
対
照
さ
せ
、
各
々
末
尾
に
は
望
郷
の
思
い
を
詠
じ
た
歌
を
詠
じ
た
歌
を
配
し

て
い
る
。
こ
の
様
な
配
列
は
、

「千
載
集
」
軒
旅
部
冒
頭
の
数
首
に
そ
の
形
が
み
ら
れ
る
程
度
で

「風
葉

集
」
以
前
の
勅
撰
集
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
独
自
性
は
評
価
さ
れ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
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潮
同
浸
岬
れ
嚇
識
資
ｒ
嘲
溝
り
瑞

詞 っ
設

―こ害‐
秒
徴
』
い
は
蛙
れ
嚇
制
九
脚
凛
知
デ
婦
輸
嘲
御
嘲
硝
置
樹
げ
か

ろ
う
か
。
こ
の
部
で
は
詞
書
の
持

つ
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
他
部
に
つ
い
て
調
査
し
た
後
、
詞
書

に
つ
い
て
は
結
論
を
だ
し
た
い
。

結
語

以
上

「風
葉
集
」
珊
旅
部
に
つ
い
て
、
そ
の
配
列
を
各
物
語
内

へ
か
ん

し
た
場
合
の
矛
盾
等
い
さ
さ
か

卑
考
を
加
え
て
み
た
。
配
列
に
つ
い
て
は
、
前
半
第

一
歌
群
十
七
首
は
東
国

へ
下
る
旅
程
に
並
べ
ら
れ
、

望
郷
の
歌
で
締
め
く
く

っ
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
第
二
歌
群
は
、
唐
国

へ
行
く
順
に
配
さ
れ
、
や
は
り
望

郷
の
歌
が
末
尾
に
位
置
し
て
い
る
。
二
つ
の
歌
群
が
対
照
的
に
並
べ
ら
れ
、
そ
の
独
自
性
は
評
価
さ
れ
て

良
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
各
物
語
場
面
に
返
し
た
場
合
、

「題
‥
■
ど
と
詞
書
の
肘
さ
れ
た

「う
つ
ほ
物

語
」
の
二
首
が
、
旅
中
詠
じ
ら
れ
た
場
面
と
は
考
え
難
い
。
こ
れ
は
配
列
の
妙
を
優
先
さ
せ
た
た
め
、
そ

の
旅
程
を
示
す
地
と
し
て
配
せ
る
適
当
な
物
語
が
見
出
せ
な
か
っ
た
故
、
歌
の
素
材
の
み
に
着
目
し
て
選

び
出
し
、

「題
し

，
ず
」
と
し
て
並
べ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
配
列
を
味
わ
う
上
で
、
詞

書
の
役
割
は
無
視
で
き
な
い
。
詞
書
は
潤
滑
油
の
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

《補
足
》

へ

鷹

七

ｖ

「風
葉
集
」
の
撰
者
は
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
の
詳
し
い
御
考
察
よ
り
藤
原
為
家
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
為
家
の
年
譜
を
調
査
し
て
み
る
と
、
建
長
五
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
関
東

へ
下
向
し
、
　
ヨ
一
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島
社
奉
納
百
首
」

「十

一
月
鎌
倉
日
吉
別
当
尊
豪
法
印
勧
進
」
等
の
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
頃
為
家
は
、
歌
道
精
進
の
た
め

「毎
日

一
首
歌
」
を
続
け
て
お
り
、
こ
の
関
東

へ
の
旅
の

歌
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

「藤
原
為
家
集
」
か
ら
こ
の
旅
中
詠
歌
を
拾
い
集
め
、
そ
の
道
程
を
辿

っ

て
み
る
と
、
珊
旅
部
前
半
の
配
列
と
道
筋
が
類
似
し
て
い
る
の
に
気
付
く
。

「風
葉
集
」
覇
旅
部
の
配
列

は
先
行
す
る
勅
撰
集
等
に
は
み
ら
れ
な
い
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
為
家
の
関
東
下
向
が
何
ら
か

の
遠
因
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
轟
旅
部
後
半
の
唐
国
行
き
に
相
当
す
る

旅
程
は
、
為
家
集
か
ら
見
出
せ
な
い
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
参
考
資
料
と
し
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
く
。

〈
注

一
〉
底
本

、
次

に

ぉ
の
歌

の
題

詞

以
下
中

の
歌

ま

で
が
記
さ
れ
、

鋼

の
題
詞
か

ら

切
の
歌

ま

で
は

そ

の
あ

と

に
記
さ
れ

る
が
、
京
大

本

に
よ
り
歌
序

を
改

め

る
。

〈
注

二
〉

「
だ

い
し

ら
す

」
歌

に

つ
い

て
は
、
本

論

「
第
十
章

『
風
葉

和
歌
集
』

の

『
題

し

ら
ず
』
歌

『
よ

み
人

し

ら
ず
」

」
歌

に

つ
い
て
参

照
。

〈
注

三
〉
小
木

喬

氏

『
散

逸
物

語

の
研
究
　

平
安

。
鎌

倉

時
代
編

』

（
昭
和

四
十

八
年

二
月
　

笠

間
書
　
　
　
　
　
２‐

直
阿
）。

カ

〈
注

四
〉
河

野
多

脱
が

注

『
宇
津
保
物

語

一
」

（
昭
和

三
十

四
年
十

二
月
　
岩
波
書

店

）
　

野

口
元

校

注

「
う

つ
ほ
物

語

一
」

（
昭
和

四
十

四
年

四
月
　
明
治
書
院

ヽ

〈
注

五
〉

〈
注

三
〉
参

照
。

〈
注

六

〉

「
伏

屋

」

「
室

町
時
代
物

語
集
　
第

二
」
。

〈
注

七

〉

「
風
葉

和
歌

集
序
文
考

―
―

風
葉
集

の
成
立

ｏ
撰
者

に

つ
い
て

‐―

（
上

）

（
下

）

」

「
国

語

と

国
文
学
」

（
第

四
十

二
巻
第

一
。
第

二
号
　
昭
和

四
十
年

一
月

‘
二
月

）
。

如
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第
六
章
　
　
哀
傷
部
の
構
造

ま
ず
哀
傷
部
そ
の
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
考
究
し
て
み
た
い
。

「哀
傷
」
と
は
、
死
に
際
し
て
生
じ
る

悲
哀
の
感
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

「万
葉
集
」
で
は
死
者
を
葬
る
折
柩
を
挽
く
者
が
歌
う
義
の

「挽

歌
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

「古
今
集
」
の
お
い
て
は
、
葬
送

・
服
喪

・
追
悼
そ
し
て
辞
世
の
歌
等
を
主

た
る
柱
と
し
て
巻
十
六

に
哀
傷
部
が
打
ｉ
立
て
ら
れ
た
。
後

「千
載
集
」

「新
古
今
集
」
に
な
る
と
、
更

に
無
常
を
詠
じ
た
歌
も
そ
の
範
疇
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
哀
傷
部
は
、
四
季

ｏ
恋

・
賀

・
雑

・

離
別
各
部
の
様
に
勅
撰
集
に
必
ず
存
す
る
部
で
は
な
く
、
定
着
し
た
部
と
は
言
い
難
い
。
八
代
集
に
つ
い

て
哀
傷
歌
自
体
は
何
ら
か
の
形
で
雑
部
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
、
哀
傷
部
そ
の
も
の
と
し
て
独
立
し
て
打

立
て
ら
れ
て
い
な
い
勅
撰
集
は
、

「金
葉
集
」

「詞
花
集
」
が
あ
る
。
十
三
代
集
ま
で
拡
げ
て
み
て
も
、

「新
勅
撰
集
」

「続
後
撰
集
」
、

「風
葉
集
」
の
後
に
編
纂
さ
れ
た

「続
拾
遣
集
」

「新
後
撰
集
」
に
は

置
か
れ
て
い
な
い
。
哀
傷
歌
そ
の
も
の
は
集
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
、
部
が
打

、́
立
て
ら
れ
て
い
る
か
否

か
は
、
そ
の
部
を
ど
の
程
度
評
価
し
て
い
る
か
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
採
用
歌
の
多
い
と
い
う

こ
と
は
、
少
な
い
よ
り
そ
の
部
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
言
え
よ
う
。

次
の
表
は
、

「風
葉
集
」
と

「風
葉
集
」
に
先
行
す
る
十

一
の
勅
撰
集
の
哀
傷
部
の
採
歌
数
が
、
全
歌

数
の
ど
の
く
ら
い
の
割
合
か
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（猶
、

「風
葉
集
」
を
中
心
と
し
て
、
散
逸
部
分

の
あ
る
雑
部
を
抜
い
た
た
め
こ
の
数
字
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
大
凡
の
目
安
と
し
て
み
て
い
た
だ

き
た
い
。
）
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全歌数 A 哀傷部歌数
集

数
撰

歌
勅

ｎ
υ

Ａ
υ

Ｅ
Ｕ

０
０ 34(4.1) 古今

反
υ

Ｏ
乙

′
■ 1197 40(3.3) 後撰

買
Ｊ

０
０

Ｅ
Ｕ

Ｅ
Ｕ

０
０ 78(9.1)→ 55(6.1) 拾遣

０
０

０
４

Ａ
Ｕ

ワ
ー

０
０ 68(7,8) 後拾遣

ハ
υ

５虔
υ 金葉

民
Ｊ

′
仕 詞花

０
０

０
０

０
乙 1043 61(5。 9) 千載

０
０

７
′

ｎ
υ

Ｏ
Ｊ

α
υ

民
Ｊ 100(6。 4) 新古今

′
仕

ワ
ー

０
０ 新勅撰

ワ
ー

０
０ 続後撰

Ｅ
υ

∩
υ 1550 96(6.2) 続古今

(1420) 1152 99(8.6) 風葉

∩
υ

Ｅ
υ

ｌ
■ 続拾遣

ワ
ー

Ａ
υ

ａ
υ 新後撰

Ａ
υ

ハ
υ

０
０

０
乙 玉葉

Ａ

Ｉ

各
勅
撰
集
の
四
季

・
神
祗

ｏ
釈
教

・
離
別

・
覇
旅

ｏ
哀
傷

ｏ
賀

ｏ
恋
部
の
歌
数
の
合
計
。

●

（　
）
の
数
字
は
、
各
勅
撰
集
の
Ａ
に
対
す
る
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

●
テ
キ
ス
ト
は
、

「新
編
　
国
歌
大
観
」
を
用
い
た
。

「金
葉
集
」
の
歌
数
は
三
奏
本
で
あ
る
。
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こ
の
表
を

一
見
す
る
と
、
ま
ず
哀
傷
部
そ
の
も
の
定
着
し
て
い
な
い
部
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ

れ
よ
う
。

「風
葉
集
」
の
編
纂
さ
れ
た
頃
は
、
部
そ
の
も
の
が
打
　
立
て
ら
れ
て
い
な
い
集
も
多
か

っ
た

と
言
え
る
。
次
に
、

「風
葉
集
」
の
哀
傷
部
の
採
歌
数
が
秀
で
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
割
合
と

し
て
は

「拾
遣
集
」
の
方
が
ま
さ

っ
て
い
る
が

「拾
遣
集
」
の
哀
傷
部
に
は
二
十
三
首
の
仏
教
歌
が
入
集

さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
哀
傷
部
の
採
歌
数
は
、

「風
葉
集
」
内
の
各
部
の
歌
数
か
ら
み
て

も
四
季

ｏ
雑

ｏ
恋
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
四
季

ｏ
雑

ｏ
恋
の
各
部
が
勅
撰
集
の
主
要
な
部
立
三
本

柱
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「風
葉
集
」
哀
傷
部
の
比
重
の
大
き
さ
は
評
価
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一

次
に
、
哀
傷
部
九
十
九
首
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
展
開

ｏ
配
列
を
示
す

一
覧
表
を
掲
げ
て
み
た
い
。

０
０

Ａ
υ

ａ
υ

０
乙

Ａ
Ｖ

ａ
υ 歌番号

い
は
で
し
の
ぶ

い
は
で
し
の
ぶ

物

〓
中

名

関
白

（
一
条
内

大
臣
）

皇
后
宮

詠

者

名

弔
問

父
の
死

哀
傷
の
分
類

お
な
じ

こ
ろ
…

ほ眸
縞
敵
ち
か
へり
侍

詞

書

の

要

約

あ
ら
た
ま
る
春

年
の
か

へ
る
ら

ん
歌

　

語

年
改
る

年
改
る

配

夕J



（じ ⑪ ⑪ ⌒じ ⌒９
ワ
ー

Ａ
υ

α
υ 含

）
C @

袖
ぬ

りヽ
す
′

｝れヵ、ゃが下折

｝必
かき
が
は

源
氏
物
語

｝れヵヽゃが下折

わ
れ
か
ら

女
院

中
宮

関
白

皇
太
后
宮

春
院

夕
霧

関
白

宣
耀
殿
少
納
言

兵
衛
佐

院
の
死

院
の
死

弔
間

父
の
死

柏
木
の
死

妻
の
死

弔

間
母
の
死

…
花
を
御
覧
じ
て
…

そ
の
花

に
か
き

つ
け
…

…
花
を
さ
し
い
れ
て
…

御
返
し

…
さ
く
ら

の
い
と
お
も

し
ろ
き
を
み
て
…

返
し

…
梅
の
花
に

つ
け
て
…

…
梅
壺
の
こ
う
ば
い
の

お
も
し
ろ
き
を
見
て
…

花 花今
年
の
春

今
年
の
春
の
花

花昔
の
春

花
こ
そ
春
の

や
ど
の
桜

花 花 花

― ― 桜 梅―――→

春



0 ② 619 ⑪ 衝
）

α
υ

ａ
υ 615 614 ①

夜
の
寝
覚

朝
倉

源
氏
物
語

知り
立
日

か
や
が
下
折
れ

｝源氏
物
語

源
氏
物
語

夜
の
寝
覚

中
宮

関
白

六
条
院

入
道
太
政
大
臣

按
察
典
侍

紅
梅
右
大
臣

致
仕
太
政
大
臣

六
条
院

右
大
将
―
ま
さ

こ
君

母
の
死

女
二
宮
の
死

紫
の
上
の
死

弔
間

弔
間

兄

（柏
木
）

の
死

息
子

（柏
木

）
の
死

紫
の
上
の
死

母
の
死

（偽

死
）

御

ふ
く

に
お
は
し
ま
し

け
る
こ
ろ
…

…
ほ
と
と
ぎ
す

の
な
き

わ
た
る
も
…

…
ほ
と
と
ぎ
す
の
な
き

け
る
を
き
か
せ
給
ひ
て

…
あ
や
め

に

つ
け
て
…

ま

つ
り
の
日

一
と
せ

…
花

の
ち
り
た
る
梢
ど

も
を
み
て
…

…
花

の
さ
か
り
…

…
花
を
お
り
て
…

秋
の
夕
露

時
鳥

山
時
鳥

根夏
衣

神
の
い
か
き
も

花
の
散
り
け
ん

霞
の
衣

春 春
の
か
き
ね

花

の
色

時 時 あ 葵   桜
―鳥  鳥  や  祭

―
        め

―
―

夏




