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一　

定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
の
歌

　

藤
原
定
家
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
、『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
六
・
冬
に
収

載
さ
れ
た（

１
）、

　
　
　
　

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時　

定
家
朝
臣

こ
ま
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
さ
の
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮

（
六
七
一
『
正
治
初
度
百
首
』
冬
・
一
三
七
〇
）

が
あ
る
。
本
歌
取
り
の
秀
抜
さ
が
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
の
歌
に
つ
き
、
先
に
稿

者
は
、
表
現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
た（

２
）。

そ
の
際
、
後
藤
重
郎
論
文（

３
）に

導
か
れ
つ
つ
、
一
首
が
初
句
か
ら
一
句
一
句
ゆ
っ

く
り
と
詠
み
あ
げ
ら
れ
る
の
を
聴
い
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
理
解
鑑
賞
さ
れ
る

か
を
想
定
し
て
み
た
。
そ
の
要
点
を
列
記
し
て
お
く
。

・
初
句
・
第
二
句
を
聴
い
て
、
馬
上
の
人
す
な
わ
ち
話
主
（
題
詠
に
お
い
て
仮

構
さ
れ
た
時
空
で
歌
を
詠
む
〈
私
〉）
が
馬
の
歩
み
を
止
め
、袖
を
払
う
さ
ま
が
、

動
画
の
ご
と
く
思
い
浮
か
ぶ
。

・
と
こ
ろ
が
第
三
句
「
か
げ
も
な
し
」
に
よ
り
、
そ
こ
ま
で
の
動
作
が
じ
つ
は

な
さ
れ
な
か
っ
た
と
知
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
念
頭
に
の
ぼ
っ
た
映
像
は
た

だ
ち
に
消
去
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
か
え
っ
て
印

象
が
強
め
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

・
第
四
句
「
さ
の
の
わ
た
り
」
で
地
名
が
示
さ
れ
、
同
時
に
、
本
歌
と
い
う
べ

き
『
万
葉
集
』
三
の
、
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が
想
起
さ
れ
る
。
す
る
と
、
あ
ら
た
め
て
上
の
句
「
こ
ま
と
め
て
袖
う
ち
は
ら

ふ
か
げ
も
な
し
」
が
た
ど
り
直
さ
れ
、
そ
う
言
わ
れ
て
い
た
の
は
「
家
も
あ
ら
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な
く
に
」
―
「
家
も
な
い
」
と
歌
わ
れ
た
、
あ
の
「
さ
の
の
わ
た
り
」（
定
家

の
当
時
は
大
和
国
の
歌
枕
と
さ
れ
た
）
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
合
わ
せ
る
。

・
第
五
句
ま
で
聴
い
て
、「
さ
の
の
わ
た
り
」
の
景
が
、
本
歌
の
よ
う
な
雨
降

り
で
は
な
く
、
雪
景
色
だ
っ
た
の
だ
と
知
る
。
暗
く
な
り
か
け
た
夕
暮
れ
時
、

降
り
し
き
る
雪
、
一
面
に
積
も
っ
た
雪
の
中
、
話
主
は
馬
を
歩
ま
せ
続
け
る
。

周
囲
に
は
家
も
何
も
無
く
、
荒
涼
と
し
た
雪
景
色
が
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い

る
。
享
受
者
は
そ
の
よ
う
な
光
景
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。

・
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
第
三
句
ま
で
で
本
歌
が

享
受
者
の
念
頭
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
く
、
第
四
句
で
は
じ
め
て
本
歌
と
つ
な
が

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
初
句
か
ら
の
理
解
が
た
ど
り
な
お
さ
れ
、
解
釈
が
更
新
さ

れ
る
、
そ
う
し
た
動
き
が
享
受
者
の
頭
の
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

第
四
句
で
は
じ
め
て
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
該
歌
の
表
現
の
あ
り

よ
う
を
特
徴
づ
け
て
い
る
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
、
第
何
句
で
本
歌
と
つ
な
が
る
か
は
、
本
歌
取
り
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
す

る
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
分
析
の
観
点
と
し
て
設
け
て
み
て
は
ど

う
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

前
稿
に
続
き
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
和
歌
を
取
り
上
げ
て
、
上
記
の
観
点

か
ら
考
察
を
試
み
る
。

　
　
　

二　

俊
成
「
う
づ
ら
鳴
く
な
り
」
の
歌

前
稿
の
四
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
上
述
の
定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
と
共

通
す
る
特
徴
を
有
す
る
例
と
し
て
、
俊
成
の
自
讃
歌
と
し
て
著
名
な
次
の
歌
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
秋
の
う
た
と
て
よ
め
る
）

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
深
草
の
里
（『
千

載
和
歌
集
』
四
・
秋
上
・
二
五
九
）

『
久
安
百
首
』
秋
の
う
ち
の
一
首
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、鴨
長
明
『
無

名
抄
』（

４
）に

、
俊
恵
が
俊
成
入
道
に
「
御
詠
の
な
か
に
は
、
い
づ
れ
を
か
す
ぐ

れ
た
り
と
お
も
ほ
す
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、こ
の
歌
を
挙
げ
て
「
こ
れ
を
な
ん
、

身
に
と
り
て
お
も
て
歌
と
お
も
ひ
給
ふ
る
」
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
前
掲

の
ご
と
く
俊
成
が
撰
者
と
な
っ
た
『
千
載
和
歌
集
』
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
さ

ら
に『
古
来
風
体
抄
』の
例
歌
に
自
作
と
し
て
は
唯
一
選
ば
れ
た
歌
で
あ
る
。『
慈

鎮
和
尚
自
歌
合
』
に
は
、
慈
円
の
要
請
と
い
う
形
で
、
判
者
を
つ
と
め
た
俊
成

の
歌
が
七
首
供
さ
れ
て
い
る
が
、「
夕
さ
れ
ば
」歌
は
そ
の
う
ち
の
一
首
と
し
て
、

八
王
子
社
の
七
番
右
に
配
さ
れ
た
。
慈
円
の
左
歌
「
い
か
に
せ
ん
伏
見
の
里
の

有
明
に
た
の
む
の
雁
の
月
に
鳴
く
な
り
」と
合
わ
さ
れ
た
当
該
番
の
判
詞
に
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
作
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て

い
る
。こ

の
右
、
崇
徳
院
御
時
百
首
の
内
に
侍
り
。
こ
れ
又
こ
と
な
る
事
な
く
侍

り
。
た
だ
い
せ
物
が
た
り
に
ふ
か
草
の
里
の
女
の
「
う
づ
ら
と
な
り
て
」

と
い
へ
る
事
を
、
は
じ
め
て
よ
み
い
で
侍
り
し
を
、
か
の
院
に
も
よ
ろ
し

き
御
気
し
き
侍
り
し
ば
か
り
に
、
し
る
し
申
し
て
侍
り
し
。（
下
略
）

と
あ
り
、
踏
ま
え
た
本
歌
に
つ
い
て
作
者
自
身
が
言
及
し
て
い
る
稀
有
な
例
で

あ
る
。「
ふ
か
草
の
里
の
女
の
『
う
づ
ら
と
な
り
て
』」
の
歌
が
含
ま
れ
る
『
伊

勢
物
語
』
第
百
二
十
三
段
を
掲
げ
て
お
く（

５
）。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
深
草
に
す
み
け
る
女
を
、
や
う
や
う
飽
き
が

た
に
や
思
ひ
け
む
、
か
か
る
歌
を
よ
み
け
り
。
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「さののわたり」の遠景

年
を
経
て
す
み
こ
し
里
を
い
で
て
い
な
ば
い
と
ど
深
草
野
と
や
な
り

な
む

　
　

女
、
返
し
、

野
と
な
ら
ば
う
づ
ら
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
は

来
ざ
ら
む

　
　

と
よ
め
り
け
る
に
め
で
て
、
ゆ
か
む
と
思
ふ
心
な
く
な
り
に
け
り
。

前
稿
で
は
、
定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
に
つ
き
、
初
句
か
ら
ゆ
っ
く
り
詠

み
あ
げ
ら
れ
る
の
を
聴
い
た
場
合
の
理
解
鑑
賞
を
想
定
し
て
み
た
。
こ
こ
で
は

同
様
に
、
俊
成
「
夕
さ
れ
ば
」
歌
に
つ
い
て
、
初
句
か
ら
一
句
一
句
ゆ
っ
く
り

詠
み
あ
げ
ら
れ
た
場
合
に
各
句
を
聴
く
ご
と
に
す
す
む
理
解
鑑
賞
を
想
定
し
て

み
る
。

①
初
句
「
ゆ
ふ
さ
れ
ば
」

「
夕
方
に
な
る
と
」と
時
間
帯
が
示
さ
れ
る
。
も
と
も
と『
久
安
百
首
』の「
秋
」

題
の
一
首
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、「
秋
」
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
場
合
、
秋
の
「
あ
は
れ
」
さ
が
最
も
深
く
感
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
時
間

帯
が
や
っ
て
き
た
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

②
第
二
句
「
の
べ
の
あ
き
か
ぜ
」

「
野
辺
」
と
場
所
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
秋
風
」
で
季
節
が
明
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
秋
の
草
花
が
群
生
す
る
人
手
の
入
ら
な
い
野
に
話

主
が
た
た
ず
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
吹
い
て
く
る
風
は
、
秋
の
夕
べ
の
し
み
じ
み

と
し
た
情
趣
を
実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、「
野
辺
の
秋
風
」
と
い
う
句
は
、
勅
撰
和
歌
集
で
は
『
千
載
和

歌
集
』
に
初
出
で
、
こ
の
歌
と
も
う
一
首
「
さ
ま
ざ
ま
の
花
を
ば
や
ど
に
う
つ

し
う
ゑ
つ
鹿
の
ね
さ
そ
へ
野
べ
の
秋
風
」（
二
六
一
・
兼
実
）
が
あ
る
。
こ
の

兼
実
歌
は
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
右
大
臣
兼
実
家
百
首
の
作
で
あ
り
、
詠
作

年
時
と
し
て
は
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
ま
で
に
詠
ま
れ
た
『
久
安
百
首
』
の

俊
成
歌
が
先
行
す
る
。
さ
ら
に
、
新
編
国
歌
大
観
で
検
索
す
る
限
り
で
は
、
俊

成
歌
に
先
立
つ
「
野
辺
の
秋
風
」
の
句
は
容
易
に
見
い
だ
さ
れ
ず
、
句
を
ま
た

い
で
続
く
例
と
し
て
、『
散
木
奇
歌
集
』
の
「
か
く
ば
か
り
は
げ
し
き
野
べ
の

秋
か
ぜ
に
を
れ
じ
と
す
ま
ふ
女
郎
花
か
な
」（
三
九
七
）
が
知
ら
れ
る
程
度
で

あ
る
。

一
方
、
当
時
の
和
歌
に
お
い
て
、
秋
の
野
辺
と
い
う
と
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、『
千
載
和
歌
集
』
四
・
秋
上
で
は
、「
お

し
な
べ
て
草
ば
の
う
へ
を
ふ
く
風
に
ま
づ
し
た
を
る
る
野
べ
の
か
る
か
や
」

（
二
四
三
・
甲
斐
）
あ
た
り
か
ら
「
夕
さ
れ
ば
を
の
の
あ
さ
ぢ
ふ
玉
ち
り
て
心

く
だ
く
る
風
の
お
と
か
な
」（
二
七
二
・
兼
実
）
あ
た
り
ま
で
、
お
よ
そ
「
野
」

を
舞
台
と
す
る
歌
が
続
き
、「
刈
萱
」「
す
す
き
」「
萩
」「
女
郎
花
」
な
ど
の
草

花
、
と
き
に
そ
れ
ら
が
「
風
」
に
な
び
く
様
子
、
ま
た
「
鹿
」「
虫
」
の
鳴
く

声
な
ど
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
第
二
句
を
聴
い
た
段
階
で
、
そ
う
し
た
情
景
の
具

体
の
い
く
ら
か
が
連
想
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、

秋
独
特
の
あ
わ
れ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
野

辺
の
秋
風
」
は
、
そ
う
し
た
秋
の
夕
暮
れ
の
も
つ
独
特
な
情
趣
が
よ
く
感
得
さ

れ
る
場
と
状
況
を
端
的
に
提
示
す
る
句
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
第
三
句
「
み
に
し
み
て
」

話
主
が
夕
暮
れ
時
に
野
辺
に
た
た
ず
ん
で
秋
風
に
吹
か
れ
、
し
み
じ
み
と
身

体
に
し
み
い
る
よ
う
な
哀
れ
さ
を
感
じ
て
い
る
。
夕
暮
れ
に
秋
風
に
吹
か
れ
る

と
い
う
の
は
、
秋
季
特
有
の
哀
切
さ
が
最
も
深
く
感
受
さ
れ
る
場
面
設
定
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
す
で
に
俊
成
以
前
の
和
歌
の
用
例
に
お
い
て
、
秋
風
は

「
身
に
し
む
」
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
和
泉
式
部
の
「
秋

吹
く
は
い
か
な
る
色
の
風
な
れ
ば
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
ら
ん
」（『
詞
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花
和
歌
集
』
秋
・
一
〇
九
）
は
、
秋
風
が
「
身
に
し
む
」
も
の
だ
と
い
う
通
念

を
前
提
と
し
て
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
俊
成
歌
の
初
句
、
第
二
句
で
「
夕
さ

れ
ば
野
辺
の
秋
風
」
と
、
時
と
場
面
が
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
「
身

に
し
み
て
」
と
い
う
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も

よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
該
歌
の
上
の
句
は
、
き
わ
め
て
順
当
な
続

き
方
で
言
い
く
だ
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、

鴨
長
明
『
無
名
抄
』
は
、
俊
恵
の
談
と
し
て
、
俊
成
が
「
夕
さ
れ
ば
」
の
歌
を

自
身
の
「
お
も
て
歌
」
と
し
て
挙
げ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
書
は
、
続
い

て
俊
恵
が
「
う
ち
う
ち
に
」
言
っ
た
こ
と
と
し
て
、「
か
の
歌
は
、『
身
に
し
み

て
』
と
い
ふ
腰
の
句
の
い
み
じ
う
無
念
に
お
ぼ
ゆ
る
也
。
こ
れ
ほ
ど
に
な
り
ぬ

る
歌
は
、
景
気
を
い
ひ
な
が
し
て
、
た
だ
そ
ら
に
身
に
し
み
け
ん
か
し
と
お
も

は
せ
た
る
こ
そ
、
心
に
く
く
も
優
に
も
侍
れ
。
い
み
じ
く
い
ひ
も
て
ゆ
き
て
、

歌
の
詮
と
す
べ
き
ふ
し
を
さ
は
と
い
ひ
あ
ら
は
し
た
れ
ば
、
む
げ
に
こ
と
あ
さ

く
な
り
ぬ
る
」
と
い
う
批
判
的
言
辞
を
記
し
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
批
判
が
出

て
く
る
素
地
は
、
上
記
の
よ
う
な
上
の
句
の
構
え
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　

当
該
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、「
身
に
し
み
て
」
の
主
体
は
誰
（
何
）
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た（

６
）。

諸
論
考
で
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

初
句
か
ら
第
三
句
ま
で
詠
じ
ら
れ
る
の
を
聴
い
た
時
点
に
お
い
て
は
、「
身
に

し
み
て
」
感
じ
て
い
る
の
は
、
話
主
と
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い（

７
）。

こ
の
点
も

あ
ら
た
め
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

④
第
四
句
「
う
づ
ら
な
く
な
り
」

　

話
主
の
耳
に
、野
に
鳴
く
鶉
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
姿
を
見
る
こ
と
な
く
、

鳴
き
声
の
み
で
鶉
の
存
在
を
認
知
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
ろ
う
。
鶉
は
、

『
万
葉
集
』
以
来
、
人ひ
と

気け

の
無
い
荒
れ
た
草
深
い
地
に
い
る
鳥
、
ま
た
、
狩
猟

の
対
象
と
い
う
扱
い
で
歌
に
詠
ま
れ
た
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
の
勅
撰
和

歌
集
に
秋
の
景
物
と
し
て
現
れ
、「
秋
風
に
下
葉
や
寒
く
な
り
ぬ
ら
ん
こ
は
ぎ

が
原
に
鶉
鳴
く
な
り
」（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
秋
上
・
三
〇
三
・
通
宗
）、「
鶉
鳴

く
ま
の
の
い
り
え
の
浜
風
に
を
ば
な
な
み
よ
る
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（『
金
葉
和
歌

集
』（
二
度
本
）
秋
・
二
三
九
・
俊
頼

三
奏
本
・
二
三
三
）
な
ど
、
秋
の
風

と
と
も
に
詠
ま
れ
る
先
行
作
も
あ
っ
た
。
第
三
句
ま
で
に
提
示
さ
れ
た
情
況
に

鶉
が
登
場
す
る
は
、
意
外
で
は
な
く
、
納
得
感
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
鶉
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
、
寂
し
さ
が
増
幅
し
、
荒
れ
た
草
深
い
野

の
情
景
が
印
象
づ
け
ら
れ
、
情
調
は
哀
切
さ
を
増
す
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
方
、
鶉
の
登
場
に
は
、
第
三
句
ま
で
の
理
解
を
た
ど
り
な
お

す
べ
く
享
受
者
を
促
す
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
前
に
み
た
「
身
に
し
み
て
」
の

主
体
の
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
三
句
ま
で
で
は
秋
風
を
「
身
に

し
み
て
」
感
じ
て
い
る
の
は
話
主
と
し
か
と
ら
え
よ
う
が
な
か
っ
た
の
が
、
こ

こ
に
お
い
て
鶉
を
そ
の
主
体
と
み
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
話
主
は
草
深
い
野

で
鳴
く
鶉
の
声
を
聞
い
て
、あ
る
い
は
あ
の
鶉
も
こ
の
秋
風
を
「
身
に
し
み
て
」

感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
同
時
に
享
受
者
も
話
主
の
感
覚

に
誘
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
鶉
が
秋
風
を
「
身
に
し
み
て
」
感
じ
る
、
そ

の
肌
寒
さ
を
思
い
や
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
想
定
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
前
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
当
該
歌
が
『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
三
段
を

踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、作
者
自
身
が
証
と
な
る
言
を
記
し
て
い
た
。

た
だ
し
、
初
句
か
ら
第
三
句
ま
で
詠
み
あ
げ
ら
れ
る
の
を
聴
い
た
と
こ
ろ
で
、

深
草
の
女
の
物
語
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
四
句
で
鶉
が
現

れ
る
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
物
語
と
の
つ
な
が
り
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

享
受
者
の
な
か
に
は
、
こ
の
句
を
聴
い
た
時
点
で
深
草
の
女
の
物
語
を
思
い
浮

か
べ
る
者
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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「さののわたり」の遠景

⑤
第
五
句
「
ふ
か
く
さ
の
さ
と
」

　

地
名
が
示
さ
れ
、第
四
句
ま
で
展
開
し
て
き
た
情
景
の
舞
台
は
「
深
草
の
里
」

で
あ
っ
た
の
だ
と
わ
か
る
。
第
四
句
の
鶉
に
よ
り
、
野
の
草
深
く
荒
れ
た
様
が

連
想
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
名
も
「
深
草
」
で
あ
っ
た
と
い
う
脈
絡
も

生
じ
て
く
る
。そ
し
て
、一
首
全
体
が
詠
み
あ
げ
ら
る
の
を
聴
く
と
同
時
に
、『
伊

勢
物
語
』
を
知
る
享
受
者
は
確
実
に
深
草
の
女
の
物
語
を
想
起
す
る
こ
と
に
な

る
。
深
草
の
里
に
た
た
ず
ん
で
い
た
話
主
は
、
あ
の
哀
切
な
声
で
鳴
い
て
い
る

の
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
」
と
詠
ん

だ
女
が
そ
の
歌
句
の
と
お
り
化
し
た
鶉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
享
受
者

は
そ
の
よ
う
に
話
主
の
心
中
を
思
い
や
る
。
既
往
の
論
考
で
言
及
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
女
は
返
歌
に
よ
っ
て
男
の
心
を
繋
ぎ
止
め
得
た

の
で
、
鶉
と
化
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
俊
成
歌
は
い
わ
ば
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
の
物
語
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。深
草
の
女
の
歌「
野

と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら
む
」
を
想

起
す
る
こ
と
で
、
も
と
の
物
語
の
理
路
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
、
し
か
も
『
伊
勢

物
語
』
を
起
点
と
す
る
物
語
の
時
空
が
浮
上
し
、
話
主
に
お
け
る
現
実
の
時
空

と
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
づ
け
が
確
実
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
の
句
が
た
ど
り
直
さ
れ
、
新
た
な
解
釈
が
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、第
二
句
の
「
秋
風
」
の
「
あ
き
」
に
は
、や
は
り
「
飽

き
」
の
意
も
あ
っ
た
と
気
づ
く
。
季
節
の
「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
掛
け
る
の
は
、

和
歌
に
お
け
る
常
套
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
一
般
的
、
常
識
的
に
も
た

ら
さ
れ
る
連
想
と
は
別
に
、『
伊
勢
物
語
』
第
百
二
十
三
段
に
は
、「（
男
ガ
）

深
草
に
す
み
け
る
女
を
、
や
う
や
う
飽
き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
」
と
「
飽
き
が

た
」
の
語
が
み
え
る
の
で
あ
り
、
同
章
段
を
想
起
し
物
語
の
時
空
を
重
ね
合
わ

せ
る
享
受
者
は
、
そ
の
脈
絡
か
ら
く
る
よ
り
具
体
性
を
帯
び
た
「
飽
き
」
の
意

を
確
実
に
よ
み
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
あ
の
深
草
の
女
が
化
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
鶉
に
と
っ
て
、「
秋
風
」
で
も
あ
り
「
飽
き
風
」
で
も
あ
る
冷
や

や
か
な
風
は
さ
ぞ
か
し
「
身
に
し
む
」
で
あ
ろ
う
な
と
、
話
主
の
思
惟
を
と
お

し
て
鶉
の
さ
ま
を
思
い
や
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
身
に
し
み
て
」
の
主
体
の
理
解
、
深
草
の
女
の
物
語
と
の

関
係
に
お
い
て
、
第
四
句
が
鍵
と
な
る
転
機
と
な
っ
て
い
る
。
主
と
し
て
上
記

二
点
に
関
わ
っ
て
、
第
四
句
以
下
が
開
示
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
と
き
に
上

の
句
を
再
解
釈
す
る
な
ど
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
な
理
解
鑑
賞
が
重
ね
合
わ
さ
れ

る
。
本
歌
取
り
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
み
て
も
、
第
三
句
ま
で
で
は
本
歌
は
想
起

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
第
四
句
以
降
、
本
歌
と
の
つ
な
が
り
が
生
じ
る
こ
と
は
、

当
該
歌
の
表
現
性
を
色
濃
く
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

前
稿
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
第
何
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
か
は
、
本
歌
取

り
の
表
現
性
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重
ん
じ
ら
れ
て
よ
い
観
点
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三　

定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
と
俊
成
「
鶉
鳴
く
な
り
」
歌
と
の

　
　
　
　
　

異
な
り

定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
と
俊
成
「
鶉
鳴
く
な
り
」
歌
は
、
第
三
句
ま
で

を
聴
い
た
か
ぎ
り
で
は
本
歌
が
想
起
さ
れ
ず
、
第
四
句
で
は
じ
め
て
本
歌
と
の

つ
な
が
り
が
生
じ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
一
方
、
二
つ
の
歌
の
表
現
を
比
べ

て
み
る
と
、
異
な
る
面
も
あ
る
。
本
筋
か
ら
は
外
れ
る
け
れ
ど
も
、
気
づ
い
た

こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
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定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
で
は
、
ま
ず
「
こ
ま
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
」

と
話
主
の
動
作
が
示
さ
れ
、
享
受
者
は
そ
の
映
像
を
思
い
浮
か
べ
る
。「
か
げ

も
な
し
」
で
動
作
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
動
画
的
映
像
の
印
象
は

念
頭
を
去
ら
な
い
。
前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
視
覚
で
と
ら
え

る
映
像
の
印
象
が
強
い
だ
け
に
、
享
受
者
の
視
線
は
話
主
の
そ
れ
と
は
重
な
り

に
く
く
、
む
し
ろ
話
主
の
動
き
を
外
か
ら
と
ら
え
る
視
点
が
用
意
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
下
の
句
ま
で
聴
い
て
、
あ
た
り
一
面
に
積
も
っ
た
雪
、
ま

わ
り
に
家
も
何
も
無
い
雪
景
色
の
中
、
話
主
が
馬
の
歩
み
を
進
め
続
け
る
さ
ま

が
点
景
の
ご
と
く
思
い
描
か
れ
る
。
一
首
全
体
と
し
て
は
、
否
定
さ
れ
て
も
な

お
残
る
上
の
句
の
映
像
か
ら
連
続
し
て
、
や
や
遠
望
す
る
が
ご
と
き
下
の
句
の

映
像
へ
と
移
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
代
、
当
該
歌
を
題
材

と
し
た
絵
画
が
多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
要
因
と
し
て
、
歌
の
表
現
に
よ
っ

て
話
主
を
外
側
か
ら
画
中
人
物
の
ご
と
く
見
る
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
な
表
現
機
構
に
お
い
て
、
で
は
、
本
歌

は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
仮
構
さ
れ
た
題
詠
の
時
空
で

歌
を
詠
む
〈
私
〉
を
話
主
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
屈
と
し
て
は
、

本
歌
は
ま
ず
話
主
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、「
さ

の
の
わ
た
り
」
歌
の
場
合
、
話
主
を
画
中
人
物
の
ご
と
く
外
側
か
ら
と
ら
え
る

視
点
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
享
受
者
の
思
念
は
話
主
の
心
情
に
寄
り
添

う
方
向
に
は
は
た
ら
き
に
く
い
。
そ
こ
で
は
、
本
歌
は
実
作
者
が
構
成
す
る
歌

の
時
空
の
舞
台
設
定
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
実
作
者

か
ら
の
直
接
的
な
は
た
ら
き
か
け
の
一
部
と
し
て
、
享
受
者
は
本
歌
に
関
わ
る

表
現
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
本
歌
取
り
の
秀
抜
さ
へ
の
評
価
も
、
そ
う
し

た
関
係
性
に
お
い
て
実
作
者
の
表
現
手
腕
を
讃
え
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

で
は
、俊
成
「
鶉
鳴
く
な
り
」
歌
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
上
の
句
「
夕

さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
」
が
詠
み
あ
げ
ら
れ
た
段
階
で
は
、「
身
に

し
み
て
」
の
主
体
は
話
主
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
同
時
に
享
受
者
も
話
主
と

ほ
と
ん
ど
同
化
す
る
よ
う
に
し
て
秋
風
を
「
身
に
し
み
て
」
感
受
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
主
体
に
よ
る
感
受
を
直
接
的
に
表
す
「
身
に
し
み
て
」
に
は
、

そ
の
よ
う
に
話
主
の
心
理
、
感
覚
の
現
況
へ
と
享
受
者
を
誘
い
込
む
作
用
が
あ

る
と
考
え
る
。
第
四
句
「
う
づ
ら
鳴
く
な
り
」
で
鶉
が
登
場
す
る
と
、
鳴
い
て

い
る
あ
の
鶉
も
秋
風
を
「
身
に
し
み
て
」
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
な
と
話
主
が
思

い
や
る
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
も
た
ら
さ
れ
、「
身
に
し
み
て
」
の
主
体
は
鶉

で
も
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
四
句
で
つ
な
が
り
は
じ
め
た
深
草

の
女
の
物
語
と
の
関
係
は
第
五
句
「
深
草
の
里
」
で
決
定
的
と
な
る
。
話
主
は
、

物
語
を
想
起
し
つ
つ
、
場
所
柄
か
ら
も
、
鳴
い
て
い
る
あ
の
鶉
は
「
う
づ
ら
と

な
り
て
鳴
き
を
ら
む
」
と
詠
ん
だ
深
草
の
女
の
化
身
で
は
な
い
か
と
、
ふ
と
思

う
。
享
受
者
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
主
と
心
情
的
に
近

い
位
置
か
ら
、
物
語
の
時
空
を
思
い
や
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
享
受
者
の

想
像
の
ベ
ク
ト
ル
は
話
主
の
そ
れ
と
同
調
す
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
そ
の

も
の
で
は
な
い
し
か
も
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
を
起
点
と
す
る
深
草
の
女
の
物
語

へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。
話
主
が
本
歌
を
媒
介
と
し
て
物
語
の
時
空
へ
と
想
像

を
広
げ
る
の
と
同
じ
回
路
を
通
し
て
、
享
受
者
の
思
い
も
物
語
の
時
空
へ
と
誘

い
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
享
受
者
の
思
念
が
話
主
の
心
情
に

寄
り
添
い
な
が
ら
展
開
す
る
の
で
、
本
歌
は
仮
構
さ
れ
た
歌
の
時
空
内
で
話
主

が
想
起
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
思
し
い
。

上
述
の
よ
う
に
、
定
家
「
さ
の
の
の
わ
た
り
」
歌
と
俊
成
「
鶉
鳴
く
な
り
」

歌
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
特
性
に
よ
っ
て
、
享
受
者
と
話
主
と
の
関
係

性
、
歌
の
時
空
に
対
す
る
享
受
者
の
立
ち
位
置
に
異
な
り
が
生
じ
て
お
り
、
そ
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表
Ⅰ　
『
新
古
今
和
歌
集
』
四
季
部　

第
何
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
か
？

表
Ⅱ　
『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
部　

第
何
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
か
？

れ
に
伴
っ
て
、
享
受
に
あ
た
っ
て
本
歌
が
ど
の
よ
う
に
参
与
す
る
か
、
そ
の
様

相
に
も
違
い
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
実
作
者
と
話
主
と
享
受
者

と
の
間
に
存
す
る
表
現
の
時
空
に
お
い
て
本
歌
が
い
か
に
関
与
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
川
平
ひ
と
し
の
卓
論（

８
）を

基
軸
に
考
究
し

う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
は
論
を
す
す
め
る
用
意
が
な
く
、
問

題
提
起
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　

四　
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
本
歌
取
り
か
ら

歌
の
第
何
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
か
を
、
本
歌
取
り
の
表
現
に
つ
い
て
分

析
す
る
観
点
と
し
て
導
入
し
て
み
よ
う
と
提
案
し
た
、
本
稿
の
本
題
に
も
ど
ろ

う
。
試
み
に
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
四
季
部
、
恋
部
に
お
い
て
、
本
歌
取
り

を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
和
歌
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
第
何
句
で
本
歌
が
想
起

さ
れ
る
か
を
認
定
し
、
数
値
を
一
覧
し
て
み
た（

９
）。

四
季
部
、
恋
部
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
第
二
句
が
最
も
多
く
、
第
四
句
が

そ
れ
に
つ
ぐ
。
た
だ
し
、
四
季
部
に
し
て
も
恋
部
に
し
て
も
、
歌
の
前
半
、
後

半
の
い
ず
れ
か
に
著
し
く
偏
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
く
、
結
局
、
歌
に
よ
っ
て

区
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
ま
、
こ
の
観
点
か
ら
総
合
的
、
網
羅
的
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、
に
わ

か
に
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
歌
の
ど
の
部
分
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
か
に
注

目
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
特
徴
的
と
考
え
ら
れ
る
例
に
つ
き
、
考
察
し
て
み
る
。

初
句

第
二
句

第
三
句

第
四
句

第
五
句

計

全
歌
数

春
上

８

16

４

13

０

41

98

春
下

３

９

５

10

２

29

76

夏

４

15

６

８

１

34

110

秋
上

３

17

４

17

２

43

152

秋
下

１

10

４

８

１

24

114

冬

２

14

３

13

５

37

156

計

21

81	

26

69

11

208

706

初
句

第
二
句
第
三
句
第
四
句
第
五
句

計

全
歌
数

恋
一

３

５

５

７

３

23

91

恋
二

３

９

８

14

３

37

68

恋
三

１

７

１

１

２

12

85

恋
四

２

12

４

14

７

39

102

恋
五

０

10

０

０

２

12

100

　

計

９

43

18

36

17

123

446
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四
―
（
イ
）
初
句
・
第
二
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
例

初
句
か
ら
本
歌
と
こ
と
ば
が
重
な
る
例
と
し
て
、『
新
古
今
和
歌
集
』

十
六
・
雑
上
の
、

　
　
　
　

春
日
社
歌
合
に
、
暁
月
の
心
を　

摂
政
太
政
大
臣

天
の
戸
を
お
し
あ
け
が
た
の
雲
間
よ
り
神
代
の
月
の
影
ぞ
残
れ
る

（
一
五
四
七
）

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
作
者
は
藤
原
良
経
で
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）

十
一
月
十
日
、
和
歌
所
で
催
さ
れ
た
『
春
日
社
歌
合
』
の
作
で
あ
る（

10
）。

本
歌

と
し
て
諸
注
釈
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
十
四
・
恋
四

に
収
載
さ
れ
る
、

あ
ま
の
と
を
お
し
あ
け
が
た
の
月
み
れ
ば
う
き
人
し
も
ぞ
こ
ひ
し
か
り
け

る
（
一
二
六
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

で
あ
る
。
初
句
・
第
二
句
の
詞
句
が
一
致
す
る
。

　

良
経
「
天
の
戸
を
」
歌
に
つ
い
て
は
、
君
嶋
亜
紀（

11
）が

、

峯
村
文
人
氏
は
「
恋
の
歌
で
あ
る
本
歌
の
上
句
を
、
感
味
の
ま
っ
た
く
異

な
る
歌
境
に
転
用
し
て
生
か
し
た
」
と
評
す
る
（
佐
藤
注
・『
新
編
全
集
』）。

こ
の
「
転
用
」
は
享
受
者
に
い
か
な
る
反
応
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。
新

歌
の
初
二
句
を
聞
い
た
人
々
は
本
歌
に
よ
っ
て
恋
の
情
緒
を
想
起
し
よ

う
。
と
こ
ろ
が
続
い
て
本
歌
の
恋
の
気
分
を
払
い
飛
ば
す
よ
う
な
荘
厳
な

景
が
展
開
さ
れ
る
。想
起
し
か
け
た
恋
の
幻
影
と
、太
古
の
歴
史
を
背
負
っ

た
壮
大
な
月
光
の
存
在
感
と
―
そ
の
機
微
は
、
一
首
を
享
受
す
る
場
に
感

興
を
も
た
ら
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
本
歌
が
喚
起
す
る
情
感
等
を
払
拭
す
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
本
歌
取
の
一
手
法
を
見
て
お
き
た
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
初
句
か
ら
句
が
順
次
示
さ
れ
た
場
合
の
理
解
の
あ
り
方
も
視

野
に
入
れ
ら
れ
た
所
論
で
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
一
首
と
し
て
は
、
お
よ
そ

そ
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、詠
み
出
さ
れ
た『
春

日
社
歌
合
』
の
場
に
た
ち
戻
っ
て
み
る
と
、次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
歌
合
が
春
日
社
へ
の
奉
納
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
歌
合
の
出
席
者

た
ち
も
承
知
し
て
い
た
。
す
る
と
、
初
句
・
第
二
句
「
天
の
戸
を
お
し
あ
け
が

た
の
」
を
聴
い
た
段
階
で
、
春
日
の
祭
神
で
あ
る
天
児
屋
命
（
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ

ノ
ミ
コ
ト
）
も
関
わ
る
い
わ
ゆ
る
天
の
岩
戸
神
話
が
想
起
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る（
12
）。『

日
本
書
紀
』
神
代
上
・
第
七
段
の
正
文
で
は
「
中
臣
連
遠
祖
天
児
屋
命
」

は
天
照
大
神
が
隠
れ
た
天あ
め

石の
い

窟は
や

の
磐い
は

戸と

の
前
で
祈
禱
す
る
。
同
「
一
書
」
の
第

二
・
第
三
に
も
天
児
屋
命
は
登
場
す
る
。
新
古
今
に
近
い
時
代
の
も
の
と
し
て

は
、例
え
ば
、『
奥
義
抄
』
下
巻
余（

13
）の

「
か
は
や
し
ろ
」
に
関
す
る
問
答
で
「
神

楽
の
お
こ
り
、
日
本
紀
云
」
と
し
て
天
石
窟
の
話
を
引
く
な
か
に
「
あ
ま
の
こ

や
ね
の
み
こ
と
を
し
て
あ
ひ
と
も
に
い
の
り
ま
つ
ら
し
む
」と
あ
る（『
奥
義
抄
』

所
引
の
記
事
は
、
後
文
に
「
古
語
拾
遺
」
に
見
え
る
と
あ
る
よ
う
に
、『
古
語

拾
遺
』
の
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
）。
さ
て
、
こ
の
歌
合
で
良
経
歌
は
、
各
題

一
番
の
右
と
し
て
左
の
後
鳥
羽
院
歌
と
番
わ
さ
れ
て
い
る
。
衆
議
判
で
あ
る
こ

と
の
建
前
上
、
参
加
者
た
ち
に
は
、
披
講
時
に
作
者
が
伏
せ
ら
れ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
各
題
一
番
が
太
上
天
皇
と
摂
政
の
対
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
番
の
事
情
か
ら
、
享
受
者
の
連
想
は
、
天
照
大
神

と
天
児
屋
命
と
の
二
神
約
諾
に
も
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
一
方
、
初
句
・

第
二
句
を
聴
い
た
と
こ
ろ
で
、
享
受
者
た
ち
は
詞
句
を
全
く
同
じ
く
す
る
本
歌

を
も
想
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
歌
句
を
有
す
る
既
成
の
和
歌
は
ほ
か

に
も
存
す
る
け
れ
ど
も
、「
暁
月
」
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
月
」
の
出
現
が
予

見
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
明
け
方
の
月
に
寄
せ
た
恋
歌
で
あ
る
本
歌
が
思
い

合
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
岩
戸
神
話
、
二
神
約
諾
を
連
想
し
た
享
受
者
に
と
っ

て
、
後
半
で
現
れ
る
「
神
代
の
月
」
の
歌
句
は
納
得
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
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に
ち
が
い
な
い（

14
）。

同
時
に
、
恋
歌
で
あ
る
本
歌
と
の
質
的
な
異
な
り
が
明
ら

か
と
な
る
。

ま
と
め
る
と
、
歌
合
の
場
に
身
を
お
い
て
詠
じ
ら
れ
る
歌
を
聴
い
た
場
合
の

享
受
の
様
相
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
。
享
受
者
た
ち
は
、
和
歌

の
前
半
か
ら
神
代
へ
の
連
想
を
抱
き
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
本
歌
で
あ
る
恋
歌

を
想
起
す
る
。
後
半
が
詠
じ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
神
代
か
ら
射
し
込
む
月
の
光

を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
蒼
古
な
イ
メ
ー
ジ
は
確
か
な
も
の
と
な
り
、
同
時
に
、

本
歌
と
の
質
感
の
違
い
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
本
歌
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言

え
ば
、
同
じ
歌
句
と
素
材
を
用
い
な
が
ら
、「
感
味
の
ま
っ
た
く
異
な
る
歌
境
」

（『
新
編
全
集
』）
を
現
出
さ
せ
た
作
り
手
の
手
腕
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
初
句
・
第
二
句
と
い
う
早
い
段
階
か
ら
本
歌
を
想
起

さ
せ
ら
れ
た
享
受
者
は
、
本
歌
と
の
関
係
や
違
い
を
絶
え
ず
意
識
し
な
が
ら
、

歌
の
詠
じ
ら
れ
る
の
を
聴
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
歌
の
表
現
の
特
徴

で
も
あ
る
、
本
歌
と
の
異
な
り
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
感
興
も
生
ま
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

同
じ
良
経
の
次
の
歌
も
、
初
句
・
第
二
句
を
本
歌
と
同
じ
詞
句
で
歌
い
出
す
。

『
新
古
今
和
歌
集
』
三
・
夏
に
収
載
さ
れ
た
、

　
　
　
　

千
五
百
番
歌
合
に　

摂
政
太
政
大
臣

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

（
二
〇
九
）

で
、
本
歌
は
、

　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）

壬
生
忠
岑

有
あ
け
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
暁
ば
か
り
う
き
物
は
な
し
（『
古

今
和
歌
集
』
十
三
・
恋
三
・
六
二
五
）

で
あ
る
。
良
経
「
有
明
の
」
歌
の
場
合
、
第
二
句
ま
で
で
本
歌
が
確
実
に
想
起

さ
れ
、
そ
の
恋
歌
と
し
て
の
情
調
が
、
一
首
を
末
尾
ま
で
聴
い
て
も
、
享
受
者

の
頭
に
残
る
可
能
性
は
あ
り（

15
）、

先
の
良
経
「
天
の
戸
を
」
歌
に
つ
い
て
君
嶋

論
文
が
「
払
拭
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
様
相
と
は
、
異
な
る
面
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、同
時
に
享
受
者
は
、同
じ
歌
い
出
し
で
あ
り
な
が
ら
「
ほ

と
と
ぎ
す
」
を
待
つ
夏
歌
へ
と
展
開
し
て
い
く
新
歌
と
恋
人
と
別
れ
て
帰
る
途

上
の
恋
歌
で
あ
る
本
歌
と
の
異
な
り
に
興
じ
も
し
た
と
考
え
ら
れ
、
先
の
歌
と

共
通
す
る
面
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

歌
の
前
半
か
ら
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
場
合
で
も
、
次
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。『
新
古
今
和
歌
集
』
三
・
夏
の
、

　
　
　
　

さ
み
だ
れ
の
心
を　

藤
原
定
家
朝
臣

た
ま
ぼ
こ
の
道
行
び
と
の
こ
と
づ
て
も
た
え
て
ほ
ど
ふ
る
五
月
雨
の
そ
ら

（
二
三
二
）

は
、
次
の
歌
を
本
歌
と
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）

（
人
ま
ろ
）

恋
ひ
死
な
ば
恋
ひ
も
死
ね
と
や
た
ま
ぼ
こ
の
道
ゆ
き
人
に
こ
と
づ
て
も
な

き
（『
拾
遺
和
歌
集
』
十
五
・
恋
五
・
九
三
七
、
原
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
第

十
一
・
二
三
七
四
）

歌
の
前
半
で
、
享
受
者
は
、
同
じ
歌
句
を
有
す
る
本
歌
を
想
起
し
、
そ
の
激
し

い
調
子
で
歌
わ
れ
た
恋
の
苦
悶
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
情
調
は
、

五
月
雨
の
景
へ
と
展
開
す
る
下
の
句
を
聴
き
終
え
た
あ
と
ま
で
揺
曳
す
る
か
と

思
わ
れ
る
。「
言
伝
て
も
」
か
ら
「
絶
え
て
」
と
自
然
に
続
き
、「
程
経
る
」
か

ら
「
ふ
る
（
経
る
／
降
る
）」
の
掛
詞
を
介
し
て
「（
降
る
）
五
月
雨
」
へ
と
続

い
て
い
く
。
享
受
者
は
、
な
だ
ら
か
に
誘
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
、
五
月
雨
の
空

を
眺
め
る
話
主
の
視
線
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
歌
の
情
趣
が

新
歌
の
世
界
に
漂
う
点
で
、
先
に
み
た
良
経
「
天
の
戸
を
」
歌
と
は
様
相
を
異
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に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
―
（
ロ
）
第
四
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
例

次
に
、
定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
と
同
じ
く
、
上
の
句
で
は
本
歌
が
想
起

さ
れ
ず
、
第
四
句
に
な
っ
て
か
ら
念
頭
に
の
ぼ
る
と
思
し
い
例
に
つ
い
て
み
て

お
く
。

　
『
新
古
今
和
歌
集
』
一
・
春
上
の
、

　
　
　
　

守
覚
法
親
王
家
五
十
首
歌
に　

藤
原
定
家
朝
臣

大
空
は
む
め
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
よ
の
月

（
四
〇
）

は
、
次
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　

不
明
不
暗
朧
朧
月

て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
お
ぼ
ろ
月
夜
に
し
く
も
の
ぞ
な

き
（『
千
里
集
（
句
題
和
歌
）』
七
二
、『
新
古
今
和
歌
集
』
一
・
春
上
・

五
五
に
も
所
収
）

定
家
歌
で
は
、
初
句
「
大
空
は
」
で
天
空
に
視
線
が
向
け
ら
れ
、
次
に
「
梅
の

匂
ひ
に
霞
み
つ
つ
」
―
「
匂
ひ
（
嗅
覚
）」
に
「
霞
む
（
視
覚
）」
と
い
う
共
感

覚
表
現
が
続
く
こ
と
で
、
あ
た
り
に
満
ち
る
馥
郁
た
る
梅
花
の
香
り
と
空
の
霞

む
様
子
と
が
渾
然
一
体
の
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で

で
、
本
歌
が
特
定
さ
れ
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
夜
に
香
る
梅

花
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
は
常
套
的
で
あ
り
、「
大
空
」
に
何
と
な
く
夜
空
を
思

い
合
わ
せ
る
享
受
者
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
月
が
出
て
い
れ
ば
、

霞
ん
だ
月
、
す
な
わ
ち
朧
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

第
四
句
を
聴
い
て
想
起
さ
れ
る
本
歌
の
出
現
は
意
外
な
も
の
で
は
な
く
、
享
受

者
は
、
何
と
な
く
予
期
し
て
い
た
展
開
だ
と
い
う
気
分
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
、本
歌
が
想
起
さ
れ
る
と
、直
接
は
と
り
こ
ま
れ
て
い
な
い
「
し

く
も
の
ぞ
な
き
」
と
い
う
千
里
歌
の
歌
句
も
享
受
者
の
頭
に
ひ
び
い
て
く
る
。

月
を
朧
ろ
に
霞
ま
せ
て
い
る
の
は
梅
の
花
の
香
り
か
と
感
じ
ら
れ
る
今
夜
の
こ

の
光
景
こ
そ
、
ま
さ
に
か
の
大
江
千
里
が
「
し
く
も
の
ぞ
な
き
」
と
詠
ん
だ
よ

う
な
、
こ
の
上
も
な
く
す
ば
ら
し
い
情
趣
を
た
た
え
て
い
る
よ
、
話
主
の
心
情

を
享
受
者
は
こ
の
よ
う
に
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
遍
満
す
る
梅
香

に
包
ま
れ
、
陶
然
と
し
て
朧
月
を
見
上
げ
て
い
る
話
主
に
、
享
受
者
は
同
化
す

る
よ
う
な
形
で
、
同
様
の
感
覚
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。

定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
に
お
い
て
は
、
第
四
句
で
地
名
が
示
さ
れ
本
歌

と
つ
な
が
る
こ
と
で
、
享
受
者
は
、
新
た
な
情
報
を
得
て
「
あ
あ
そ
う
だ
っ
た

の
か
」
と
上
の
句
を
た
ど
り
な
お
し
つ
つ
理
解
を
す
す
め
て
い
く
、
そ
こ
で
頭

の
中
に
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
想
定
し
て
み
た
。
同
じ

作
者
の
「
大
空
は
」
歌
は
、
第
四
句
で
本
歌
と
つ
な
が
る
こ
と
は
共
通
し
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
享
受
者
に
と
っ
て
、
本
歌
の
詞
句
は
さ
ほ
ど
新
た
な
情
報
と

は
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
現
れ
る
べ
く
し
て
現
れ
た
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
第
四
句
で
本
歌
と
つ
な
が
っ
た
と
き
そ
れ
を
あ

る
程
度
予
期
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
と
い
う
点
で
、
本
歌
の
出
現
に
納
得
し

な
が
ら
も
あ
る
種
の
衝
撃
を
も
感
受
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
さ
の
の
わ
た
り
」

歌
と
は
、
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
る
。

で
は
、
定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」
歌
と
共
通
す
る
特
徴
を
も
つ
歌
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。『
新
古
今
和
歌
集
』
入
集
歌
を
見
わ
た
し
て
も
そ
う
し
た
歌
は
容

易
に
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
近
い
要
素
を
有
し
て
い
る
歌
と
し
て
、『
新

古
今
和
歌
集
』
二
・
春
下
の
次
の
作
を
挙
げ
う
る
程
度
で
あ
る
。

　
　
　
　

百
首
歌
め
し
け
る
時
、
春
歌　

崇
徳
院
御
歌

山
た
か
み
い
は
ね
の
桜
ち
る
時
は
天
の
羽
衣
な
づ
る
と
ぞ
み
る（
一
三
一
）
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「さののわたり」の遠景

本
歌
と
さ
れ
る
の
は
、

　
　
　
　

題
し
ら
ず　

よ
み
人
し
ら
ず

君
が
よ
は
あ
ま
の
は
衣
ま
れ
に
き
て
な
づ
と
も
つ
き
ぬ
い
は
ほ
な
ら
な
ん

（『
拾
遺
和
歌
集
』
五
・
賀
・
二
九
九
）

で
あ
る
。
崇
徳
院
「
山
た
か
み
」
歌
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
の
は
第
四
句
「
天

の
羽
衣
」
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
歌
の
「
君
が
よ
は
」
歌
は
、
仏
説
に

お
け
る
、
き
わ
め
て
長
い
時
間
を
い
う
「
劫
」
の
表
現
を
背
景
と
し
て
い
る
。

当
該
拾
遺
和
歌
集
歌
の
『
奥
義
抄
』
中（

16
）の

釈
に
「
経
云
、
方
四
十
里
石
を
三

年
に
一
度
梵
天
来
て
三
銖
の
衣
に
て
撫
づ
る
に
尽
く
る
を
為
二
一
劫
一ト
。
う
す

く
か
ろ
き
衣
な
り
」（

17
）と

あ
る
こ
と
な
ど
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
四
十
里
四

方
の
巨
大
な
石
を
三
年
に
一
度
来
る
梵
天
が
三
銖
と
い
う
た
い
へ
ん
軽
い
薄
衣

で
撫
で
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
撫
で
尽
く
す
ま
で
の
時
間
を
一
劫
と
す
る
と
い

う
。
本
歌
「
君
が
よ
は
」
は
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
「
君
が
よ
」
の
長
久
を
願

う
賀
歌
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
天
の
羽
衣
」
で
岩
を
撫
で
る
景
を
崇
徳
院
歌
は

取
り
込
ん
で
い
る
。
初
句
「
山
た
か
み
」
で
天
に
向
く
視
線
が
導
か
れ
、
第
二

句
に
「
い
は
ね
」
が
現
れ
る
の
で
、
第
二
句
ま
で
を
聴
い
た
時
点
で
、「
天
の

羽
衣
」
へ
の
連
想
が
は
た
ら
く
可
能
性
は
皆
無
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
、

劫
に
関
す
る
仏
説
は
、「
こ
ろ
も
し
て
な
づ
る
い
は
ほ
の
つ
く
る
ま
で
君
が
齢

を
し
ら
ざ
ら
め
や
は
」（『
海
人
手
古
良
集
』
七
九
）、「
あ
ま
ご
ろ
も
な
づ
る
ち

と
せ
の
岩
ほ
を
も
ひ
さ
し
き
も
の
と
わ
が
お
も
は
な
く
に
」（『
古
今
和
歌
六
帖
』

二
・
い
は
ほ
・
一
〇
〇
四
・
作
者
名
不
記
）、「
み
と
せ
へ
て
あ
ま
の
は
衣
き
て

な
づ
る
い
は
ほ
や
つ
き
ん
君
が
よ
よ
り
は
」（
天
喜
四
年
四
月
『
或
所
歌
合
』

十
四
番
・
祝
・
左
）
な
ど
の
和
歌
に
も
ふ
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
、
和

歌
表
現
に
な
じ
ん
だ
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
往
の
和
歌
で
桜

花
と
天
の
羽
衣
と
が
こ
と
さ
ら
に
結
び
つ
い
て
い
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ

れ
だ
け
に
、
上
の
句
を
聴
い
た
時
点
で
享
受
者
が
「
天
の
羽
衣
」
へ
の
展
開
を

予
測
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
享
受
者
は
、
第
四
句
「
天

の
羽
衣
」
を
聴
い
て
、
は
じ
め
て
本
歌
お
よ
び
背
景
に
あ
る
仏
説
を
想
起
し
、

初
句
「
山
た
か
み
」、
第
二
句
「
い
は
ね
」
が
歌
わ
れ
て
た
事
情
を
な
る
ほ
ど

と
了
解
す
る
。
そ
し
て
、「
天
の
羽
衣
」
が
「
い
は
ね
」
を
撫
で
る
と
い
う
幻

想
的
な
光
景
が
話
主
の
視
線
を
と
お
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
上
の
句
で
は

本
歌
が
想
起
さ
れ
ず
、
第
四
句
で
は
じ
め
て
本
歌
と
つ
な
が
り
、
そ
の
出
現
に

納
得
し
な
が
ら
し
か
も
上
の
句
の
解
釈
を
た
ど
り
な
お
す
こ
と
に
な
る
、
こ
う

し
た
諸
点
に
お
い
て
、
崇
徳
院
「
山
た
か
み
」
歌
は
定
家
「
さ
の
の
わ
た
り
」

歌
と
共
通
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四
―
（
ハ
）
第
五
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
例

数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
第
五
句
ま
で
聴
い
て
か
ら
よ
う
や
く
本
歌
が
念
頭

に
の
ぼ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
、『
新
古
今
和
歌
集
』
四
・
秋
上
に
収
載
の
、

　
　
　
　
（
秋
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
）　

式
子
内
親
王

そ
れ
な
が
ら
昔
に
も
あ
ら
ぬ
秋
風
に
い
と
ど
な
が
め
を
し
づ
の
を
だ
ま
き

（
三
六
八
）

を
取
り
上
げ
て
み
る
。『
式
子
内
親
王
集
』
で
は
、
第
一
百
首
「
前
小
斎
院
御

百
首
」
の
秋
二
十
首
の
う
ち
十
八
首
目
に
み
え
、
第
三
句
を
「
月
影
に
」
と
す

る
伝
本
が
少
な
く
な
い
。「
月
影
に
」
の
場
合
に
は
別
途
の
考
察
も
要
請
さ
れ

る（
18
）が

、こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
秋
風
に
」
の
本
文
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
て
、

本
歌
は
、『
伊
勢
物
語
』第
三
十
二
段
の
歌
で
あ
る
。
章
段
全
体
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　

む
か
し
、
も
の
い
ひ
い
け
る
女
に
、
年
ご
ろ
あ
り
て
、

い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も

が
な
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と
い
へ
り
け
れ
ど
、
な
に
と
も
思
は
ず
や
あ
り
け
む
。

式
子
内
親
王
歌
は
、「
そ
れ
な
が
ら
昔
に
も
あ
ら
ぬ
」
と
や
や
謎
め
い
た
言
い

回
し
で
歌
い
出
さ
れ
る
。
享
受
者
は
、
第
三
句
を
聴
い
て
、
話
主
の
思
い
め
ぐ

ら
し
て
い
る
対
象
が
「
秋
風
」
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
過
去
の
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
冷
気
を
含
み
、
同
じ
よ
う
な
音
を
た
て
て
い
る
も
の
の
、
あ
の
日
あ
の
時

の
秋
風
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
話
主
は
秋
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
思

い
を
抱
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
昔
と
は
我
が
身
の
境
遇
が
す
っ
か
り
違
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

19
）。

第
四

句
「
い
と
ど
な
が
め
を
」
と
続
き
、た
だ
で
さ
え
物
思
い
に
ふ
け
り
が
ち
で
あ
っ

た
の
に
、
秋
風
に
吹
か
れ
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
物
思
い
に
沈
む
話
主
の
心
情
が

示
さ
れ
る
。
第
五
句
「
し
づ
の
を
だ
ま
き
」
は
、
第
四
句
か
ら
「
い
と
ど
な
が

め
を
し
つ
（
サ
変
動
詞
「
す
」
＋
助
動
詞
「
つ
」）」
と
続
き
、さ
ら
に
「
し
つ
」

を
掛
詞
と
し
て
、「
倭し

文づ

の
苧を
だ

環ま
き

」
の
詞
句
が
続
く
。
そ
こ
で
、第
二
句
に
「
昔
」

の
語
が
出
て
い
た
こ
と
が
ふ
り
か
え
ら
れ
つ
つ
、『
伊
勢
物
語
』
の
本
歌
が
想

起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
不
思
議
な
歌
い
お
さ
め
方
で
あ
る
。

直
接
の
意
味
伝
達
を
担
う
こ
と
ば
は
「
な
が
め
を
し
つ
」
ま
で
で
尽
き
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
い
ち
お
う
の
意
味
の
伝
達
は
「
そ
れ
な
が
ら
昔
に
も
あ
ら
ぬ
秋
風

に
い
と
ど
な
が
め
を
し
つ
」
ま
で
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん

歌
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
が
）。
で
は
、
意
味
の
形
成
に
は
直
接
参
与
し
て

い
な
い
か
に
思
わ
れ
る
「（
し
づ
）
の
を
だ
ま
き
」
の
部
分
は
、
ど
の
よ
う
に

受
け
取
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
本
歌
と
の
関
わ
り
が
必
然
と
な
っ
て

く
る
。
歌
は
「
し
づ
の
を
だ
ま
き
」
で
終
わ
り
、
享
受
者
の
聴
い
て
い
る
声
も

そ
こ
ま
で
で
止
む
。
し
か
し
、
そ
れ
を
聴
く
者
の
頭
の
中
で
は
、
こ
れ
に
続
く

本
歌
の
歌
句
、「（
し
づ
の
を
だ
ま
き
）
く
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が

な
」
が
声
な
き
声
と
し
て
響
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の

ま
ま
話
主
の
思
い
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、「
繰
り
返
し
」「
い
と
ど
な
が
め
」
を

す
る
と
い
う
脈
絡
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
な
が
め
」
と
し
て
示
さ
れ
た

物
思
い
の
内
容
が
「
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
で
あ
っ
た
と
知
る
こ
と
に

な
る（

20
）。

末
尾
近
く
で
本
歌
と
つ
な
が
り
、
そ
の
ま
ま
歌
の
こ
と
ば
は
終
わ
っ

て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
直
接
は
取
ら
れ
て
い
な
い
本
歌
の
歌
句
ま
で
も
が
そ
の

ま
ま
続
け
て
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な

本
歌
と
の
関
わ
り
方
は
、
第
五
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
、
そ
こ
で
歌
が
終
わ
る

か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
歌
が
想
起
さ
れ
る
部
位
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
同
様
の
特

徴
を
示
す
と
は
限
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
叙
上
の
ご
と
く
想
定
し
て
み
る
こ
と

で
、
次
の
よ
う
な
様
相
も
窺
わ
れ
た
。
初
句
・
第
二
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る

と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
最
終
的
に
は
「
払
拭
」
さ
れ
る
に
せ
よ
、
歌
境
と
密
接

に
関
わ
り
続
け
る
に
せ
よ
、
本
歌
の
詞
句
を
絶
え
ず
意
識
し
な
が
ら
、
享
受
者

は
一
首
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
、
歌
の
後
半
で
本
歌
が
想
起
さ
れ

る
場
合
、
あ
る
程
度
予
期
し
て
い
た
と
納
得
感
を
抱
く
に
せ
よ
、
新
た
な
展
開

に
よ
り
上
の
句
を
再
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
に
せ
よ
、
す
で
に
形
成
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
理
解
鑑
賞
に
本
歌
の
詞
句
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
る
何
ら
か
の
興
趣
が

も
た
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
五
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
と
、
間
も
な
く
新
歌

の
詞
句
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
け
に
、
本
歌
の
歌
句
が
余
韻
と
し
て
響
き
続
け

る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、第
何
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ
る
か
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
表
現
を
特
徴
づ
け
る
一
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
や
は
り
、
本
歌
取
り
の
表
現
性
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
看
過
で

き
な
い
観
点
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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五　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、『
新
古
今
和
歌
集
』
十
四
・
恋
四
の
、

　
　
　
　
　

家
歌
合
に

摂
政
太
政
大
臣

い
つ
も
聞
く
も
の
と
や
人
の
お
も
ふ
ら
ん
こ
ぬ
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
秋
風
の
声

（
一
三
一
〇
）

に
つ
い
て
、
気
に
な
る
点
を
記
し
て
お
く
。
本
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、

こ
ぬ
人
を
ま
つ
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
秋
風
は
い
か
に
吹
け
ば
か
わ
び
し
か
る
ら
む

（『
古
今
和
歌
集
』
十
五
・
恋
五
・
七
七
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

で
あ
る
。
良
経
「
い
つ
も
聞
く
」
歌
の
下
の
句
に
は
、
本
歌
の
歌
句
が
省
略

を
伴
い
な
が
ら
た
ち
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
良
経
歌
は
『
六
百
番
歌
合
』
の
「
寄

風
恋
」
題
の
作
で
あ
り
、
恋
六
・
十
七
番
左
と
し
て
、
慈
円
の
右
歌
「
心
あ
ら

ば
吹
か
ず
も
あ
ら
な
む
よ
ひ
よ
ひ
に
人
ま
つ
や
ど
の
庭
の
松
風
」
と
合
わ
さ

れ
た（

21
）。

俊
成
判
に
「
左
、『
こ
ぬ
ゆ
ふ
ぐ
れ
』、な
に
の
こ
ぬ
と
も
き
こ
え
ず
や
。

『
秋
風
の
こ
ゑ
』も
こ
と
あ
た
ら
し
く
や
。
右
、『
庭
の
松
風
』、よ
ろ
し
く
聞
ゆ
。

可
レ
為
レ
勝
」
と
あ
り
、
負
と
判
定
さ
れ
て
い
る
。
小
山
順
子
は
良
経
「
い
つ

も
聞
く
」
歌
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
俊
成
判
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る（

22
）。

俊
成
は
、
第
四
句
「
来
ぬ
夕
暮
」
を
、
何
が
来
な
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
。
良
経
の
意
図
と
し
て
は
、
本
歌
の
第
一
・
二
句
「
来
ぬ

人
を
待
つ
夕
暮
れ
の
」
の
「
人
を
待
つ
」
の
部
分
を
、
本
歌
か
ら
推
測
で

き
る
と
し
て
省
略
し
、「
来
ぬ
夕
暮
」
に
そ
の
意
味
を
含
め
た
凝
縮
表
現

を
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
表
現
を
俊
成
は
、
詞
を
省
略
し
た
た
め

に
、
一
首
だ
け
を
聞
い
た
と
き
に
は
対
象
が
不
明
確
と
な
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
五
句
「
秋
風
の
声
」
へ
の
批
判
も
検
討
し
た
う
え
で
、「
俊
成
の

第
四
・
五
句
に
対
す
る
批
判
は
、
良
経
が
本
歌
か
ら
詞
を
省
略
し
、
凝
縮
し
た

表
現
に
対
す
る
批
判
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
上
記
引
用

の
「
詞
を
省
略
し
た
た
め
に
、
一
首
だ
け
を
聞
い
た
と
き
に
は
対
象
が
不
明
確

と
な
っ
た
」
と
あ
る
の
に
示
唆
を
受
け
つ
つ
、
俊
成
の
批
判
は
、
和
歌
を
耳
で

聴
い
て
理
解
鑑
賞
す
る
こ
と
を
も
顧
慮
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
み
る

の
で
あ
る（

23
）。

あ
る
い
は
、
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
と
も
、
判
者
に
あ
っ
て
は
、

音
声
に
よ
る
享
受
の
さ
ま
が
常
に
想
定
さ
れ
て
い
た
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。
と
く
に
本
歌
取
り
が
「
凝
縮
表
現
」
を
伴
う
よ
う
な
場
合
、
書
か

れ
た
新
歌
と
本
歌
を
並
べ
て
見
合
わ
せ
る
の
と
、
音
声
を
聴
く
だ
け
で
新
歌
を

享
受
す
る
の
と
で
は
、
本
歌
取
り
に
関
わ
る
理
解
鑑
賞
の
あ
り
方
に
違
い
が
生

じ
て
く
る
可
能
性
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

前
稿
、
本
稿
で
は
、
一
貫
し
て
、
和
歌
を
聴
く
こ
と
に
よ
る
享
受
に
こ
だ
わ

り
、
個
々
の
和
歌
の
表
現
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
首
が
初
句
か
ら
ゆ
っ

く
り
詠
み
あ
げ
ら
る
の
を
聴
い
た
場
合
の
理
解
鑑
賞
の
さ
ま
を
想
定
し
て
み

た
。
先
の
『
六
百
番
歌
合
』
俊
成
判
の
例
は
、
そ
う
し
た
方
針
の
妥
当
性
を
わ

ず
か
な
が
ら
で
も
補
強
す
る
材
料
に
な
る
か
と
考
え
、取
り
上
げ
て
み
た
。も
っ

と
も
、『
六
百
番
歌
合
』
で
は
、
判
者
の
俊
成
（
釈
阿
）
は
披
講
に
立
ち
会
う

こ
と
は
な
く
、
全
体
が
い
く
つ
か
に
区
分
さ
れ
た
そ
の
一
区
分
ご
と
に
、
番
わ

れ
た
和
歌
と
方
人
た
ち
の
難
陳
と
が
記
さ
れ
た
書
面
を
見
て
加
判
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
お
り（

24
）、

上
條
彰
次
が
子
細
に
検
討
を
加
え
た
よ
う
な
視
覚
的

和
歌
享
受
の
関
与
を
十
分
に
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
普
遍
的
な
水

準
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
鴨
長
明
『
無
名
抄
』
に
、

歌
は
、
当
座
に
こ
そ
人
が
ら
に
よ
り
て
、
よ
く
も
あ
し
く
も
き
こ
ゆ
れ
ど
、

後
朝
に
今
一
度
（「
一
座
」
ヲ
他
本
ニ
ヨ
リ
校
訂
）
し
づ
か
に
み
た
る
た
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び
は
、
さ
は
い
へ
ど
も
、
風
情
も
こ
も
り
す
が
た
も
す
な
ほ
な
る
歌
こ
そ
、

み
と
ほ
し
は
侍
れ
。

と
あ
り
、「
見
る
」
享
受
、
書
か
れ
た
文
字
を
介
し
て
の
理
解
鑑
賞
を
軽
視
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
平
安
時
代
後
期
に
は
、
和
歌
の
初
句
を
「
初
め
の
五

文
字
」、
第
三
句
を
「
中
の
五
文
字
」
な
ど
と
、「
文
字
」「
字
」
の
称
を
も
っ

て
歌
句
を
指
す
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に

あ
る
認
識
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

和
歌
を
聴
く
こ
と
に
よ
る
理
解
鑑
賞
を
試
み
る
に
し
て
も
、
で
は
、
新
古
今

時
代
の
披
講
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
岩
津
資
雄
『
歌
合
せ
の
歌
論
史
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版

部　

一
九
六
三
年
一
一
月
）
で
深
い
関
心
が
も
た
れ
て
考
察
さ
れ
、
田
野
慎
二

に
よ
る
個
別
の
詠
作
機
会
や
方
式
に
関
す
る
論
考（

25
）が

あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
示

唆
を
与
え
ら
れ
る
。
定
家
に
そ
く
し
て
言
え
ば
、
定
家
著
『
和
歌
会
次
第
』（

26
）の

披
講
に
関
わ
る
記
事
内
容
、
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
聴
く
享
受
へ
の
関
心
、
認
識

を
勘
案
し
て
検
討
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
現
存
の
資
料
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
歌
合
、
歌
会
に
お
け
る
具
体
を
個
別
的
に
詳
し
く
知
る
こ
と
は
難
し
い
の
が

実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
定
数
歌
と
歌
合
歌
を
同
列
に
み
て
よ
い
か
と
い
う
問
題

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
勘
案
す
べ
き
事
柄
は
い
く
つ
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
留
保

し
な
が
ら
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
け
れ
ど
も
、
前
稿
、
本
稿
で
は
、
あ
え
て
、

一
首
が
初
句
か
ら
一
句
一
句
詠
み
あ
げ
ら
れ
る
の
を
聴
い
た
場
合
の
理
解
鑑
賞

を
、
ど
の
歌
に
も
想
定
し
て
み
た
。
そ
れ
は
、
文
字
を
介
し
て
の
読
解
に
偏
り

が
ち
の
現
代
人
が
当
時
の
人
々
に
よ
る
理
解
鑑
賞
の
実
態
に
近
づ
く
た
め
の
方

途
と
し
て
、
あ
る
程
度
有
効
で
あ
ろ
う
と
見
込
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

仮
想
的
に
享
受
の
条
件
を
そ
ろ
え
て
み
る
こ
と
で
、
各
歌
の
表
現
の
共
通
性
な

り
差
異
な
り
が
よ
り
際
だ
っ
て
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
も
考
え
る
。

方
法
的
に
も
結
果
的
に
も
ま
さ
に
試
論
な
の
で
あ
る
が
、
大
方
の
ご
批
正
を

仰
ぎ
た
い
。

　

注
（
1
）　

歌
集
等
か
ら
の
引
用
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
歌
番
号
も
含
め
て
、

『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
他
書
か
ら
の
引

用
も
含
め
、
表
記
は
私
意
に
よ
る
。

（
2
）　

拙
稿
「「
さ
の
の
わ
た
り
」
の
遠
景
―
本
歌
取
り
へ
の
一
視
角
―
」（『
国

文
学
論
考
』
五
〇　

二
〇
一
四
年
三
月
）。
以
下
、「
前
稿
」
と
呼
ぶ
。

（
3
）　

後
藤
重
郎
「
新
古
今
集
の
表
現
の
特
性
」（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
17
『
新

古
今
和
歌
集
山
家
集
金
槐
和
歌
集
』〈
角
川
書
店　

一
九
七
七
年
三
月
〉

所
収
）。

（
4
）　
『
無
名
抄
』
の
引
用
は
、
大
曾
根
章
介
・
久
保
田
淳
編
『
鴨
長
明
全
集
』

（
貴
重
本
刊
行
会　

二
〇
〇
〇
年
五
月
）
所
収
の
影
印
・
翻
刻
に
よ
る
。

（
5
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
平

中
物
語
』（
小
学
館　

一
九
九
四
年
一
二
月
）
に
よ
る
。

（
6
）
峯
村
文
人
「
藤
原
俊
成
の
自
讃
歌
の
問
題
」（『
国
語
』
四‒

二

一
九
五
五
年
九
月
）
で
、「
身
に
し
み
て
」
の
主
語
を
鶉
と
す
る
見
解
が
明

示
さ
れ
た
こ
と
が
研
究
上
の
画
期
と
な
っ
た
。
俊
成
「
う
づ
ら
鳴
く
な
り
」

歌
の
表
現
お
よ
び
享
受
に
つ
い
て
は
、後
の
注
（
7
）
所
掲
の
論
考
の
ほ
か
、

谷
知
子
「「
消
失
」
の
景
―
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
法
の
形
成
―
」（『
国
語
と
国

文
学
』
六
三‒

一
二　

一
九
八
六
年
一
二
月
、『
中
世
和
歌
と
そ
の
時
代
』〈
笠
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間
書
院　

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
〉
所
収
）、
上
條
彰
次
校
注
・
和
泉
古
典
叢

書
『
千
載
和
歌
集
』（
和
泉
書
院

一
九
九
四
年
一
一
月
）、赤
瀬
信
吾
「
俊

成
・
俊
恵
の
自
讃
歌
と
本
歌
取
り
」（
石
橋
義
秀
・
寺
川
眞
知
夫
・
廣
田
哲

通
・
三
村
晃
功
編
『
仏
教
文
学
と
そ
の
周
辺
』
和
泉
書
院　

一
九
九
八
年

五
月
）、渡
部
泰
明『
中
世
和
歌
の
生
成
』（
若
草
書
房　

一
九
九
九
年
一
月
）、

五
月
女
肇
志
「
藤
原
俊
成
自
讃
歌
考
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
八‒

三　

二
〇
〇
一
年
三
月
、『
藤
原
定
家
論
』〈
笠
間
書
院

二
〇
一
一
年
二
月
〉

所
収
）、
小
林
一
彦
「
歌
を
つ
く
る
人
々
」（
池
田
利
夫
編
『
野
鶴
群
芳
古

代
中
世
国
文
学
論
集
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）
等
参
照
。

（
7
）
注
（
6
）
峯
村
論
文
で
も
、「
享
受
者
が
、「
夕
さ
れ
ば
」
か
ら
「
身

に
し
み
て
」
ま
で
読
み
下
し
て
行
く
。
そ
の
時
、
秋
風
の
身
に
し
み
わ
た

る
情
感
は
、
作
者
自
身
の
も
の
と
し
て
、
か
な
り
切
実
に
享
受
者
の
心
に

伝
は
つ
て
来
る
で
あ
ら
う
」
と
し
た
う
え
で
、「
し
か
し
、
そ
れ
は
、
実

は
作
者
の
心
か
ら
鶉
に
移
入
さ
れ
て
ゐ
る
情
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
解

し
て
い
た
。
峯
村
論
文
に
対
し
て
、
早
く
「
私
は
、「
身
に
し
み
て
」
の

主
語
は
、
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
鶉
で
も
あ
る
の
だ
と
思
う
」
と
反
論
な

い
し
は
修
正
見
解
を
示
し
た
早
坂
澄
子
「
俊
成
歌
論
に
つ
い
て
」（『
国
文
』

五

一
九
五
六
年
七
月
）
に
は
、「「
身
に
し
み
て
」
が
、
第
一
に
は
作
者

の
情
感
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
次
に
は
「
鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里
」
の
句

に
よ
つ
て
、
自
然
に
鶉
の
感
情
で
も
あ
る
か
の
様
に
、
趣
が
移
さ
れ
て
行

く
と
こ
ろ
に
、歌
の
陰
影
も
生
じ
て
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
あ
る
。

以
下
、
い
く
つ
か
見
解
を
掲
げ
て
お
く
。
久
松
潜
一
編
校
・
中
世
の
文
学

『
歌
論
集
一
』（
三
弥
井
書
店

一
九
七
一
年
二
月
）
所
収
の
松
野
陽
一
に

よ
る
古
来
風
体
抄
の
補
注
に
は
、「
た
そ
が
れ
せ
ま
る
深
草
野
の
野
面
を

渡
っ
て
く
る
風
を
身
に
し
み
て
感
じ
い
る
の
は
、
第
一
義
的
に
は
、
鶉
に

化
し
た
女
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
俊
恵
を
も
錯
覚
せ
し
め
た
如
く
、
歌

を
詠
み
下
し
て
鑑
賞
し
た
場
合
に
は
、
作
者
が
そ
の
野
に
立
っ
て
感
じ

入
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
せ
る
複
合
的
な
効
果
を
意
識
し
た
歌
と
な
っ

て
い
る
」
と
あ
る
。『
古
典
文
学
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』（『
国
文
学
解
釈
と

教
材
の
研
究
』
三
七‒

一
五

一
九
九
二
年
一
二
月
）
所
載
の
錦
仁
「
本

歌
取
」
に
は
、「
初
句
か
ら
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
ゆ
く
と
、
歌
は
一
人
称
の

文
芸
な
の
で「
野
辺
の
秋
風
」が
身
に
し
み
る
の
は
野
原
に
佇
む
作
者（
＝

私
）
と
受
け
と
れ
る
が
、
下
句
に
ゆ
く
と
「
鶉
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
、
結
句
「
深
草
の
里
」
か
ら
そ
こ
を
舞
台
と
す
る
『
伊
勢
物
語
』

を
想
起
す
る
読
者
に
は
、「
鶉
」
は
物
語
中
の
女
の
こ
と
だ
と
知
ら
れ
る
、

と
い
う
仕
組
み
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
渡
部
泰
明
「『
無
名
抄
』「
俊
成

自
讃
歌
事
」
の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
」（『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い

教
材
論
〉
へ
古
典
編
３
』
右
文
書
院

二
〇
〇
三
年
一
月
）
に
は
、「「
夕

さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
」
と
い
う
上
句
を
見
て
、
も
し
く
は
聞

い
て
、誰
が
作
者
以
外
だ
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
よ
ほ
ど
の
変
わ
り
者
以
外
、

ま
ず
は
１
０
０
％
、
作
者
の
感
覚
を
表
現
し
て
い
る
と
感
じ
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
、
こ
の
作
品
を
味
わ
う
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
に

な
る
。（
中
略
）「
身
に
し
み
る
」
の
は
、
作
者
で
も
あ
り
、
鶉
で
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
上
句
を
詠
ん
だ
時

に
読
者
が
味
わ
う
、
身
に
し
み
る
の
は
作
者
だ
、
と
い
う
実
感
を
そ
っ
く

り
残
存
さ
せ
つ
つ
、
実
は
身
に
し
み
て
い
る
の
は
鶉
で
も
あ
っ
た
の
だ
、

と
下
句
に
至
っ
て
明
か
さ
れ
る
、と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
、
表
現
の
機
微
が
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

川
平
ひ
と
し
「
本
歌
取
と
本
説
取
―
〈
も
と
〉
の
構
造
―
」（『
中
世
和

歌
論
』〈
笠
間
書
院　

二
〇
〇
三
年
三
月
〉
所
収
、
初
出
は
和
歌
文
学
論
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集
8
『
新
古
今
集
と
そ
の
時
代
』
風
間
書
房　

一
九
九
一
年
五
月
）。

（
9
）　
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
注
釈
書
類
に
つ
い
て
は
、
次
の
略
号
を
用
い
る
。

　
　
『
大
系
』
…
久
松
潜
一
・
山
崎
敏
夫
・
後
藤
重
郎
校
注
・
日
本
古
典
文
学

大
系
28
『
新
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
八
年
二
月
）。

　
　
『
全
書
』
…
小
島
吉
雄
校
注
・
日
本
古
典
全
書
『
新
古
今
和
歌
集
』（
朝
日

新
聞
社　

一
九
五
九
年
六
月
）。

　
　
『
完
本
評
釋
』
…
窪
田
空
穂
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釋
』
上
・
中
・
下

（『
窪
田
空
穂
全
集
』
二
十
二
～
二
十
四
〈
角
川
書
店　

一
九
六
六
年
・
七
月
・
一
〇
月
、
一
九
六
七
年
二
月
〉
に
よ
る
）。

　
　
『
新
編
全
集
』
…
峯
村
文
人
校
注
・
訳
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43
『
新

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館　

一
九
九
五
年
五
月
）。

　
　
『
集
成
』
…
久
保
田
淳
校
注
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
新
古
今
和
歌
集
』
上
・

下
（
新
潮
社　

一
九
七
九
年
三
月
・
九
月
）。

　
　
『
新
大
系
』
…
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
11
『
新

古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
二
年
一
月
）。

　
　
『
全
注
釈
』
…
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』
一
～
六
（
角
川
学

芸
出
版　

二
〇
一
一
年
一
〇
月
～
二
〇
一
二
年
三
月
）。

　
　

本
歌
の
認
定
は
、
い
ち
お
う
『
全
書
』『
新
大
系
』『
全
注
釈
』
の
う
ち
二

書
以
上
に
本
歌
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
基
準
と
し
、
一
書
の
み
が
取
り
上

げ
て
い
る
も
の
は
適
宜
判
断
し
た
。
こ
れ
も
い
ち
お
う
の
方
針
で
あ
り
、

最
終
的
に
は
稿
者
の
見
解
に
よ
る
。
ま
た
、
第
何
句
で
本
歌
が
想
起
さ
れ

る
か
も
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
く
、
結
局
は
私
見
に
よ
る
。
し
た
が
っ

て
、
数
値
は
、
算
出
す
る
に
あ
た
っ
て
二
重
の
不
確
定
要
素
が
存
す
る
の

で
、
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
目
安
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
だ
い
た
い
の

傾
向
を
と
ら
え
る
の
に
支
障
は
無
い
と
考
え
る
。

（
10
）
本
歌
合
の
催
行
と
和
歌
所
に
つ
い
て
は
、
谷
知
子
「
後
鳥
羽
院
と
元
久

元
年
十
一
月
十
日
「
春
日
社
歌
合
」
―
和
歌
所
で
神
社
奉
納
歌
合
を
催
す

と
い
う
こ
と
―
」（『
明
月
記
研
究
』
一
〇　

二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
参
照
。

（
11
）　

君
嶋
亜
紀
「
本
歌
取
分
類
の
試
み
―
藤
原
良
経
の
歌
を
題
材
と
し
て

―
」（『
平
安
文
学
研
究
生
成
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
一
一
月
）。

（
12
）
『
大
系
』『
完
本
評
釋
』『
新
編
全
集
』『
全
注
釈
』
な
ど
が
天
の
岩
戸
神

話
を
ふ
ま
え
て
解
釈
し
て
い
る
。
一
方
、『
新
大
系
』は
初
句
に
つ
い
て「
春

日
社
の
祭
神
、藤
原
氏
の
遠
祖
で
あ
る
天
児
屋
根
命（
あ
め
の
こ
や

ね
の
み
こ
と

）
に
因
ん
で
、

日
本
書
紀
・
神
代
下
「
引
二
開
（
ひ
き
あ
け

）
天
磐
戸
一
、
排
二
分
（
お
し
わ
け

）
天
八
重

雲
一
」（
天
孫
降
臨
条
）
も
連
想
さ
れ
て
い
る
か
」
と
注
す
る
。

（
13
）　
『
奥
義
抄
』下
巻
余
の
引
用
は
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
35『
平

安
時
代
歌
論
集
』（
八
木
書
店　

一
九
七
七
年
五
月
）
に
よ
る
。

（
14
）　
『
全
注
釈
』
は
「
月
は
し
ば
し
ば
鏡
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ

で
も
天
照
大
神
の
姿
を
映
し
た
八
咫
の
鏡
へ
の
連
想
が
働
い
て
い
る
と
考

え
る
」
と
す
る
。

（
15
）
例
え
ば
『
全
注
釈
』
に
は
「
古
今
集
に
は
、
待
っ
て
い
る
恋
人
は
来
な

い
で
有
明
の
月
が
出
て
し
ま
っ
た
と
い
う
趣
向
も
「
今
こ
む
と
い
ひ
し
許

に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ち
い
で
つ
る
哉
」（
恋
四
・
六
九
一

素
性
）

の
ご
と
く
歌
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
来
な
い
で
有
明

の
月
が
出
た
の
で
あ
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
ま
ま
、
恋
人
な

の
で
あ
る
」
と
い
う
鑑
賞
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　
『
奥
義
抄
』
中
の
引
用
は
大
東
急
記
念
文
庫
善
本
叢
刊
中
古
中
世
篇
4

『
和
歌
Ⅰ
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
三
年
四
月
）
に
よ
る
。

（
17
）　
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
に
「
金
光
明
云
」
と
し
て
引
か
れ
る
「
一
小
劫
」

の
説
明
と
共
通
す
る
。
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「さののわたり」の遠景

（
18
）　

本
歌
と
し
て
、
奥
野
陽
子
・
私
家
集
全
釈
叢
書
28
『
式
子
内
親
王
全
釈
』

（
風
間
書
院　

二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
が
掲
げ
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』

第
四
段
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の

身
に
し
て
」
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
19
）　

多
く
の
注
釈
書
等
は
、
秋
風
は
昔
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、（
そ
れ

を
と
ら
え
る
自
分
が
昔
の
ま
ま
で
な
い
た
め
に
）
昔
と
は
違
っ
て
感
じ
ら

れ
る
と
い
っ
た
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
、
以
下

の
行
論
に
は
影
響
し
な
い
と
考
え
る
。

（
20
）　

本
居
宣
長
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
「
結
句
は
、〽昔
を
今
に
な
す
よ
し

も
哉
の
意
を
ふ
く
め
た
る
詞
な
り
」（『
新
古
今
集
古
注
集
成
近
世
新
注

編
Ⅰ
』〈
笠
間
書
院　

二
〇
〇
四
年
六
月
〉
に
よ
る
）
と
あ
る
の
に
対
し
、

『
尾
張
廼
家
苞
』
は
「
し
づ
の
を
環
は
、
上
の
句
の
む
か
し
に
相
応
じ
て

一
首
を
し
た
つ
る
器
財
也
。
別
に
義
あ
る
事
に
あ
ら
ず
」（
版
本
に
よ
る
）

と
対
照
的
な
見
解
を
記
す
。
近
現
代
の
注
釈
に
お
い
て
も
、
本
歌
の
詞
句

お
よ
び
内
容
を
ど
の
範
囲
ま
で
ど
の
程
度
関
わ
ら
せ
て
解
釈
す
る
か
、
そ

れ
ぞ
れ
差
異
が
み
ら
れ
る
。
注
（
18
）
奥
野
の
注
釈
書
で
は
、「「
し
づ
の

を
だ
巻
」
は
古
代
の
織
物
の
一
種
で
あ
る
倭
文
を
織
る
た
め
の
麻
な
ど
を

玉
に
巻
い
た
も
の
で
、
糸
を
繰
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
、「
繰
り
返
し
」
の

序
詞
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
用
法
を
用
い
た
や
は
り
伊
勢
物
語
の

本
歌
②
を
意
識
し
、
こ
の
歌
の
三
句
以
下
「
繰
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す

よ
し
も
が
な
」
を
余
情
と
し
て
響
か
せ
て
い
る
」
と
、
本
歌
の
歌
句
を
比

較
的
密
接
に
関
わ
ら
せ
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
、
第
五
句
で

本
歌
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
の
特
性
を
も
勘
案
し
て
、
こ
こ
で
本
歌
の
歌
句

が
ま
る
ご
と
再
生
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
み
た
。

（
21
）
良
経
「
い
つ
も
聞
く
」
歌
は
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
六
十
九
番
右
に

も
採
ら
れ
て
お
り
、そ
こ
で
は
お
お
か
た
の
伝
本
に
第
五
句
「
松
風
の
声
」

と
あ
る
。『
六
百
番
歌
合
』
に
も
、
ま
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
も
第
五

句
「
松
風
の
声
」
と
す
る
伝
本
が
存
す
る
。
小
林
強
「
藤
原
良
経
作
「
い

つ
も
き
く
物
と
や
人
の
」
少
考
―
第
五
句
の
異
文
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
解

釈
』
三
四‒

七　

一
九
八
八
年
七
月
）
で
は
、
各
作
品
の
本
来
の
本
文
に

つ
き
「
六
百
番
歌
合
「
松
風
の
声
」
→
後
京
極
殿
御
自
歌
合
「
秋
風
の
声
」

→
新
古
今
集「
秋
風
の
声
」」と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、小
山
順
子「
藤

原
良
経
の
本
歌
取
り
凝
縮
表
現
に
つ
い
て
―
『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
を

中
心
に
―
」（『
国
語
国
文
』
七
〇‒

五　

二
〇
〇
一
年
五
月
）
で
は
、『
六
百

番
歌
合
』
の
「
秋
風
の
声
」
を
直
接
の
出
典
と
す
る
『
新
古
今
和
歌
集
』

は
「
秋
風
の
声
」、
他
方
、『
後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
は
改
作
さ
れ
て
「
松

風
の
声
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
六
百
番
歌
合
』
の
本
文
事

情
は
複
雑
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、か
り
に
歌
、判
詞
と
も
に
本
来
は
「
秋

風
の
声
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
。

（
22
）
注
（
21
）
小
山
論
文
。

（
23
）
田
野
慎
二
「
俊
成
判
詞
に
お
け
る
初
句
批
評
―
初
句
と
下
句
と
の
照
応

関
係
を
中
心
に
―
」（『
広
島
国
際
大
学
医
療
福
祉
学
科
紀
要
』
創
刊
号　

二
〇
〇
五
年
三
月
）
に
、『
千
五
百
番
歌
合
』
二
百
八
十
九
番
・
右
・
勝
「
そ

な
た
へ
は
帰
ら
ぬ
春
と
知
り
な
が
ら
暮
る
れ
ば
つ
ら
き
に
し
の
山
の
端
」

（
丹
後
）
に
つ
い
て
の
俊
成
判
を
「
右
歌
、
は
じ
め
に
、「
そ
な
た
へ
は
」

と
を
け
る
や
、
い
づ
れ
の
か
た
ぞ
と
き
こ
え
侍
ら
む
。
下
句
に
、「
く
る

れ
ば
つ
ら
き
に
し
の
山
の
は
」
と
い
ひ
つ
れ
ば
、
か
な
ひ
て
侍
う
へ
に
、

す
ゑ
の
句
、
心
す
が
た
宜
く
侍
り
」
と
引
き
、「
視
点
人
物
が
西
を
意
識

し
て
「
そ
な
た
へ
は
」
と
詠
じ
て
い
る
の
は
、
下
句
の
表
現
に
よ
っ
て
了

解
さ
れ
る
が
、「
い
づ
れ
の
か
た
ぞ
と
き
こ
え
侍
ら
む
」
に
注
意
す
る
な
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ら
ば
、
俊
成
は
、
和
歌
が
披
講
さ
れ
る
場
を
想
定
し
、
そ
の
唐
突
さ
を
難

じ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
例
な
ど
も
、
本
歌
取
り
に
関
わ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
参
考
に
な
る
。
な
お
、
同
「
披
講
法
と
和
歌
の
解
釈
―
『
水
無
瀬

殿
恋
十
五
首
歌
合
』
の
判
詞
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
七

　

一
九
九
五
年
八
月
）
に
は
、『
千
五
百
番
歌
合
』
八
百
九
十
七
番
の
定

家
判
に
つ
い
て
「
定
家
が
判
詞
の
執
筆
に
際
し
て
、
披
講
の
仕
方
が
歌
の

解
釈
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
留
意
し
て
批
評
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と

の
指
摘
が
あ
る
。

（
24
）　

松
野
陽
一
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』（
笠
間
書
院　

一
九
七
三
年
三
月
）、

上
條
彰
次『
藤
原
俊
成
論
考
』（
新
典
社　

一
九
九
三
年
一
一
月
）等
参
照
。

（
25
）　

注
（
23
）
所
掲
論
文
の
ほ
か
、「
後
鳥
羽
院
の
『
三
体
和
歌
』
―
歌
会

の
場
と
六
首
の
構
成
―
」（『
国
文
学
攷
』
一
四
六　

一
九
九
五
年
九
月
）、

「
新
古
今
時
代
に
お
け
る
和
歌
会
歌
の
特
色
に
つ
い
て
―
二
つ
の
披
講
順

に
注
目
し
て
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
九　

一
九
九
七
年
三
月
）、「
和

歌
披
講
時
に
お
け
る
講
師
の
「
声
」
の
規
定
の
変
化
に
つ
い
て
―
「
不
微
」

か
ら
「
微
音
」
へ
―	

」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
七　

一
九
九
七

年
一
二
月
）
な
ど
。

（
26
）　

川
平
ひ
と
し
「
定
家
著
『
和
歌
書
様
』『
和
歌
会
次
第
』
に
つ
い
て
―
付
・

本
文
翻
刻
―
」（『
跡
見
女
子
大
学
紀
要
』
二
一　

一
九
八
八
年
三
月
。
論

文
部
分
は
注
（
8
）『
中
世
和
歌
論
』
に
所
収
。
本
文
翻
刻
を
含
め
全
体

は『
中
世
和
歌
テ
キ
ス
ト
論
』〈
笠
間
書
院　

二
〇
〇
八
年
五
月
〉に
収
録
）

に
、
書
誌
お
よ
び
内
容
に
わ
た
る
考
究
が
あ
る
。

受
領
日　

二
〇
一
四
年
五
月
七
日	

受
理
日　

二
〇
一
四
年
六
月
四
日
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