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一 

本
稿
の
意
識
と
目
的 

古
今
集
に
於
る
四
季
歌
と
戀
歌
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
四
季
歌
の
配
列
か
ら
は
「實

在
の
景
物
」か
ら
「喩
の
言
葉
」への
變
化
と
い
ふ
〈喩
〉の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
見
出
さ
れ
、

同
樣
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
戀
の
部
立
に
も
見
出
さ
れ
得
可
き
こ
の
此
の
部
立
間
の
綿
密

な
關
係
を
示
す
指
摘

（
１
）

が
先
學
に
よ
り
多
く
爲
さ
れ
て
來
た
。
然
程
遠
か
ら
ざ
る
時
代

に
編
纂
せ
ら
れ
し
以
後
の
勅
撰
和
歌
集
な
ど
を
見
て
も
、
古
今
集
に
於
て
指
摘
せ
ら

る
ゝ
樣
樣
な
特
徴
は
能
く
受
け
繼
が
れ
た
る
と
見
ゆ
る
が
、
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
と
い

ふ
身
に
餘
る
大
命
に
身
を
浴
せ
し
其
上
の
智
識
人
達
に
古
今
集
への
リ
ス
ペ
ク
ト
の
あ
り

し
こ
と
を
間
違
ひ
の
な
い
も
の
と
考
へる
な
ら
ば
、
後
撰
集
や
新
古
今
和
歌
集
に
見
ら

る
ゝ
が
如
き
四
季
歌
と
戀
歌
の
範
圍
の
曖
昧
性
な
ど
を
古
今
に
も
見
出
さ
ん
と
す
る
事

は
、
つ
ゆ
に
強
ち
で
は
な
か
ら
う
。
本
稿
で
は
、
古
今
和
歌
集
に
於
て
四
季
と
戀
と
の
部

立
に
跨
る
自
然
表
現
や
此
の
歌
集
編
纂
せ
し
撰
者
た
ち
に
影
響
を
與
へた
る
同
時
代
の

作
品
に
注
目
し
、
戀
の
部
、
四
季
の
部
に
於
る
範
疇
の
明
確
化
を
試
む
。 

中 
 

野 
 
 

佑 
 

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
づ
第
二
節
で
は
、
本
稿
に
於
て
問
題
と
す
る

四
季
歌
を
中
心
に
し
て
古
今
集
に
於
る
部
立
の
樣
態
と
そ
れ
を
形
成
す
可
き
背
景
を

確
認
、
第
三
節
で
は
所
載
歌
の
特
に
多
い
撰
者
四
名
に
絞
り
彼
ら
の
作
品
の
性
質
を 

考
察
し
、
四
節
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
へた
上
で
、
古
今
集
に
於
る
各
部
の
歌
を
自
立

語
單
位
で
集
積
、
其
の
調
査
結
果
を
提
示
し
、
戀
歌
と
四
季
歌
と
の
範
圍
に
係
る
條
件

を
顯
か
に
し
た
い
。
纒
め
と
し
て
五
節
で
は
、
本
稿
に
て
顯
か
と
な
れ
る
結
果
を
基
に
先

蹤
を
考
慮
し
、
本
研
究
の
位
置
附
け
に
つ
い
て
述
ぶ
。 

 

二 

四
季
歌
の
樣
態 

 
歌
集
と
し
て
新
選
萬
葉
集
の
次
に
位
置
す
る
古
今
集
は
、
春
・夏
・秋
・冬
・賀
・離
別
・覊

旅
・物
名
・戀
・哀
傷
・雜
・雜
體
・大
歌
所
御
歌
に
大
別
せ
ら
れ
、
初
め
て
大
々
的
季
わ 



 

 

 
け
が
行
は
れ
た
。
四
季
歌
の
特
徴
と
し
て
考
へ
ら
る
ゝ
こ
と
を
外
觀
せ
ば
、
ま
づ
は
季
節

意
識
と
自
然
美
の
類
型
、
樣
式
の
確
立
と
い
ふ
こ
と
が
指
摘
せ
ら
る
。
ま
こ
と
そ
の
時
代

の
み
が
產
み
出
し
得
る
も
の
で
あ
り
古
今
の
各
卷
や
四
季
歌
の
數
々
に
照
ら
し
合
は
せ

て
み
て
も
大
相
い
み
じ
い
も
の
を
感
じ
さ
す
る
が
、
こ
れ
ら
自
然
美
の
類
型
及
び
樣
式
の

確
立
を
誘
引
せ
し
む
可
き
も
の
を
想
定
せ
ば
、
次
の
三
つ
の
如
く
に
な
る
。 

 

（甲
）自
然
に
對
す
る
感
覺
が
研
澄
ま
さ
れ
、
風
物
を
美
的
に
享
受
す
る
姿
勢
が
確
立 

せ
ら
れ
し
こ
と 

（乙
）景
物
に
つ
い
て
の
椊
が
設
定
せ
ら
れ
、
自
然
を
解
釋
す
る
上
で
の
共
通
の
地
盤
の 

確
立
せ
ら
れ
し
こ
と 

（丙
）汎
神
論
の
提
示
た
る
可
き
、
單
な
る
擬
人
化
に
留
ま
ら
ぬ
夥
し
き
自
然
情
景
の 

人
化
が
初
め
て
大
々
的
に
行
は
れ
し
こ
と 

 

ま
づ
甲
に
つ
い
て
、
古
今
の
歌
が
そ
れ
以
前
の
歌
と
比
し
て
如
何
に
風
物
を
美
的
に
享
受 

し
た
か
を
六
歌
仙
の
歌
に
つ
い
て
見
る
。 

㊀ 

花
の
色
は 

う
つ
り
に
け
り
な 

い
た
づ
ら
に 

わ
が
身
世
に
ふ
る 

な
が
め
せ 

し
ま
に 

㊁ 

巨
勢
山
の 

つ
ら
つ
ら
椿 

つ
ら
つ
ら
に 

見
つ
ゝ
偲
な
は 

巨
勢
の
春
野
を 

㊀
は
古
今
「春
下
」に
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
歌
で
あ
り
、
櫻
花
の
盛
り
に
折
か
ら
の
春
雨
が 

止
む
こ
と
な
く
降
り
續
き
、
見
に
行
か
れ
ず
ゐ
た
間
に
櫻
は
咲
け
る
甲
斐
も
な
く
衰
へ 

 

て
し
ま
つ
た
だ
ら
う
と
嘆
い
た
歌
で
、
大
意
は
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。 

「櫻
ノ
花
ノ
美
シ
キ
色
ハ
咲
イ
タ
甲
斐
モ
ナ
ク
衰
ヘ
テ
シ
マ
ツ
タ
事
ダ
ナ
ア
、
私
自
身
ガ
現 

世
ニ
テ
モ
ノ
思
ヒ
ヲ
シ
乍
ラ
過
ス
長
雨
ノ
間
ニ…

…

。
」 

歌
の
構
成
を
文
法
的
に
繙
け
ば
、
「う
つ
り
に
け
り
な
」の
「な
」は
［ダ
ナ
ア
］、
或
は
［～

ダ
ネ
］と
い
つ
た
感
動
や
詠
嘆
を
表
す
可
き
含
み
で
用
ゐ
ら
る
ゝ
口
語
的
な
終
助
詞
た

り
、
『あ
ゆ
ひ
抄
』（一
七
七
三
刊
）に
説
明
が
あ
る
通
り
に
次
の
如
く
解
せ
ら
れ
、 

「里
（な
あ
）と
い
ふ
。
人
に
い
ひ
か
く
る
詞
な
が
ら
、
思
ひ
あ
ま
り
て
ひ
と
り
ご
と
に 

も
い
ふ
べ
し
（詠
嘆
何
な
）」 

把
握
し
た
結
果
を
自
分
自
身
に
對
し
語
り
か
け
確
認
せ
る
獨
白
的
叙
述
ゆ
ゑ
に
「お
も

ひ
あ
ま
り
て
ひ
と
り
ご
と
に
も
い
ふ
べ
し
」と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
次
に
第
四
句
の
「ふ
る
」

か
ら
自
然
に
導
か
れ
る
體
言
は
五
句
の
「な
が
め
」と
理
解
せ
ら
れ
、
ま
た
然
ら
ず
ば
こ

の
部
分
の
掛
詞
は
成
立
せ
ざ
る
か
ら
に
動
詞
の
「な
が
む
」は
使
用
が
許
容
せ
ら
れ
ず
、

動
詞
と
連
用
體
言
と
に
共
通
の
「な
が
め
」の
形
を
と
り
そ
の
「な
が
め
」を
用
言
化
す
る

た
め
に
サ
變
動
詞
を
後
置
せ
し
め
て
過
去
の
助
動
詞
た
る
「せ
し
」を
添
は
せ
れ
ば
「な

が
め
せ
し
」と
な
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
第
四
句
「わ
が
身
世
に
ふ
る
」は
序
詞
で
も
あ
り
、
嘆
き
の
意
た
る
「な
が
め
」を
導

き
そ
れ
を
同
意
の
「長
雨
」に
轉
ぜ
し
め
こ
の
序
詞
は
長
雨
を
修
飾
し
て
ゐ
る
も
の
に
な 

つ
て
ゐ
る
。
序
詞
は
萬
葉
集
に
も
多
い
も
の
で
あ
る
か
ら
新
鮮
さ
は
な
い
が
、
併
し
萬
葉 

の
序
詞
は
㊁
の
如
く
「つ
ら
つ
ら
椿
」が
直
後
の
「つ
ら
つ
ら
に
」と
頭
韻
を
踏
み
リ
ズ
ミ
カ

ル
に
絡
み
氣
分
的
趣
き
を
こ
れ
に
添
ふ
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
詠
人
受
詠
人
と
も
に 



 

 

 
目
に
し
た
風
物
を
捉
へそ
の
ま
ゝ
の
形
で
素
直
に
表
現
す
る
事
を
基
本
と
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
且
つ
は
小
野
小
町
の
㊀
の
歌
に
於
る
序
詞
「わ
が
身
世
に
經
る
」は
さ
う
し
た
輕 

い
も
の
で
は
な
く
、
身
世
を
大
觀
せ
る
頗
る
重
い
意
味
を
持
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

懸
り
た
る
「長
雨
」と
い
ふ
詞
は
斯
か
る
歌
に
あ
つ
て
亦
副
次
的
な
要
素
で
あ
つ
た
が
た

め
に
却
て
重
さ
が
加
は
り
序
詞
が
一
首
の
主
意
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
起
さ
せ
得

る
。
か
う
し
た
序
詞
は
萬
葉
の
哥
に
は
見
ら
れ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
風
物
を
美
的
に
感

受
し
た
結
果
で
あ
り
、
一
首
の
歌
に
あ
つ
て
自
然
と
人
事
と
が
對
當
の
重
さ
を
與
へら
れ

た
と
い
へる
手
法
で
あ
る
と
い
へる
。 

 

次
に
、
乙
に
於
る
「景
物
に
於
る
椊
の
設
定
」と
は
何
か
を
述
ぶ
。 

春
夏
秋
冬
各
々
が
季
節
は
自
ら
を
代
表
せ
し
む
可
き
景
物
を
有
し
て
を
り
、
こ
れ
は
或

る
獨
立
せ
る
景
物
に
於
る
椊
の
設
定
（必
ず
し
も
個
々
の
景
物
同
士
が
椊
に
よ
り
區
切

ら
れ
る
譯
で
は
な
い
が
）に
よ
つ
て
影
響
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「景
物
に
於
る
椊
の
設
定
」は

四
季
歌
各
部
立
に
於
る
代
表
的
景
物
の
椊
の
確
定
に
よ
り
外
圓
的
に
說
明
せ
ら
る
ゝ
か

ら
に
、
「景
物
の
椊
」を
論
じ
る
上
で
ま
づ
こ
れ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
。 

日
本
文
學
研
究
資
料
叢
書
・古
今
和
歌
集
に
て
こ
の
點
を
論
じ
た
新
井
榮
蔵
氏
は
、
各

部
立
に
於
る
象
徴
的
景
物
を
對
立
的
構
造
か
ら
演
繹
し
次
の
樣
に
述
ぶ
。 

「古
今
和
歌
集
の
編
輯
に
於
る
歌
の
詠
み
と
歌
の
選
擇
、
さ
ら
に
歌
の
配
列
に
於
て
貫
か 

れ
た
基
本
的
理
念
は
、
對
立
と
い
ふ
も
の
ご
と
の
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
對 

立
は
も
の
ご
と
の
間
の
卽
目
的
な
對
立
と
し
て
で
は
な
く
、
撰
者
、
こ
と
に
貫
之
の
主
觀

を
通
し
て
も
の
ご
と
と
そ
の
關
係
を
、
對
象
的
・反
省
的
に
把
み
直
し
た
う
へで
、
そ
こ
に 

 

表
一
（２
） 

              

對
立
を
見
出
し
そ
の
見
出
し
た
對
立
を
利
用
し
て
集
の
構
造
を
成
立
さ
せ
て
い
く
こ
と 

に
集
の
立
体
的
統
一
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
」 

斯
か
る
論
考
で
擧
げ
ら
れ
た
各
部
立
を
象
徴
す
可
き
景
物
は
次
の
如
く
で
あ
り
、 

 
 
 
 

「春
」 
花
（類
）  

 
 
 
: 

 
 

「秋
」 

菊
（種
） 

 
 
 
 

「夏
」 

ほ
と
と
ぎ
す 

 
: 

 
 

「冬
」 

雪 
 

歌
數

卷

二

秋
 
　
歌
　
 
上

二

一一

七

五

〇一

八

五

二

五

三一

三

二

五

九一

三一

五二

三

五

          花郞女

　袴藤    

　キヽス花    

　草秋    

リ終ノ秋     

秋
 
　
歌
　
 
上

秋
 
歌
 
下

虫  　

雁 　 

　鹿  　

　萩  　

　露 　

ヂミモ    

菊

葉落

田ノ秋

類　　　分

　日ノ秋立　  

風秋  　

　夕七　  

　キシ悲ハ秋 　 

　月ノ秋  　

歌
數

卷

二

七

三

四

七

二

二

二

二

七一

〇二 　櫻ク咲

一二 　櫻ル散

四一 　花ク咲

五一 　花ル散

二

五

六

三

吹山

春ク逝

リ終ノ春

　柳 　 

　鳥  　

　雁ル歸  　

　梅 　

類　　　分

　藤

春
 
　
歌
　
 
上

春
 
　
歌
　
 
下

　日ノ春立　  

　雪殘  　

　メ初ノ春　  

　鶯 　 

　野ノ春  　

　綠  　

櫻

（一四）

花

（九二）



 

 

 
こ
の
論
考
に
於
て
擧
げ
ら
れ
る
右
の
景
物
の
當
否
に
つ
い
て
の
檢
證
は
第
四
節
に
讓
る
こ 

と
ゝ
す
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
は
北
川
原
平
蔵
氏
は
新
井
氏
の
論
考
を
充
補
、
「對
立
的 

構
造
」を
「對
應
（對
比
）的
構
造
」と
解
直
し
、
新
日
本
古
典
文
學
大
系
に
於
る
本
文
脚 

註
を
「主
題
」「景
物
」な
ど
に
よ
り
分
類
し
て
歌
群
を
一
覧
（表
一
）、
次
の
や
う
な
部

分
的
補
足
を
加
へて
ゐ
る
。 

「春
歌
下
の
花
は
二
九
首
で
あ
る
が
、
鶯
を
詠
み
込
ん
だ
歌
（一
〇
〇
、
一
〇
五
～
一
一 

〇
）の
七
首
は
梅
花
と
見
ら
れ
や
う
が
、
他
は
凡
て
櫻
花
を
詠
ん
だ
と
み
な
さ
れ
る
に

も
拘
ら
ず
、
梅
花
、
櫻
花
と
は
別
に
「花
」を
咲
く
よ
り
散
る
ま
で
の
一
群
と
し
て
集
め 

て
ゐ
る
。
萬
葉
集
に
於
て
大
陸
由
來
の
梅
花
に
興
趣
を
多
く
よ
せ
、
歌
數
も
多
く
、
櫻

花
は
三
分
の
一
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
古
今
時
代
に
な
る
と
逆
轉
し
て
櫻
花
の
歌
が
多

く
採
用
せ
ら
れ
た
。
從
つ
て
春
花
は
櫻
に
よ
つ
て
代
表
せ
ら
る
ゝ
趣
を
示
し
な
が
ら
、
而

も
「櫻
」の
一
群
を
置
く
こ
と
に
よ
つ
て
春
花
を
櫻
を
主
體
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
彩
り
な

が
ら
も
抽
象
的
な
「花
」に
集
約
し
よ
う
と
す
る
意
圖
が
色
濃
く
出
て
ゐ
る
。
」 

以
上
か
ら
解
る
事
は
、
ま
づ
或
る
マ
ク
ロ
な
次
元
の
景
物
に
於
る
椊
の
確
定
を
「對
應

的
構
造
」と
い
ふ
公
式
か
ら
晉
遍
化
せ
ん
と
す
可
き
事
た
り
、
殊
に
部
立
單
位
の
み
を 

を
以
て
代
表
的
景
物
を
確
定
せ
し
む
に
非
ず
し
て
、
如
何
な
る
景
物
が
詠
ま
る
ゝ
和
歌

を
採
る
か
、
奈
何
な
る
表
現
を
尤
も
多
く
出
現
せ
し
め
其
の
部
立
の
代
表
と
せ
し
む
か 

迄
、
他
の
部
立
と
の
對
應
的
構
造
に
よ
れ
る
こ
と
を
指
示
し
た
る
が
如
く
で
あ
り
、
四

季
歌
の
樣
態
と
し
て
も
こ
の
構
造
に
よ
り
全
體
的
秩
序
の
把
握
が
試
み
ら
れ
た
と
い
ふ

事
で
あ
ら
う
。
春
を
表
す
景
物
と
し
て
梅
、
鶯
、
櫻
、
柳
、
藤
な
ど
多
々
あ
る
な
か
凡 

 

て
の
イ
メ
ー
ジ
を
「花
」と
い
ふ
一
語
に
集
約
し
た
と
い
ふ
の
は
、
せ
つ
か
ち
な
鶯
が
き
え

あ
へぬ
雪
を
と
紛
ひ
て
囂
し
く
な
く
間
に
漸
く
梅
花
が
香
り
、
さ
う
か
と
い
ふ
間
に
櫻 

が
咲
き
鶯
の
聲
は
聞
え
な
く
な
り
、
今
度
は
こ
れ
か
ら
の
季
節
を
豫
感
せ
さ
す
や
う
な 

靑
靑
と
し
た
柳
と
藤
が
は
ら
ゝ
と
亂
れ
つ
ゝ
晩
春
の
も
の
さ
び
し
さ
と
共
に
存
在
感
を
示

す
。
と
い
つ
た
具
合
に
、
一
つ
の
共
通
し
た
季
節
の
上
で
一
本
の
線
を
な
す
景
物
を
包
括

的
に
理
解
す
る
た
め
の
努
力
と
い
へよ
う
。 

表
一
の
分
類
に
つ
い
て
は
分
け
方
に
よ
り
そ
の
數
に
小
異
は
あ
れ
ど
、
全
體
的
傾
向

か
ら
感
受
せ
ら
る
可
き
こ
そ
重
要
な
る
要
素
た
り
、
ま
た
「梅
に
鶯
」と
い
ふ
景
物
同
士

の
結
び
附
け
が
用
例
數
か
ら
定
着
す
可
き
も
の
で
あ
れ
ば
春
の
部
立
に
於
る
花
の
分
類

は
次
の
如
く
で
あ
り
、 

「梅
」×

 

一
七
個 

 
 
 

「櫻
」×

 

四
一
個 

 
 
 

「花
」×

 

二
九
個 

特
定
の
花
種
と
重
複
し
用
ゐ
ら
る
ゝ
「花
」を
其
の
數
に
入
る
れ
ば
最
多
た
る
故
、
全
體

と
し
て
抽
象
的
な
「花
」に
集
約
す
る
意
圖
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
此
所
ま
で
四
季
歌
の

う
ち
春
の
部
立
を
例
に
し
て
説
明
を
進
め
て
來
た
が
、
夏
や
秋
、
冬
に
つ
い
て
も
同
樣
で

あ
る
。
春
の
部
立
と
對
應
的
構
造
を
な
す
秋
の
部
立
を
例
に
見
る
な
ら
ば
、
表
一
か
ら 

 
 

「 

落
葉 

」  ×
  

二
五
個 

 
 
 

「 

も
み
ぢ 

」  ×
  

一
九
個 

の
二
つ
が
中
心
的
歌
群
と
見
做
し
得
る
。
「も
み
ぢ
」と
「落
葉
」と
は
語
と
し
て
の
區
別 

が
あ
る
一
方
で
、
双
方
を
色
づ
き
染
ま
れ
る
も
み
ぢ
が
軈や

が

て
う
つ
ろ
ひ
散
つ
て
行
く
ひ

と
續
き
の
過
程
と
見
做
し
得
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
語
は
合
せ
て
「も
み
ぢ
」と
解
せ
ら
れ 

「花
が
咲
き
、
軈
て
散
る
」事
を
部
立
の
流
れ
と
提
示
す
る
春
の
部
立
と
見
事
な
對
應
的 



 

 

 
構
造
が
あ
る
。 

「秋
の
夕
べ
龍
田
川
に
流
る
ゝ
も
み
ぢ
」  

「秋
の
夕
く
れ
に
木
の
葉
の
落
つ
る
」 

な
ど
ゝ
假
名
序
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「も
み
ぢ
」＝
「落
葉
」と
看
做
す
可
き
こ
と
は
自 

然
で
あ
ら
う
。
更
に
春
秋
其
々
の
代
表
的
景
物
を
喚
起
す
可
き
歌
の
配
列
や
、 

春
（上
下
） ↔ 
秋
（上
下
）  

 
 

夏
（單
獨
） ↔ 

冬
（單
獨
） 

と
い
ふ
部
立
の
面
に
於
る
對
應
關
係
も
加
へて
指
摘
し
得
る
。 

此
の
如
く
「マ
ク
ロ
」な
次
元
の
表
現
に
對
應
的
構
造
が
指
摘
せ
れ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
を
構
成
す
る
一
つ
〳
〵
の
景
物
に
於
る
椊
の
確
定
に
も
對
應
的
構
造
が
見
出

し
得
て
、
こ
れ
こ
そ
が
自
然
を
解
釋
す
る
上
で
の
共
通
地
盤
と
な
る
可
く
考
ふ
る
は
悉

に
わ
り
な
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
且
つ
は
古
今
集
の
編
輯
に
於
る
歌
の
讀
み
と
そ
の
選

擇
、
配
置
と
い
ふ
マ
ク
ロ
な
椊
に
於
て
貫
か
れ
た
基
本
理
念
と
し
て
想
定
せ
ら
れ
た
も
の

が
「對
應
的
構
造
」で
あ
る
な
ら
ば
、
個
々
の
景
物
に
ま
で
そ
の
構
造
は
及
ぶ
の
か
、
換

言
す
れ
ば
斯
か
る
可
き
マ
ク
ロ
な
範
疇
に
於
る
「構
造
」を
個
々
の
景
物
と
い
ふ
ミ
ク
ロ

な
存
在
に
ま
で
適
應
す
る
こ
と
は
正
し
い
の
か
、
と
い
ふ
議
論
は
今
迄
行
は
れ
て
來
な

か
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
併
し
個
々
の
景
物
の
秩
序
を
決
定
附
け
る
た
め
に
其
々
の

景
物
に
對
し
區
別
せ
ら
る
ゝ
對
應
的
構
造
の
「器
」が
あ
つ
た
譯
で
は
な
い
。
「松
」は
「鶴
」 

と
、
「梅
」は
「鶯
」と
い
へる
直
接
的
對
應
關
係
が
あ
つ
た
譯
で
は
な
い
。
梅
、
櫻
、
柳
、 

山
吹
な
ど
の
花
種
を
例
に
す
れ
ば
、
個
々
の
景
物
、
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
保
持
せ
ら

れ
つ
ゝ
も
一
つ
〳
〵
の
景
物
は
括
り
と
し
て
抽
象
的
な
「花
」と
い
ふ
表
現
に
統
一
せ
ら

れ
た
る
如
く
、
そ
の
統
一
せ
ら
た
る
景
物
が
ま
た
別
の
複
數
の
景
物
に
於
る
括
り
と
し 

 

て
の
表
現
と
の
對
應
的
な
關
係
、
卽
ち
マ
ク
ロ
な
次
元
の
方
向
附
け
に
よ
つ
て
ミ
ク
ロ
な

表
現
の
椊
が
決
定
せ
ら
る
ゝ
と
考
へる
な
ら
ば
、
こ
の
議
論
は
問
題
に
な
ら
な
い
。 

以
上
槪
覽
し
て
來
た
對
應
的
構
造
と
も
間
々
に
關
聯
す
可
き
内
容
で
は
あ
る
が
、
汎 

神
論
の
提
示
た
る
可
き
單
な
る
擬
人
化
に
留
ま
ら
ぬ
夥
し
い
自
然
情
景
の
擬
人
化
と
は 

何
か
に
つ
い
て
も
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
戰
鬭
的
批
評
に
よ
つ
て
古
典
主
義
の
成
立
を

堂
々
と
宣
言
し
た
貫
之
の
假
名
序
の
如
き
に
は
、
範
疇
や
椊
の
設
定
、
歌
の
對
象
で
あ

る
と
同
時
に
主
體
で
も
あ
る
全
自
然
に
對
す
る
嚴
密
な
再
點
檢
と
で
も
い
ふ
可
き
文

化
意
識
が
感
ぜ
ら
る
。
此
所
に
は
自
律
的
な
言
語
秩
序
と
理
想
的
な
統
治
と
の
照
應

を
志
し
、
「み
や
び
」の
權
現
と
し
て
勅
撰
和
歌
集
の
撰
に
預
り
し
者
の
自
負
と
責
任
が

溢
れ
て
ゐ
を
り
、
そ
れ
は
次
の
假
名
序
に
於
る
一
節
か
ら
も
能
く
讀
み
取
ら
れ
る
。 

 

「や
ま
と
う
た
は 

ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
た
ね
と
し
て 

よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け

る 

世
中
に
あ
る
人
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば 

心
に
お
も
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
き

く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
だ
せ
る
な
り 

花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す 

み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ

を
き
け
ば 

い
き
と
し
い
け
る
も
の
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る 

ち
か
ら
を
い 

れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し 

め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ 

を
と 

こ
女
の
な
か
を
や
は
ら
げ 

た
け
き
も
の
の
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は 

歌
な
り
」 

 

後
に
な
つ
て
藤
原
定
家
が
日
記
の
明
月
記
に
「紅
旗
征
戎
非
吾
事

コ
ウ
キ
セ
イ
ジ
ュ
ウ
ハ
ワ
ガ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ

」と
書
き
記
せ
し
思

想
的
な
根
據
、
そ
の
信
念
の
源
泉
は
恐
ら
く
此
所
に
見
ゆ
る
「ち
か
ら
を
い
れ
ず
し
て 



 

 

 
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
」に
あ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙
に
ま
で

言
及
せ
ら
る
ゝ
こ
と
に
は
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
を
少
し
考
へれ
ば
、
歌
道
上
は
顯

か
な
汎
神
論
の
提
示
た
り
、
單
な
る
擬
人
化
に
留
ま
ら
ぬ
夥
し
き
自
然
の
擬
人
化
で
あ 

り
、
斯
か
る
汎
神
論
を
通
じ
て
歌
は
「み
や
び
」の
形
成
に
參
與
し
、
梅
で
す
ら
官
位
を

賜
り
得
る
こ
と
に
な
つ
た
。
此
所
に
春
上
か
ら
大
凡
の
歌
を
引
い
て
み
よ
う
。 

雪
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り 

鸎
の
こ
ほ
れ
る
な
み
だ
い
ま
や
と
く
ら
ん 

 

（四
） 

 
 

春
の
き
る
霞
の
衣 

ぬ
き
を
う
す
み 

山
か
ぜ
に
こ
そ
み
だ
る
べ
ら
な
れ 
 

（二
三
） 

 
 
 

あ
を
や
ぎ
の
い
と
よ
り
か
く
る
春
し
も
ぞ 

み
だ
れ
て
花
の
ほ
こ
ろ
び
に
け
る （二

六
） 

淺
綠
い
と
よ
り
か
け
て 

白
露
を
珠
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か          

（二
七
） 

春
く
れ
ば
か
り
か
へる
な
り 

白
雲
の
道
行
き
ぶ
り
に
事
や
つ
て
ま
し 

 
 

（三
〇
） 

鸎
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
花 

折
り
て
か
ざ
さ
む 

老
か
く
る
や
と  

 
 
  

（三
六
） 

こ
と
し
よ
り
春
し
り
そ
む
る
櫻
花 

い
た
く
な
わ
び
そ
我
み
は
や
さ
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（四
九
） 

山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花 

い
た
く
な
わ
び
そ 

我
み
は
や
さ
む  

(

五
〇) 

山
ざ
く
ら
我
み
に
く
れ
ば 

は
る
が
す
み
峰
に
も
お
に
も
立
ち
か
く
し
つ
ゝ  （五

一
） 

世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば 

春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し 

（五
三
） 

み
わ
た
せ
ば 

柳
櫻
を
こ
き
ま
ぜ
て 

宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る 

 
 
 
 
 (

五
六) 

 

あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ 

櫻
花 

年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り
（六
二
） 

顯
か
に
擬
人
化
た
る
と
看
做
せ
る
例
は
右
の
如
き
計
一
二
首
た
り
、
春
上
に
收
め
ら 

る
ゝ
歌
六
八
首
の
う
ち
の
大
凡
一
割
八
分
で
あ
る
。
假
名
序
の
「い
き
と
し
い
け
る
も
の
」

を
「凡
ゆ
る
生
物
」で
は
な
く
、
前
後
の
文
た
る
「ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ 

の
こ
と
の
は
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」と
「世
中
に
あ
る
ひ
と
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば 

心
に
お
も
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
」と
の
連
鎖
か 

ら
「凡
ゆ
る
人
間
」と
す
る
解
釋

（
３
）

に
從
ふ
な
ら
ば
自
然
情
景
の
擬
人
化
と
看
做
し
得
る

歌
は
更
に
增
加
す
る
。
右
に
擧
げ
た
歌
の
う
ち
五
三
番
歌
を
そ
の
例
と
し
て
の
說
明
に 

す
れ
ば
、
日
本
古
典
文
學
全
集
な
ど
を
筆
頭
に
近
年
の
解
釋
で
は
機
械
的
に
「人
々
の

春
の
心
」と
看
做
さ
れ
る
ゝ
傾
向
の
あ
る
一
方
、
春
と
い
ふ
季
節
そ
れ
自
體
を
編
纂
過
程

に
於
る
歌
の
對
象
で
あ
る
と
同
時
に
主
體
で
も
あ
る
全
自
然
に
對
す
る
嚴
密
な
再
檢

討
の
結
果
と
し
て
お
の
づ
か
ら
「人
」と
見
立
て
ら
れ
た
表
現
と
解
釋
す
れ
ば
、
邪
推
の

全
く
な
い
古
今
的
な
精
神
に
落
と
し
込
ま
れ
、
古
今
世
界
の
擬
人
法
（尤
も
擬
人
と
い

ふ
意
識
で
は
な
く
正
に
人
な
の
だ
と
い
ふ
意
識
で
あ
ら
う
が
）を
素
直
に
捉
へる
事
に
な

り
得
る
。
ま
た
此
れ
は
示
し
た
和
歌
一
二
首
凡
て
に
い
へる
こ
と
で
あ
り
、
「春
の
き
る
」

と
い
へば
「春
と
い
ふ
名
前
の
人
」た
る
可
き
認
識
た
り
、
「春
の
き
る
や
う
な
」と
い
ふ
比

喩
の
如
き
低
い
次
元
で
は
考
へな
い
。
正
に
「人
」な
の
だ
。 

「單
な
る
擬
人
化
に
留
ま
ら
ぬ
」と
い
ふ
詞
に
は
斯
か
る
可
き
意
圖
が
あ
り
、
古
今
の
作

者
た
ち
は
果
て
も
な
く
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
で
あ
つ
た
。
現
代
人
の
如
き
ウ
ト
ー
ピ
ッ
シ
ュ
な 

考
へで
は
な
く
、
豐
か
な
自
然
情
景
を
產
み
出
し
續
く
る
金
色
の
王
土
に
住
み
し
日
本 



 

 

 
人
の
精
神
は
、
豐
か
な
音
色
で
溢
れ
て
ゐ
た
。
ギ
ラ
ギ
ラ
と
輝
け
る
と
憶
へば
、
そ
っ
と 

撫
で
る
や
う
に
吹
く
傳
統
の
風
、
晉
段
は
有
害
な
も
の
と
し
て
何
重
も
の
扉
を
隔
て
る 

風
は
、
今
で
も
私
た
ち
の
心
を
惹
き
つ
け
、
一
方
で
そ
の
生
命
の
勢
ひ
に
よ
つ
て
絕
え
ず 

私
た
ち
を
は
じ
き
飛
ば
す
。
此
所
に
感
ず
可
き
「か
む
な
が
ら
」の
風
こ
そ
が
現
代
人
に 

は
單
な
る
擬
人
表
現
と
し
か
認
識
で
き
ぬ
表
現
を
、
神
か
け
て
ゐ
る
。 

以
上
古
今
集
に
於
る
部
立
の
樣
態
と
そ
れ
を
形
成
す
可
き
背
景
を
確
認
し
考
へて
來 

た
。
甲
に
し
ろ
乙
に
し
ろ
、
つ
ひ
に
は
丙
の
「汎
神
論
的
世
界
觀
」を
摑
む
た
め
に
こ
そ
生

き
て
來
可
き
で
あ
り
、
亦
其
處
に
收
斂
す
可
き
も
の
で
あ
る
。 

 

三 

他
作
品
の
影
響 

 詳
し
く
考
察
す
れ
ば
再
現
は
な
い
。
本
稿
の
趣
旨
か
ら
も
逸
脫
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
避
く
る
こ
と
ゝ
す
る
が
、
古
今
特
有
の
「風
」が
何
處
に
由
來
す

可
き
も
の
か
と
い
ふ
事
に
言
及
し
な
い
事
は
適
切
さ
を
欠
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
節

に
於
て
槪
覽
す
る
。 

古
今
集
の
編
者
は
、
古
今
目
錄
と
藤
原
清
輔
の
計
算
と
で
若
干
の
違
ひ
は
あ
る
も
の
ゝ

凡
そ
百
二
十
人
あ
ま
り
と
看
做
さ
れ
る
。
今
更
に
定
家
本
を
元
に
黑
滅
本
に
於
る
「采󠄁

女
」と
「衣
通
姬󠄁
」と
を
加
考
し
て
見
る
と
次
の
如
く
に
な
る（

４
）

。 

僧
十
人
に
變
化
は
な
い
が
、
女
子
に
於
て
は
采󠄁
女
と
衣
通
姬󠄁
と
を
加
へれ
ば
目
錄
の
二 

五
人
が
二
七
人
に
な
り
、
男
子
八
六
人
も
良
岑
宗
貞
を
僧
に
入
れ
る
可
き
方
針
で
列 

 

表
二 

 

     

傳
を
考
へる
と
八
七
人
で
、
こ
れ
に
逸
脫
た
る
物
部
吉
名
、
黑
滅
歌
た
る
あ
や
も
ち
を 

加
へる
と
八
九
人
と
な
つ
て
現
在
の
計
算
と
一
致
す
る
。
よ
つ
て
名
の
解
る
作
者
を
一
二

七
人
と
看
做
せ
、
こ
の
外
に
讀
人
不
知
の
歌
四
三
一
首
（目
錄
）、
な
い
し
四
五
四
首
（淸

輔
本
）が
あ
る
。

（
５

）

古
今
に
於
て
歌
の
多
い
者
は
、
紀
貫
之
一
〇
二
首
、
凡
河
内
躬
恆
六
〇

首
、
紀
友
則
四
六
首
、
素
性
法
師
三
六
首
、
壬
生
忠
岑
三
五
首
、
在
原
業
平
三
〇
首
、

伊
勢
二
二
首
、
藤
原
敏
行
一
九
首
、
小
野
小
町
一
八
首
、
藤
原
深
養
父
一
七
首
、
僧
正

遍
昭
一
七
首
藤
原
興
風
一
七
首
、
在
原
元
方
一
四
首
な
ど
で
あ
る
が
、
一
瞥
し
た
だ
け

で
顯
か
な
如
く
貫
之
の
歌
數
が
突
出
し
て
ゐ
る
。
更
に
他
三
人
（友
則
、
躬
恆
、
忠
岑
）

を
合
は
せ
れ
ば
二
四
三
首
に
も
な
り
僅
か
四
人
で
全
體
の
二
割
二
分
と
い
ふ
事
に
な

る
。
そ
し
て
、
た
だ
一
人
と
し
て
一
〇
〇
首
を
歌
集
に
收
め
假
名
序
を
も
描
き
し
存

在
、
本
歌
集
全
二
〇
卷
の
う
ち
遍
く
歌
を
在
せ
し
め
古
今
の
主
要
な
テ
ー
マ
を
網
羅
す

可
き
存
在
と
し
て
、
ま
づ
「紀
貫
之
」の
存
在
を
擧
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
田
中
喜
美
春
氏

が
「貫
之
研
究
は
、
作
家
論
と
し
て
の
價
値
ば
か
り
で
は
な
く
、
古
今
集
の
核
心
を
つ
く

も
の
で
あ
る
と
い
へよ
う
。
」と
指
摘
爲
さ
る
通
り
、
彼
の
和
歌
、
文
化
に
對
す
る
考
へは 

三 二 一

現
在
ノ
計
算

淸
輔
ノ
計
算

古
今
目

錄

八
九

八
九

八
六

男

一
〇

一
〇

一
〇

僧

二
七

二
六

二
五

女

一 一 尼

一
二
七

一
二
四

一
二
二

計



 

 

 
古
今
集
の
核
心
に
迫
る
と
い
へる
。
ど
の
歌
人
も
生
涯
に
於
て
實
に
多
樣
な
歌
を
詠
む
か

ら
に
決
し
て
一
樣
で
は
な
い
こ
と
に
は
充
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
ゆ
ゑ
、
本
稿
で
は

彼
の
歌
人
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
が
充
分
に
完
成
せ
し
貫
之
後
期
の
作
品
と
し
て
「土
佐
日

記
」を
例
に
考
察
を
進
む
る
こ
と
ゝ
す
る
。
土
佐
守
の
任
を
果
し
た
貫
之
が
承
平
四
年 

一
二
月
二
一
日
に
任
地
を
た
ち
翌
二
月
一
六
日
に
歸
京
す
る
ま
で
の
五
五
日
閒
の
海

路
に
於
る
旅
を
も
と
に
し
た
日
記
躰
の
紀
行
文
で
あ
る
が
、
歌
集
に
非
ざ
る
日
記
文
學

と
し
て
其
以
後
の
散
文
作
品
を
方
向
附
け
た
此
の
日
記
か
ら
貫
之
の
文
學
的
ス
タ
ン
ス

を
考
察
す
る
に
し
て
も
、
詠
ひ
込
ま
れ
た
る
「和
歌
」に
注
目
す
る
點
に
變
更
は
な
い
。

そ
れ
は
、
貫
之
が
從
來
通
り
漢
文
に
依
る
の
で
は
な
く
、
「女
」を
粧
ひ
娘
を
亡
く
せ
し

心
情
を
假
名
文
に
て
柔
軟
に
表
現
し
よ
う
と
せ
る
事
に
依
る
、
ま
た
古
今
集
た
る
記
念

す
可
き
初
の
勅
撰
和
歌
集
た
る
大
事
業
に
於
て
散
文
表
現
を
歌
前
に
配
す
る
事
に
決

し
「み
や
び
」の
成
立
を
堂
々
と
宣
し
た
假
名
序
の
如
き
存
在
に
依
る
も
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
土
佐
日
記
を
繙
け
ば
隨
所
に
和
歌
を
用
ゐ
た
心
情
の
吐
露
が
あ
り
、
そ
れ
自

体
が
散
文
を
單
な
る
口
語
表
現
か
ら
分
離
せ
し
め
文
學
的
價
値
に
引
附
け
て
ゐ
る
の

だ
が
、
斯
か
る
可
き
歌
の
多
數
あ
る
な
か
で
先
づ
二
月
四
日
に
楫
鳥
の
不
覺
で
圖
ら
ず

も
滯
留
す
る
事
と
な
り
し
「和
泉
の
灘
」の
某
宿
に
て
詠
ま
れ
る
歌
を
確
認
し
た
い
。 

（一
）よ
す
る
波
う
ち
も
よ
せ
な
む
わ
が
こ
ふ
る
人
わ
す
れ
貝
お
り
て
ひ
ろ
は
む 

（二
）わ
す
れ
貝
ひ
ろ
ひ
し
も
せ
じ
白
玉
を
こ
ふ
る
を
だ
に
も
か
た
み
と
お
も
は
む 

（一
）と
（二
）と
は
共
に
拾
へば
苦
慮
を
忘
る
ゝ
事
の
で
き
る
と
い
ふ
「忘
れ
貝
」を
詠
込
み

亡
き
我
が
子
を
偲
ぶ
る
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。
此
所
で
注
目
し
た
い
の
は
兩
首
の
表
現
が 

 

極
め
て
萬
葉
風
た
る
可
き
點
で
あ
る
。
「忘
れ
貝
」と
い
ふ
語
は
表
三
に
て
示
す
通
り
萬

葉
集
に
於
る
五
つ
の
例
（六
八
／
二
七
九
五
／
三
〇
八
四
／
三
一
七
五
／
三
六
二
九
）

以
外
で
は
土
佐
日
記
（二
）の
萬
葉
調
に
倣
つ
た
表
現
や
近
松
の
「國
性
爺
合
戰
」を
除
い 

て
は
確
認
で
き
ず
、
論
無
う
古
今
集
に
も
見
出
す
事
は
で
き
な
い
。
「忘
れ
貝
」と
其
に 

類
す
可
き
表
現
と
し
て
の
「忘
れ
草
」を
含
め
た
上
で
表
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
り
、 

表
三 

    

萬
葉
と
古
今
と
に
於
て
用
例
數
上
有
意
な
相
關
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
表
に
於
て
は
區 

別
を
し
た
が
、
「忘
れ
貝
」、
「忘
れ
草
」と
い
ふ
表
現
を
一
括
し
て
考
へて
見
れ
ば
、 

「忘
れ
貝
」 

萬
葉 

＝ 

十
例 

 
 
 

「忘
れ
草
」 

萬
葉 

＝ 

五
例 

  

土
佐 

＝ 

二
例              

土
佐 

＝ 

一
例 

た
り
、
萬
葉
、
土
佐
日
記
の
兩
方
と
も
に
「忘
れ
貝
」と
「忘
れ
草
」と
い
ふ
表
現
が
確
認

で
き
る
。
此
の
如
く
土
佐
日
記
に
於
る
萬
葉
表
現
と
し
て
の
「忘
れ
貝
」を
筆
頭
に
、
貫

之
が
萬
葉
表
現
を
利
用
し
て
詠
め
る
と
考
へ得
る
例
は
契
冲
の
「古
今
餘
材
抄
」な
ど
に

よ
り
多
く
の
指
摘
が
爲
さ
れ
て
來
た
。
こ
れ
を
念
頭
に
萬
葉
表
現
受
容
に
は
如
何
樣
の

パ
タ
ー
ン
の
あ
る
可
き
か
を
分
類
な
さ
れ
た
の
が
水
谷
隆
氏
で
あ
る
。

（
６
） 

（一
）訓
違
ニ
依
ル
歌
語
ノ
利
用 

 
 
 
 

（二
）自
覺
的
利
用 

土
佐
日
記

古
今
集

萬
葉
集

一 五
忘
レ
貝

五

戀
忘
レ
貝

一

人
忘
レ
貝

一 三 四
忘
レ
草

一 一

戀
忘
レ
草

一

人
忘
レ
草



 

 

 
（一
）は
、
「白
雪
の
ふ
り
し
く
時
は
み
よ
し
の
の
山
し
た
風
に
花
ぞ
ち
り
け
る
（賀
・三
六

三
）」に
於
る
第
四
句
「山
し
た
風
」を
萬
葉
に
於
る
「山
下
風

ヤ
マ
ノ
ア
ラ
シ

」（卷
一 

七
四
・一
四
三 

七
）の
訓
讀
と
し
て
誤
讀
し
た
こ
と
を
例
と
し
、
他
に
も
こ
の
萬
葉
表
現
の
訓
違
へに
よ
る 

歌
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
奧
村
恆
哉
氏
の
指
摘
な
さ
る
通
り
で
あ
る
が
、
諸
氏
の
い
ふ
や 

う
に
、
後
世
の
人
が
漢
字
に
よ
り
表
記
せ
ら
れ
て
來
た
る
萬
葉
集
を
目
に
す
る
事
に
よ

り
生
じ
き
と
考
へ得
る
歌
語
に
つ
い
て
も
同
時
に
注
意
が
拂
は
れ
て
來
る
事
實
に
は
、
貫

之
ら
古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
が
書
物
と
し
て
の
萬
葉
を
學
べ
る
と
い
ふ
推
測
を
成
り
立

す
所
以
に
感
ず
る
。
更
に
片
桐
洋
一
氏
の
い
ふ

（
７
）

古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
が
萬
葉
表
現
を

競
ひ
て
詠
め
る
可
き
ご
指
摘
を
正
し
か
る
も
の
と
、
ま
た
中
西
進
氏
の
い
ふ

（
８
）

萬
葉
表
現

を
意
圖
的
に
利
用
し
和
歌
を
詠
む
る
手
法
の
あ
る
可
き
ご
指
摘
を
正
し
か
る
も
の
と
考

ふ
れ
ば
、
こ
の
推
測
は
愈
々
確
か
で
あ
る
。 

さ
て
、
訓
違
へに
依
る
歌
語
の
成
立
と
い
ひ
し
が
詮
ず
る
所
は
萬
葉
表
現
に
倣
ふ
可

き
意
圖
の
下
に
於
る
誤
り
で
あ
る
か
ら
、
（一
）を
見
れ
ば
（二
）の
「自
覺
的
利
用
」に
つ

い
て
訝
し
く
思
ふ
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
敢
へて
分
く
可
き
理
由
は
、
（二
）に
於
て

見
る
内
容
こ
そ
は
貫
之
特
有
の
、
貫
之
ワ
ー
ル
ド
の
話
だ
か
ら
で
あ
る
。 

（甲
）い
か
に
し
て
か
ず
を
し
ら
ま
し
お
ち
た
ぎ
つ
滝
の
み
を
よ
り
ぬ
く
る
白
玉 

 

（貫
之
集
・三
三
） 

（乙
）山
高
三

ヤ
マ
タ

カ
ミ

白シ
ラ

木ユ

綿フ

花ハ
ナ
ニ

落オ
チ

多タ

藝ギ

追ツ

瀧タ
キ

之ノ

河
内

カ

フ
チ

者ハ

雖
見
飽
香
聞

ミ
レ
ド
ア
カ
ヌ
カ
モ 

（萬
葉
・九
〇
九
） 

（丙
）隕オ

チ

田タ

寸ギ

津ツ

走
ハ
シ
リ

井ヰ

水ミ
ヅ

之ノ

淸
キ
ヨ
ク

有ア
ラ

者バ

廢
オ
キ
テ

者ハ

吾ワ
レ

者ハ

去
不
勝

ユ
キ
カ
テ
ヌ

可
聞

カ

モ  

(

萬
葉
・一
一
二
七) 

 

甲
の
歌
に
於
る
第
三
句
は
、
山
地
の
瀧
や
岩
の
隙
間
な
ど
か
ら
勢
ひ
能
く
奔
出
す
可
き

水
を
表
現
し
た
い
が
た
め
に
、
乙
と
丙
と
に
見
ゆ
る
が
如
き
萬
葉
表
現
と
し
て
の
「お
ち 

た
ぎ
つ
」か
ら
歌
全
體
と
し
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
借
用
し
意
識
的
に
歌
の
領
域
を
拡
張
し 

て
を
り
、
新
古
今
の
時
代
に
定
家
を
し
て
試
み
ら
れ
た
本
歌
取
り
の
源
流
を
仄
か
に
感 

じ
な
く
も
な
い
。
貫
之
の
生
年
は
定
か
で
は
な
い
が
、
貞
觀
十
四
年
と
す
る
な
ら
ば
甲
の 

歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
四
三
歳
頃
と
考
へら
れ
、
貫
之
の
作
品
と
し
て
は
前
半
期
の
も
の
と

看
做
し
得
る
。
萬
葉
表
現
を
意
識
的
に
借
用
し
た
表
現
は
論
無
う
晩
期
の
作
品
に
至
る

ま
で
み
ら
れ
、
そ
れ
は
次
に
擧
ぐ
る
歌
か
ら
も
能
く
理
解
し
得
る
と
思
ふ
。 

 
 
 

（一
）う
ち
む
れ
て
こ
え
行
く
人
の
お
も
ひ
を
ば
神
に
し
ま
さ
ば
尻
も
し
ぬ
ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（貫
之
集
・三
九
九
） 

（二
）い
つ
と
て
も
お
も
は
ざ
ら
め
ど
君
か
け
て
家
戀
ひ
し
き
は
た
び
に
ざ
り
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（貫
之
集
・四
五
六
） 

一
は
、
「同
年
閏
七
月
左
衞
門
殿
屏
風
の
れ
う 

一
月
初
午
い
な
り
ま
う
で
」と
、
ま

た
二
に
於
て
も
「同
じ
年
さ
い
さ
う
の
中
將
屏
風
の
歌 

野
や
ど
り
せ
る
た
び
人
」と
詞

書
に
あ
る
こ
と
が
讀
み
取
ら
れ
得
る
が
、
水
谷
氏
に
よ
れ
ば
「同
じ
年
」と
い
ふ
は
天
慶

二
年
た
れ
ば
貫
之
六
八
歳
の
作
と
決
し
得
て
、
更
に
一
の
第
四
句
に
於
る
「神
に
し
ま
さ 

ば
」や
二
の
第
四
句
に
於
る
「家
戀
ひ
し
き
」な
ど
は
其
々
萬
葉
表
現
を
利
用
せ
し
も
の 

と
考
へら
る
ゝ
や
う
で
あ
る
。 

（三
）
王

オ
ホ
キ
ミ

者ハ

神カ
ミ

西
座

ニ
シ
マ
セ

者バ

天ア
マ

曇ク
モ

之ノ

五イ

百ホ

重ヘ

之ノ

下シ
タ

爾ニ

隱
カ
ク
リ

賜
タ
マ
ヒ

奴ヌ 
 

（萬
葉
・二
〇
五
） 

 



 

 

 

（四
）安ア

可カ

等ト

伎キ

能ノ

伊イ

敝ヘ

胡コ

悲ヒ

之シ

伎キ

爾ニ

宇ウ

良ラ

未ミ

慾ヨ

理リ

可カ

治ヂ

乃ノ

於ヲ

等ト

須ス

流ル

波ハ

安ア

麻マ

乎ヲ

等ト

女メ

可カ

母モ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（萬
葉
・三
六
四
一
） 

（一
）の
傍
線
部
は
（三
）を
、
（二
）の
傍
線
部
は
（四
）を
下
敷
に
せ
る
こ
と
は
顯
か
で
あ 

る
。
更
に
一
首
全
體
を
萬
葉
表
現
で
滿
た
し
た
歌
だ
に
も
見
受
け
ら
れ
、 

（五
）さ
は
べ
な
る
ま
こ
も
か
り
そ
け
あ
や
め
草
袖
さ
へひ
ち
て
け
ふ
や
く
ら
さ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（貫
之
集
・三
六
） 

（六
）眞マ

薦コ
モ

刈カ
ル

大オ
ホ

野ノ

川カ

原ハ
ラ

之ノ

水ミ

隱
コ
モ
リ
ニ

戀コ
ヒ

來コ

之シ

妹イ
モ

之ガ

紐ヒ
モ

解ト
ク

吾ワ
レ

者ハ 

（萬
葉
・二
七
〇
三
） 

（七
）戀
君

キ
ミ
ニ
コ
ヒ

吾ア
ガ

哭ナ
ク

涕
ナ
ミ
ダ

白
妙

シ
ロ
タ
へ
ノ

袖ソ
デ

兼サ
ヘ

所ヒ
チ

漬テ

爲セ
ム

便ス
ベ

母モ

奈ナ

之シ 
 
 
 
 

（萬
葉
・二
九
五
三
） 

（八
）風カ

ゼ

高
タ
カ
ミ

邊へ
二

者ハ

雖フ
ケ

吹ド
モ

爲
妹

イ
モ
ガ
タ
メ

袖ソ
デ

左サ

倍ヘ

所
沾
而

ヌ

レ

テ

苅カ
レ

流ル

玉タ
マ

藻モ

焉ゾ 
 

（萬
葉
・七
八
二
） 

（九
）奧オ

ク

山ヤ
マ

之ノ

八ヤ
ソ

峰ヲ

之ノ

海ツ

石バ

榴キ

都ツ

婆バ

良ラ

可カ

爾ニ

今
日

ケ

フ

者ハ

久
良
佐
祢

ク

ラ

サ

ネ

大
夫

マ
ス
ラ
ヲ

之ノ

徒ト
モ 

（萬
葉
・四
一
五
二
） 

五
に
於
る
傍
線
部
は
凡
て
六
、
七
、
八
、
九
を
念
頭
に
置
く
可
き
も
の
と
看
做
せ
る
。
五

に
於
る
「ま
こ
も
か
る
」は
と
い
ふ
表
現
は
萬
葉
調
に
倣
ひ
し
も
の
以
外
で
は
ま
づ
見
出

せ
ず
、
古
今
集
に
て
確
認
せ
ら
る
ゝ
例
も
（戀
二
・五
八
七
）の
貫
之
の
歌
で
、
そ
の
構
造

と
し
て
も
二
句
、
三
句
、
四
句
の
何
れ
に
も
句
終
止
形
が
含
ま
れ
ず
、
ま
た
文
末
を
體

言
で
留
む
可
き
珍
し
き
形
と
し
て
古
今
ら
し
さ
が
あ
ま
り
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
こ
の
表
現

の
初
出
が
萬
葉
の
六
、
七
の
如
き
に
依
る
れ
ば
、
矢
張
り
貫
之
の
意
識
と
し
て
は
此
所
に

據
る
可
き
も
の
で
あ
ら
う
。
次
に
「袖
さ
へ
ひ
ち
て
」で
あ
る
が
、
「ひ
つ
」と
い
ふ
表
現
に
つ

い
て
、
或
い
は
「沾
」が
訓
讀
と
し
て
「ひ
つ
」に
も
「ぬ
る
」に
も
當
て
ら
れ
た
た
め
に
、
後

に
な
つ
て
本
來
「ぬ
る
」と
詠
ま
れ
た
る
を
「ひ
つ
」と
讀
み
直
し
（又
は
誤
讀
し
）た
事
も 

 

考
へ得
る
ゆ
ゑ
に
萬
葉
の
卷
四
・七
八
二
に
見
え
る
「袖ソ

デ

左サ

倍ヘ

所ヌ

沾レ

而テ

」も
此
の
表
現
の

候
補
に
な
り
得
よ
う
が
、
僻
案
抄
で
は
既
に
「ひ
ち
い
て
と
は 

ひ
た
し
て
と
い
ふ
心
な 

り
」と
註
釋
の
施
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
、
古
今
編
纂
以
降
早
々
に
衰
退
し
た
ら
し
い
。
或
る 

語
句
や
表
現
が
註
釋
の
對
象
と
な
り
た
る
可
く
に
は
如
何
な
る
由
の
た
め
か
、
よ
く
理 

解
す
る
必
要
が
あ
る
。
古
今
成
立
以
降
三
〇
〇
年
足
ら
ず
で
註
釋
を
必
要
と
す
る
限

定
的
表
現
に
な
つ
た
「ひ
つ
」が
、
果
た
し
て
古
今
時
代
に
は
限
定
な
く
用
ゐ
ら
れ
た
の 

か
、
七
の
如
く
既
に
萬
葉
に
於
て
は
「ひ
つ
」と
い
ふ
表
現
が
確
認
せ
ら
れ
、
こ
の
歌
集
の

成
立
を
天
平
寶
字
三
年
と
考
へば
古
今
成
立
の
延
喜
十
三
年
ま
で
の
約
一
五
〇
年
の
間

に
語
と
し
て
の
限
定
化
は
充
分
に
起
り
得
た
筈
で
あ
る
。
同
じ
く
僻
案
抄
に
於
て
「古
今 

に
お
ほ
く
見
ゆ
」と
說
明
せ
ら
れ
、
定
家
本
に
よ
れ
ば
そ
の
總
數
は
七
例
（夏
一
四
九
／

秋
上
一
八
二
／
戀
二
・五
七
四
／
五
七
七
／
戀
三
・六
一
八
／
六
二
二
）た
り
、
凡
て
が

「袖
の
ひ
つ
」と
い
ふ
表
現
に
終
始
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
古
今
時
代
に
於
て
も
既
に

表
現
と
し
て
固
定
化
、
乃
至
は
限
定
化
し
て
ゐ
た
こ
と
が
豫
想
せ
ら
れ
、
貫
之
が
五
に

於
て
表
現
し
た
「袖
さ
へひ
ち
て
」も
、
借
用
と
ま
で
は
言
は
ず
と
も
影
響
を
受
け
た
る

も
の
と
看
做
し
て
問
題
は
な
か
ら
う
。
ま
た
そ
の
作
風
か
ら
一
貫
し
て
讀
み
と
ら
れ
る

も
の
と
し
て
、
「景
情
融
合
」、
「花
實
兼
備
」と
い
ふ
面
も
擧
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 
 

水
底
に
影
し
う
つ
れ
ば
も
み
ぢ
葉
の
色
も
深
く
や
な
り
ま
さ
る
ら
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（貫
之
全
歌
集
・二
六
）

「主
題
た
る
も
み
ぢ
を
色
彩
で
把
ね
、
水
底
の
紅
葉
と
實
際
の
紅
葉
の
色
と
が
互
ひ
に

映
發
し
合
つ
て
ゐ
る
と
詠
ひ
、
當
然
水
の
深
さ
か
ら
色
の
深
さ
を
推
測
せ
し
め
て
ゐ
る
。 



 

 

 
こ
ん
な
歌
が
詠
め
る
の
は
、
言
葉
の
世
界
を
一
つ
の
完
全
に
自
立
し
て
ゐ
る
世
界
と
の
認

識
が
前
提
で
あ
り
、
作
者
が
言
葉
そ
の
も
の
へと
關
心
を
注
ぎ
、
言
葉
に
よ
つ
て
可
能
な

技
巧
を
追
求
し
て
止
ま
ぬ
姿
勢
が
貫
之
に
あ
つ
た
か
ら
だ
と
思
は
れ
る
。
」と
滝
澤
貞 

夫
氏
の
い
ふ
や
う
に
、
實
を
好
み
、
詠
む
可
き
對
象
そ
の
も
の
ゝ
表
現
の
美
を
追
及
し
、 

貫
之
の
理
想
と
す
る
美
的
價
値
の
中
へ對
象
と
し
て
の
景
物
を
取
り
込
む
可
き
特
徴
が 

見
出
さ
れ
よ
う
。
斯
か
る
可
き
特
徴
は
萬
葉
か
ら
着
想
を
得
た
る
歌
以
外
に
も
漢
詩

文
よ
り
着
想
を
得
る
歌
に
も
見
出
さ
れ
、
こ
の
漢
詩
の
下
に
詠
ま
れ
し
歌
々
も
彼
の
作

風
を
論
じ
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

甲 

春
霞
た
な
び
き
に
け
る
久
方
の
月
の
桂
も
花
や
さ
く
ら
む 
 

（後
撰
集
・一
八
） 

乙 

我
宿
の
松
の
子
ず
ゑ
に
す
む
鶴
は
千
世
の
雪
か
と
思
ふ
べ
ら
也 

（貫
之
集
・五
一
） 

丙 

千
世
ま
で
の
雪
か
と
み
れ
ば
松
風
に
た
ぐ
ひ
て
た
づ
の
聲
ぞ
聞
ゆ
る 

 
 
 
 

（貫
之
集
・七
四
） 

丁 

ま
つ
が
え
に
ふ
り
し
く
ゆ
き
を
あ
し
た
づ
の
ち
よ
の
ゆ
か
り
に
ふ
る
か
と
ぞ 

る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（西
本
願
寺
本
貫
之
集
・一
六
三
） 

木
藤
智
子
氏
に
よ
る
と
ま
づ
右
の
四
つ
が
指
摘
さ
れ
得
る
や
う
で

（
９

）

、
甲
に
於
る
「月
の

桂
」は
同
時
代
に
書
か
れ
し
『酉
陽
雑
俎
』の
一
節
「舊
言
月
中
有
桂
有
二
蟾
蜍
一
故
異

書
言
月
桂
高
五
百
丈
下
有
二
一
人
一
常
斫
之
樹
創
随
合
人
姓
呉
名
剛
西
河
人
學
仙

有
過
謫
令
伐
樹
」に
も
見
出
さ
る
可
き
古
代
支
那
に
於
る
傳
說
上
の
木
を
詠
み
込
め
る

歌
で
あ
り
、
乙
、
丙
、
丁
は
共
に
雪
を
鶴
と
、
或
い
は
鶴
は
雪
と
見
紛
ふ
可
き
見
立
て
の 

 

用
法
と
し
て
其
の
先
蹤
を
漢
詩
文
に
求
め
得
る
。
小
島
憲
之
氏
が
『新
選
萬
葉
集
』に
於

て
一
九
七
の
和
歌
に
並
置
せ
ら
れ

（
１
０
）

し
右
の
漢
詩
、 

冬
來
松
葉
雪
班
班 

素
蕊
非
時
枝
上
寬 

山
客
廻
眸
猶
誤
道 

應
斯
白
鶴
未
翩
翻 

に
も
斯
か
る
可
き
表
現
の
見
出
さ
れ
得
る
ゆ
ゑ
、
こ
れ
も
漢
詩
文
か
ら
の
借
用
乃
至
は

そ
の
も
の
か
ら
の
影
響
を
見
出
す
事
が
可
能
で
あ
る
。 

以
確
認
し
て
來
た
や
う
に
、
貫
之
は
萬
葉
や
漢
詩
文
よ
り
汲
み
上
げ
た
水
を
自
身
の
作

品
に
流
し
込
み
、
景
物
を
形
容
す
る
表
現
に
於
る
技
巧
の
追
及
を
試
み
て
、
大
空
の
月

を
見
る
が
如
く
に
古

い
に
し
へ

を
仰
ぎ
、
古
今
の
假
名
序
を
「い
ま
を
こ
ひ
ざ
ら
め
か
も
」と
締

む
可
く
萬
葉
と
い
ふ
古
に
戀
ひ
模
範
と
し
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

而
し
て
終
に
注
目
せ
む
ず
る
は
、
自
由
に
萬
葉
表
現
を
詠
み
込
め
る
歌
の
多
い
作
品

と
し
て
の
「土
佐
日
記
」と
、
勅
撰
和
歌
集
と
し
て
の
「古
今
和
歌
集
」と
、
此
の
二
つ
の
作

品
が
、
共
同
編
輯
た
る
か
然
ら
ず
か
の
違
ひ
は
あ
る
も
の
ゝ
い
づ
れ
も
貫
之
の
手
に
よ
る

に
も
拘
ら
ず
、
古
今
に
於
て
は
（一
）、
（二
）、
（五
）の
如
き
顯
か
に
萬
葉
表
現
か
ら
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
作
品
の
少
い
所
以
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

假
名
序
に
は
、 

「き
の
つ
ら
ゆ
き 

さ
き
の
か
ひ
の
さ
う
官 

お
ふ
し
か
う
ち
の
み
つ
ね 

左
衞
門
の
府
生 

み
ぶ
の
た
ゞ
み
ね
ら
に
お
ほ
せ
ら
れ
て 

万
え
う
に
は
い
ら
ぬ
ふ
る
き
う
た
み
づ
か
ら
の

を
も
た
て
ま
つ
う
ら
し
め
た
ま
ひ
て
な
ん
」と
あ
る
可
く
、
若
し
私
ゆ
ゑ
自
由
に
書
く
事

の
許
さ
れ
た
る
土
佐
日
記
と
は
異
り
公
の
事
業
と
し
て
貫
之
一
人
の
意
思
に
非
ざ
る
方 



 

 

 
針
の
も
と
「忘
れ
貝
」な
ど
の
萬
葉
調
た
る
語
が
排
せ
ら
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
得
る

な
ら
ば
、
貫
萬
調
を
模
範
と
す
可
き
貫
之
の
心
情
と
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
抽
象
世

界
に
於
る
秩
序
の
確
立
、
み
や
び
の
確
立
の
た
め
、
敢
へ
て
一
線
を
畫
す
る
決
斷
が
爲
さ

れ
た
と
い
へる
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
古
今
に
於
る
貫
之
の
歌
一
〇
二
首
の
う
ち
詞
書
か 

ら
宇
多
天
皇
の
寛
平
年
閒
に
詠
ま
る
ゝ
事
の
顯
か
な
る
例
は
一
一
六
、
一
一
八
、
一
五

六
、
五
七
二
、
八
四
九
、
八
五
二
の
六
首
た
り
、
更
に
小
澤
正
夫
氏
の
指
摘
す
る
可
き

二
九
九
、
三
一
一
の
歌
を
も
此
の
時
期
の
歌
と
看
做
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
數
は
十
首
に

充
た
な
い
。
彼
の
古
今
集
に
入
集
す
る
歌
の
う
ち
殆
ど
が
新
し
き
歌
集
の
た
め
に
或
る

期
間
に
集
中
し
て
詠
ま
る
ゝ
も
の
と
看
做
し
得
る
な
ら
ば
、
彼
の
歌
人
と
し
て
の
資
質
は

古
今
集
の
編
纂
作
業
の
な
か
で
磨
か
れ
し
も
の
で
あ
り
、
ま
た
古
今
集
の
編
纂
を
支
ふ

る
も
の
で
も
あ
り
、
「歌
人
」と
「編
纂
」と
「紀
貫
之
」と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る

と
指
摘
爲
さ
る
ゝ
鈴
木
宏
子
氏
の
ご
指
摘
は
、
彼
の
歌
が
古
今
の
主
要
な
テ
ー
マ
を
網
羅

す
可
き
多
樣
な
歌
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
充
分
一
考
に
値
す
る
。 

以
上
見
て
來
た
や
う
に
貫
之
が
萬
葉
の
昔
を
仰
ぎ
見
れ
る
こ
と
は
顯
か
に
な
つ
た
が
、

近
代
以
降
古
今
の
「古
」の
字
も
理
解
せ
ず
表
面
の
み
を
み
て
知
つ
た
氣
に
な
り
こ
れ
を

糟
粕
な
ど
と
誹
謗
し
た
正
岡
子
規
の
如
き
癡
れ
者
と
は
異
り
、
貫
之
の
歌
に
は
な
ほ
多

く
の
み
や
び
を
標
榜
せ
る
秩
序
的
な
歌
も
見
出
せ
る
。
歌
の
本
質
を
能
く
理
解
し
、
萬 

葉
への
共
感
は
そ
れ
と
し
て
新
風
の
樹
立
と
い
ふ
考
へが
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
つ
ひ
に
は 

萬
葉
表
現
を
採
り
込
ま
ざ
る
歌
を
幾
つ
か
擧
げ
貫
之
への
言
及
は
一
旦
終
り
と
す
る
。 

 

 

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を 

春
立
つ
け
ふ
風
や
と
く
ら
ん 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今 

春
上
・二
） 

ひ
と
は
い
さ
心
も
し
ら
ず 

ふ
る
さ
と
は 

花
ぞ
む
か
し
の
か
に
に
ほ
ひ
け
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（古
今 

春
上
・四
二
）  

郭
公
人
松
山
に
な
く
な
れ
ば 

我
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
ま
さ
り
け
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今 

夏
・一
六
二
） 

秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り 

を
と
は
山 

み
ね
の
こ
ず
ゑ
も
色
づ
き
に
け
り 

（古
今 

秋
下
・二
五
六
） 

冬
ご
も
り
思
ひ
か
け
ぬ
を 

こ
の
ま
よ
り
花
と
み
る
ま
で
雪
ぞ
ふ
り
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今 

冬
・三
三
一
）  

 

を
と
は
山
こ
だ
か
く
な
き
て 

郭
公
き
み
が
わ
か
れ
を
お
し
む
べ
ら
也 

（古
今 

離
別
・三
八
四
） 

い
と
に
よ
る
物
な
ら
な
く
に 

わ
か
れ
ぢ
の
心
ほ
そ
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
哉 

（古
今 

羇
旅
・四
一
五
） 

我
は
け
さ
う
ひ
に
ぞ
み
つ
る 

花
の
色
を
あ
だ
な
る
物
と
い
ふ
べ
か
り
け
り 

（古
今 

物
名
・四
三
六
）  

 
 

さ
月
山
こ
ず
ゑ
を
た
か
み 

ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
く
ね
す
ら
な
る
戀
も
す
る
哉 

（古
今 

戀
二
・五
七
九
） 

あ
き
の
の
に
み
だ
れ
て
さ
け
る
花
の
色
の 

ち
ぐ
さ
に
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な 

（古
今 

戀
二
・五
八
三
） 



 

 

 

は
つ
か
り
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ 

世
中
の
人
の
こ
ゝ
ろ
の
あ
き
し
う
け
れ
ば 

（古
今 

戀
五
・八
〇
四
） 

ほ
と
ゝ
ぎ
す
け
さ
な
く
こ
ゑ
に
お
ど
ろ
け
ば 

君
に
別
れ
し
時
ぞ
有
り
け
る 

（古
今 

哀
傷
・八
四
九
） 

お
き
つ
な
み
た
か
し
の
は
ま
の
は
ま
ま
つ
の 

な
に
こ
そ
君
を
ま
ち
わ
た
り
つ
れ 

（古
今 

雜
上
・九
一
五
） 

特
に
貫
之
の
陰
に
隱
れ
が
ち
な
躬
恆
の
歌
を
評
し
て
は
、
「詠
嘆
的
感
情
表
現
」（島
田

良
二
）
、
「情
を
本
と
し
て
機
智
を
に
よ
つ
て
生
か
す
」（峯
岸
義
秋
）
、
「心
情
の
素
直
な
表
現
」

（久
松
潜
一
）
、
「臨
機
應
變
の
機
智
」（藤
岡
作
太
郞
）
な
ど
と
樣
樣
に
總
括
的
指
摘
が
爲
さ
れ
て

來
た
わ
け
だ
が
、
彼
の
歌
へ
の
ス
タ
ン
ス
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
の
か
、
ま
た
彼
の

作
品
の
何
處
に
文
學
的
價
値
が
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
ら
う
か
。
「寛
平
御
時
后
宮
歌

合
」や
「是
貞
親
王
家
歌
合
」な
ど
、
古
今
編
纂
の
過
程
に
於
て
大
變
重
要
な
資
料
と
な

れ
る
催
し
に
も
多
く
の
歌
を
殘
せ
る
友
則
や
忠
岑
な
ど
の
年
長
の
ベ
テ
ラ
ン
歌
人
と
は

異
り
、
躬
恆
・貫
之
ら
若
き
ル
ー
キ
ー
は
古
今
編
纂
以
前
に
於
る
活
躍
の
多
か
ら
ざ
る

事
が
理
解
せ
ら
れ
、
躬
恆
に
つ
い
て
い
へば
甲
斐
少
目
の
任
期
滿
了
に
よ
る
歸
京
直
後
に

催
さ
れ
し
「朱
雀
院
女
郞
花
詠
進
」の
記
録
を
初
出
に
見
得
る
程
度
で
あ
る
。
俊
惠
に

「詠
み
口
深
く
思
入
り
た
る
方
は
又
類
な
き
者
な
り
」と
云
は
し
め
、
源
俊
賴
朝
に
「躬

恆
を
ば 

な
あ
な
ず
ら
せ
給
ひ
そ
」と
云
は
し
む
可
く
、
同
時
代
か
ら
そ
れ
以
降
に
於 

る
評
價
は
貫
之
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
彼
の
歌
の
性
質
を
考
ふ
る

上
で
參
考
に
す
可
き
も
矢
張
り
「和
歌
」で
あ
る
。
片
桐
洋
一
氏
が
「彼
の
歌
が
先
蹤
歌 

 

の
表
現
、
特
に
そ
の
言
葉
（歌
語
）を
利
用
し
て
ゐ
る
」

（１
１
）

と
御
指
摘
爲
さ
る
や
う
に
、
そ
の

歌
か
ら
は
貫
之
同
樣
に
本
歌
取
り
と
も
い
へる
技
巧
を
感
ず
る
。  

 

一 

な
に
も
せ
で
花
を
ぞ
見
つ
つ
く
ら
し
つ
る
け
ふ
を
し
春
は
か
ぎ
り
と
お
も
へば 

（躬
恆
集
・四
〇
七
） 

二 

ぬ
れ
つ
ゝ
ぞ
し
ひ
て
を
り
つ
る
年
の
う
ち
に
春
は
け
ふ
を
し
か
ぎ
り
と
思
へば 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（元
永
本
古
今
集
・一
三
三
） 

三 

風
に
の
み
お
ほ
せ
や
は
て
む
櫻
花
春
の
心
を
し
ら
ぬ
も
の
か
は  

 
 
 
 
 
 
 

（躬
恆
集
・三
八
六
） 

四 

世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば 

春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・五
三
） 

一
の
歌
は
伊
勢
物
語
第
八
〇
段
や
古
今
集
に
見
え
る
在
原
業
平
の
有
名
な
歌
で
あ

り
、
下
二
句
は
二
の
四
句
以
降
に
倣
へる
表
現
と
一
瞥
し
て
直
ぐ
に
理
解
せ
ら
る
。
二
の

歌
は
新
院
御
本
や
元
俊
本
を
母
體
と
す
る
定
家
本
系
統
の
諸
本
と
比
し
少
な
く
な
い

本
文
の
相
違
が
あ
り
、
假
名
序
の
初
め
に
「古
今
和
歌
集
卷
第
一
」と
の
記
載
が
あ
る 

こ
と
、
「大
内
記
紀
友
則
」の
官
名
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
第
七
卷
の
部
類
名
「賀
」が

「祈
」と
、
卷
九
の
部
類
名
「羇
旅
」が
「心
」と
な
れ
る
こ
と
、
卷
五
・三
〇
一
の
題
詞
「寛 

平
御
時
き
さ
い
の
宮
歌
合
」が
「…

き
さ
い
の
中
宮
の
歌
合
」と
な
れ
る
こ
と
、
卷
五
・三 

〇
九
の
題
詞
「た
け
が
り
」が
「ま
つ
た
け
と
り
に
」と
、
卷
一
六
・八
六
二
の
題
詞
「は
は
」 

が
「は
わ
」と
な
れ
る
こ
と
、
卷
一
四
・七
四
〇
の
作
者
「閑
院
」を
「「閑
院
御
」と
せ
る
こ

と
、
卷
二
・九
〇
の
歌
「色
は
か
は
ら
ず
」が
「…

で
」と
あ
り
、
卷
四
・一
八
一
の
歌
「ま
ち 



 

 

 
も
こ
そ
す
れ
」が
「あ
え
も
去
年
（こ
ぞ
）す
れ
」と
あ
り
「あ
え
（肖
）」と
い
ふ
語
な
ど
が

指
摘
せ
ら
る
や
う
で

（
１
２
）

、
二
に
於
る
三
句
以
降
の
相
違
も
此
の
如
く
に
よ
る
の
で
あ
ら 

う
。
伊
勢
物
語
第
八
十
段
に
於
て
は
廣
本
系
統
た
る
大
島
本
、
谷
本
本
、
阿
波
國
文
庫

本
、
神
宮
文
庫
本
な
ど
が
「け
ふ
を
し
か
ぎ
り
と
思
へば
」と
い
ふ
本
文
を
持
つ
ゆ
ゑ
、
今 

擧
げ
た
る
諸
本
の
成
立
時
期
か
ら
言
ひ
て
も
と
み
に
此
を
正
統
た
ら
ざ
る
と
看
做
す

事
は
穩
や
か
で
な
い
。
三
の
歌
も
在
原
業
平
の
有
名
な
歌
四
の
如
き
に
よ
り
、
こ
れ
は
伊

勢
物
語
八
二
段
に
も
同
樣
に
見
出
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
躬
恆
が
古
今
集
、

伊
勢
物
語
等
の
同
時
代
の
作
品
か
ら
歌
の
表
現
を
借
用
せ
し
例
だ
が
、
躬
恆
の
用
ゐ
し

古
今
集
の
既
生
歌
語
は
讀
人
不
智
の
歌
に
最
も
多
か
る
べ
き
例
に
も
、
一
度
目
を
向
け

る
必
要
が
あ
る
。 

㊀
女
郞
花
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
秋
の
野
の
ち
く
さ
な
が
ら
の
花
を
思
ふ
か
な 

 
 
 
 
 

（躬
恆
集
・二
四
八
） 

㊀
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
く
さ
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
み
る 

                                                

（古
今
・八
六
七
） 

㊁
春
の
野
に
衣
か
た
し
き
誰
が
た
め
に
な
ら
は
ぬ
草
に
若
菜
つ
む
ら
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（躬
恆
集
・三
〇
四
） 

㊁
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
我
を
ま
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姬 

（古
今
・六
八
） 

㊂
け
ふ
く
れ
て
あ
す
と
だ
に
な
き
春
な
れ
ば
立
た
ま
く
を
し
き
花
の
影
か
な 

（躬
恆
集
・三
八
八
） 

 

㊂
お
も
ひ
ど
ち
ま
ど
ゐ
せ
る
夜
は
か
ら
に
し
き
た
ゝ
ま
く
ほ
し
き
花
の
影
か
な 

（古
今
・八
六
四
）

右
に
擧
げ
た
る
㊀
～
㊂
の
歌
に
於
る
ペ
ア
は
、
い
づ
れ
も
躬
恆
集
の
歌
が
古
今
集
に
於
る 

讀
人
不
智
の
有
名
な
歌
を
利
用
し
て
詠
ま
れ
る
も
の
で
、
更
に
次
の
歌
の
如
き
讀
人
不 

智
の
歌
と
撰
者
の
歌
と
を
兩
方
詠
み
込
め
る
例
も
確
認
で
き
、 

 
 
 

春
の
日
を
今
い
く
か

・
・
・
・
・

と
も
お
も
は
ね
ば
し
づ
こ
こ
ろ

〇

〇

〇

〇

〇

し
て
春
を
や
は
み
る 

（躬
恆
集
・四
〇
六
） 

 
 
 

春
日
野
の
飛
火
の
野
守
い
で
て
み
よ
今
い
く
か

・
・
・
・
・

あ
り
て
若
菜
つ
み
て
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（古
今
・一
八
） 

 
 
 

ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
こ
こ
ろ

〇

〇

〇

〇

〇

な
く
花
ち
る
ら
む 

 
 
 
 

 
 
 

（古
今
・八
四
） 

此
等
の
歌
々
の
其
上
に
極
め
て
人
口
に
膾
炙
せ
ら
る
ゝ
を
考
慮
せ
ば
、
斯
か
る
用
法
の

廣
く
用
ゐ
ら
る
ゝ
と
看
做
し
得
て
、
換
言
せ
ば
歌
の
享
受
者
は
躬
恆
の
歌
が
此
等
の
有

名
歌
の
語
句
を
用
ゐ
た
る
を
直
ち
に
知
り
、
躬
恆
の
歌
を
あ
は
れ
と
見
た
筈
で
あ
る
。

古
今
・一
八
は
讀
人
不
智
の
有
名
な
歌
た
れ
ば
、
八
四
も
ま
た
有
名
な
紀
友
則
の
歌
で

あ
る
。
躬
恆
の
歌
は
歌
の
語
句
を
い
は
ば
卽
興
的
に
採
り
あ
げ
其
を
知
る
享
受
者
と
の

共
感
を
圖
る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
た
れ
ば
、
本
歌
の
心
に
卽
し
、
本
歌
の
概
念
を
尊 

重
し
新
し
い
抒
情
を
爲
し
遂
ぐ
可
き
類
の
も
の
で
は
な
い
。
新
作
の
話
題
性
を
夙
に
取 

り
入
れ
る
事
に
よ
り
自
身
の
心
の
よ
ろ
め
き
を
よ
り
親
し
み
易
い
形
で
表
現
せ
む
ず
る

意
圖
を
考
へざ
る
を
得
ぬ
ゆ
ゑ
、
萬
葉
か
ら
歌
の
要
素
を
引
繼
ぎ
つ
ゝ
古
今
に
昇
華
す 



 

 

 
る
を
試
み
し
貫
之
な
ど
の
歌
人
と
は
一
線
を
畫
す
る
事
を
想
定
し
得
る
。
心
の
世
界
を

歌
の
中
軸
に
据
ゑ
て
自
然
景
物
を
詠
ま
う
と
す
る
と
、 

い
づ
れ
と
か
わ
き
て
折
ら
ま
し
梅
の
花
枝
も
た
を
や
に
ふ
れ
る
し
ら
雪 

（新
敕
撰
・三
四
） 

露
わ
け
て
我
が
衣
手
は
ぬ
れ
ぬ
と
も
を
り
て
を
ゆ
か
ん
秋
萩
の
花 （拾

遺
・一
八
二
） 

の
如
く
、
眼
前
の
景
物
が
如
何
な
る
狀
態
に
あ
る
か
は
具
體
的
に
は
觸
れ
ず
、
景
物
の

印
象
を
增
幅
す
可
く
積
極
的
に
行
爲
が
詠
ひ
上
げ
ら
る
ゝ
場
合
が
壓
倒
的
に
多
い
。
そ

の
上
で
我
々
が
躬
恆
の
景
物
に
對
す
る
切
實
な
迄
の
思
ひ
入
れ
に
氣
附
く
と
、
此
程
ま

で
に
作
手
を
感
動
せ
し
め
る
景
物
の
美
し
さ
、
素
晴
ら
し
さ
が
、
躬
恆
の
、
銳
く
、
豐
か

な
情
感
が
、
愛
情
な
ど
で
は
な
い
、
も
つ
と
〳
〵
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
な
戀
闕
の
情
が
、
ハ
ッ
と

我
々
の
心
の
中
に
表
れ
、
手
が
屆
く
樣
な
氣
持
ち
が
す
る
。
此
の
、
一
向
に
對
象
と
し
て 

の
景
物
を
直
接
に
描
寫
せ
ざ
ら
む
手
法
こ
そ
、
和
歌
を
讀
む
上
で
の
躬
恆
の
手
法
と
い
へ 

る
の
で
は
な
い
か
。
此
の
樣
な
姿
勢
を
貫
く
可
き
躬
恆
の
歌
は
、
な
ほ
多
く
見
ら
れ
る
。 

 
 
 

ゆ
き
ふ
り
て
人
も
か
よ
は
ぬ
道
な
れ
や 

と
は
か
も
な
く
思
ひ
き
ゆ
ら
ん 

 
 

（古
今
・三
二
九
） 

山
た
か
み
く
も
ゐ
に
見
ゆ
る
さ
く
ら
花 

心
の
行
き
て
お
ら
ぬ
日
ぞ
な
き 

              
 
 
 
 
 
 

（古
今
・三
五
八
） 

 
 
 

風
ふ
け
ば
お
つ
る
も
み
ぢ
ば 

水
き
よ
き 

ち
ら
ぬ
か
げ
さ
へそ
こ
に
み
え
つ
ゝ 

  
 
 

（古
今
・三
〇
四
） 

 
 
 

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
み
え
ず 

梅
花 

か
を
た
づ
ね
て
ぞ
し
る
べ
か
り
け
る 

（古
今
・四
〇
） 

 
 
 

春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し 

梅
花 

色
こ
そ
み
え
ね 

か
や
は
か
く
る
ゝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・四
一
） 

う
つ
ゝ
に
に
は
さ
ら
に
も
い
は
じ
さ
く
ら
ば
な
夢
に
も
ち
る
と
み
れ
ば
う
か
ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（延
喜
十
三
年
亭
子
院
歌
合
） 

め
に
み
え
で
風
は
ふ
け
ど
も
あ
を
や
ぎ
の
な
び
く
か
た
に
ぞ
花
は
ち
り
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（延
喜
十
三
年
亭
子
院
歌
合
） 

い
も
や
す
く
ね
ら
れ
ざ
り
け
り
春
の
夜
は
花
の
ち
る
の
み
ゆ
め
に
み
え
つ
ゝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新
古
今
・一
〇
六
） 

き
く
の
花
を
り
て
夜
ふ
け
ぬ
し
ら
つ
ゆ
は
わ
か
で
な
が
ら
に
お
き
や
し
ぬ
ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（躬
恆
集
・二
〇
六
） 

詠
ま
ま
ほ
し
か
る
景
物
を
直
接
に
は
詠
み
込
ま
ず
類
型
的
發
想
か
ら
外
圓
的
描
寫

を
試
む
る
躬
恆
の
技
法
に
對
し
、
詠
み
込
む
可
き
景
物
そ
れ
自
體
を
描
寫
せ
ん
と
し
直 

接
に
挑
み
掛
か
る
友
則
の
如
き
は
、
貫
之
の
手
法
と
能
く
近
似
す
る
。 

 
 

（一
） 

き
み

・

・

な
ら
で
誰
に
か
み
せ
ん 

梅
花

・

・ 

色
を
も
か
を
も
し
る
人
ぞ
し
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・三
八
） 

（二
） 

久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に 

し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・八
四
） 

 
 

（三
） 
ひ
と
も
と
ゝ
お
も
ひ
し
花
を 

お
お
ほ
さ
は
の
池
の
そ
こ
に
も
た
れ
か
う
へけ 

ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・二
七
五
） 



 

 

 
（一
）の
歌
で
注
目
す
可
き
は
、
自
明
存
在
と
し
て
の
「君
」と
非
自
明
存
在
と
し
て
の 

「人
」と
の
關
係
で
あ
る
。
堯
惠
の
「人
の
も
と
へ
梅
を
つ
か
は
す
と
て
そ
の
人
を
ほ
め
た
る 

な
り
」い
ふ
可
く
歌
の
意
味
で
頭
を
抱
へる
程
の
も
の
は
な
い
が
、
我
々
の
感
性
に
迫
り 

來
る
良
い
歌
と
感
じ
得
る
の
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
。 

 

「ア
ナ
タ
以
外
ニ
誰
ニ
見
セ
マ
セ
ウ
カ
。
コ
ノ
梅
ノ
花
ヲ
。
ソ
ノ
姿
ノ
美
シ
サ
ヲ
モ
香
リ 

ノ
美
シ
サ
ヲ
モ
、
分
ル
人
、
ア
ナ
タ
ダ
ケ
ガ
ワ
カ
ル
ノ
デ
ス
。
」  

 
 

（新
日
本
古
典
文
學
大
系
） 

「ア
ナ
タ
デ
ナ
ケ
レ
バ
誰
ニ
見
セ
タ
ラ
ヨ
イ
ノ
カ
シ
ラ
、
コ
ノ
梅
ノ
花
ヲ
色
ニ
セ
ヨ
香
リ
ニ
セ

ヨ
、
モ
ノ
ノ
美
シ
サ
ヲ
解
ス
ル
ア
ナ
タ
ダ
ケ
ニ
ワ
カ
ッ
テ
イ
タ
ダ
ケ
ル
ノ
デ
ス
。
」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（日
本
古
典
文
學
全
集
） 

「ア
ナ
タ
以
外
ノ
誰
ニ
見
セ
マ
セ
ウ
カ
、
一
枝
ノ
梅
ノ
花
ヲ
。
コ
ノ
色
ノ
良
サ
、
香
リ
ノ
良

サ
ハ
、
ワ
カ
ル
人
ダ
ケ
ガ
本
當
ニ
ワ
カ
ル
モ
ノ
ナ
ノ
デ
ス
カ
ラ
。
」  

 
 

（新
潮
日
本
古
典
集
成
） 

 

「君
」は
梅
の
花
を
贈
る
相
手
で
あ
り
、
「か
」は
反
語
、
「知
る
」に
は
自
分
の
も
の
と
し
て 

領
有
し
精
通
す
る
可
き
意
が
あ
る
」（日
本
古
典
文
學
全
集
） 

と
い
ふ
理
解
で
大
方
纏
り
た
る

や
う
で
あ
る
。
尤
も
此
の
素
直
な
詠
み
口
こ
そ
友
則
の
特
徴
た
り
今
擧
げ
た
る
解
釋
等 

で
彼
の
良
さ
は
あ
る
程
度
顯
か
な
の
だ
が
、
此
の
歌
意
の
中
心
と
し
て
五
句
に
於
る

「人
」を
一
句
の
「君
」の
云
ひ
換
へ
し
も
の
と
ゝ
る
か
、
晉
遍
的
な
存
在
と
し
て
の
「人
」を 

指
す
可
き
も
の
と
ゝ
る
か
と
い
ふ
點
を
据
ゑ
る
事
に
よ
り
、
此
の
歌
、
延
い
て
は
友
則
の 

作
品
の
特
徴
は
よ
り
顯
か
な
も
の
と
な
る
。
前
者
、
つ
ま
り
「君
」が
直
接
に
云
ひ
換
へら 

 
 れ

る
も
の
が
「人
」で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
ど
う
だ
ら
う
か
。
此
の
場
合
は
右
に
擧
げ
た

る
新
日
本
古
典
文
學
大
系
、
日
本
古
典
文
學
全
集
で
譯
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
、
「君
」こ
そ 

が
「知
る
人
ぞ
知
る
」存
在
と
し
て
統
一
的
な
歌
意
を
示
し
、
友
則
の
歌
と
し
て
何
の
抵 

抗
も
な
く
我
々
の
心
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
。
一
方
で
、
「人
」は
一
句
目
に
於
る
「君
」と
は
區

別
せ
ら
れ
し
も
の
と
看
做
す
な
ら
ば
、
友
則
の
歌
と
し
て
は
「あ
ま
の
河
あ
さ
せ
し
ら
浪

た
づ
り
つ
ゝ…

」と
似
た
、
技
術
的
で
ど
こ
か
ア
ン
ニ
ュ
イ
な
歌
意
に
感
ぜ
ら
れ
、
直
感
的

印
象
に
は
あ
ま
り
馴
染
ま
な
い
。
而
し
此
の
友
則
の
歌
に
於
る
兩
義
的
歌
意
に
こ
そ
友

則
の
方
法
が
あ
る
と
看
做
す
可
き
で
あ
る
。
古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
が
共
有
せ
し
價
値

觀
、
世
界
觀
が
、
蓮
田
善
明
氏
の
指
摘
す
可
き
「曖
昧
性
」に
こ
そ
あ
る
と
考
へ得
る
な

ら
ば
、
其
上
の
共
通
理
解
と
し
て
の
「曖
昧
性
」の
上
に
構
築
せ
ら
れ
し
も
の
を
、
ま
た
友

則
の
詠
法
と
も
看
做
す
可
き
で
あ
る
。
一
方
で
（二
）、
（三
）の
如
き
は
一
瞥
せ
る
の
み

で
も
素
直
に
解
せ
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
普
遍
的
な
「曖
昧
性
」が
あ
る

と
諒
解
せ
る
上
で
再
び
詠
め
ば
ど
う
で
あ
ら
う
。
第
一
句
の
「久
方
の
」と
い
ふ
枕
詞
を

其
儘
に
修
飾
せ
ら
る
可
き
「日
」と
い
ふ
意
で
用
ゐ
、
二
句
目
と
共
に
三
句
目
の
「春
の 

日
」を
修
飾
し
「し
づ
心
な
く…

」と
い
ふ
表
現
に
流
れ
て
行
く
。
「靜
心
が
な
い
の
は
次

句
の
『花
』 

」(

日
本
古
典
文
學
全
集) 

と
す
る
解
釋
も
あ
る
が
、
此
所
で
は
敢
へて
固
定
化
せ
ら 

れ
し
も
の
で
は
な
く
、
假
名
文
の
原
理
と
し
て
小
松
英
雄
氏
の
指
摘
せ
ら
る
可
き

（
１
３
）

「流
動

的
構
造
」を
援
用
し
て
「兩
義
性
」を
見
出
す
な
ら
ば
、
此
の
歌
に
も
ま
た
（一
）の
如
き 

歌
意
の
廣
が
り
を
見
出
す
事
が
可
能
に
な
る
。
（三
）に
つ
い
て
も
同
樣
、
そ
れ
を
植
ゑ 

た
る
は
他
で
も
な
い
自
分
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
、
、
。
ま
た
貫
之
同
樣
に
萬
葉
の 



 

 

 
影
響
も
有
意
に
見
出
さ
れ
、
作
者
の
顯
か
な
卷
八
の
歌
と
共
に
、
作
者
不
詳
の
歌
が
集

中
し
て
並
ぶ
卷
十
に
於
る
歌
の
影
響
も
同
時
に
指
摘
し
得
る
ら
し
い
。

（１
４
） 

終
に
忠
岑
で
あ
る
。
彼
の
出
詠
せ
し
歌
合
を
列
記
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
り
、

（１
５
） 

一
、
是
貞
親
王
歌
合 

 
 

（寛
平
五
年
九
月
以
前
） 

二
、
寬
平
御
時
后
宮
歌
合
（寛
平
四
・五
年
頃
） 

三
、
寬
平
御
時
中
宮
歌
合 

四
、
亭
氏
院
女
郞
花
歌
合 

（昌
泰
元
年
秋
） 

五
、
朱
雀
院
女
郞
花 

 
 
 

（延
喜
四
年
頃
） 

六
、
宇
多
院
歌
合       

（延
喜
五
年
以
前
） 

七
、
左
兵
衞
佐
定
文
歌
合 

（延
喜
五
年
頃
） 

忠
岑
が
寬
平
か
ら
延
喜
五
、
六
、
七
年
あ
た
り
の
時
期
に
か
け
て
最
も
活
躍
せ
る
歌
人 

に
あ
り
し
こ
と
が
よ
く
解
る
。
そ
し
て
彼
が
、
畏
く
も
初
の
勅
撰
和
歌
集
の
撰
者
と
い
ふ

大
命
に
身
を
浴
し
な
が
ら
も
そ
れ
以
降
に
あ
ま
り
活
躍
の
影
を
殘
さ
ざ
る
理
由
と
し

て
、
彼
自
身
の
卑
官
に
あ
る
可
き
ご
指
摘
が
諸
氏
に
よ
り
爲
さ
れ
て
來
た
が
、
而
し
斯 

か
る
可
き
あ
や
し
き
身
分
が
却
て
古
今
集
の
正
調
に
浸
り
切
ら
ざ
る
彼
の
独
特
な
感

性
を
喚
起
し
評
價
せ
ら
る
ゝ
事
に
繫
が
り
て
行
く
こ
と
に
な
れ
る
筈
で
あ
る
。
「忠
岑
だ 

け
は
其
仲
間
に
列
つ
て
ゐ
て
、
大
し
て
彼
等
の
主
張
と
喰
ひ
違
ふ
こ
と
な
く
、
而
も
か
な

り
の
作
物
を
出
し
た
」、
「古
代
の
作
家
で
は
四
人
の
編
者
の
う
ち
壬
生
忠
岑
が
一
等
天

分
豐
か
な
樣
だ
」

（１
６
） 

と
し
て
、
貫
之
と
の
對
照
的
構
造
の
な
か
で
忠
岑
の
作
風
を
論
ぜ
る 

折
口
信
夫
氏
の
視
點
が
近
代
の
忠
岑
研
究
の
源
流
に
な
れ
る
は
今
更
い
ふ
に
及
ば
ぬ
こ 

 

と
で
は
あ
る
が
、
氏
が
「こ
の
人
の
歌
は
素
質
的
に
は
四
人
の
撰
者
の
う
ち
で
最
も
優
れ

て
ゐ
る
」と
稱
揚
せ
ら
る
一
方
で
、
「し
か
し
か
う
い
ふ
風
に
み
て
行
く
と
つ
ま
ら
な
い
も

の
も
多
い
。
本
當
に
良
い
の
は
古
今
集
の
う
ち
で
二
、
三
首
だ
。
」と
云
は
る
ゝ
如
く
、
直 

感
的
に
感
ず
可
き
彼
の
歌
の
印
象
と
俯
瞰
的
評
價
と
を
一
致
せ
し
む
る
は
な
か
〳
〵

に
難
し
い
こ
と
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
ま
た
彼
の
歌
を
主
觀
的
で
あ
る
と
共
に
感
覺
的
、
機

智
的
た
り
、
萬
葉
集
に
於
る
口
誦
傳
承
的
な
も
の
に
發
せ
る
も
の
か
と
分
析
を
し
、
同

時
に
萬
葉
の
影
響
を
強
く
受
け
つ
ゝ
も
漢
詩
文
の
影
響
下
に
於
て
言
葉
に
自
覺
的
で
あ

つ
た
貫
之
と
は
對
照
的
な
も
の
を
見
出
せ
る
菊
池
靖
彦
氏
の
如
き
も
同
時
に
援
用
す
る

必
要
が
あ
る
。 

 
 

甲 

む
か
し
べ
や
今
も
こ
ひ
し
き
時
鳥
ふ
る
さ
と
に
し
も
な
き
て
き
つ
ら
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・一
六
三
） 

 
 

甲 

古
イ
ニ
シ
ヘ

爾ニ

戀コ
フ

良ラ

武ム

鳥ト
リ

者ハ

霍
公
鳥

ホ
ト
ト
ギ
ス

盖
ケ
ダ
シ

哉ヤ

鳴ナ
キ

之シ

吾ア
ガ

念
オ
モ
ヘ

流ル

碁ゴ

騰ト 
 
 

（萬
葉
・一
一
二
） 

 
 

乙 

し
ら
ゆ
き
の
ふ
り
て
つ
も
れ
る
大
ざ
と
は 

す
む
人
さ
へや
思
ひ
き
ゆ
ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・三
二
八
） 

乙 

雪ユ
キ

己コ

曾ソ

波ハ

春ハ
ル

日ヒ

消キ
ユ

良ラ

米メ

心コ
コ
ロ

佐サ

閇ヘ

消キ
エ

失ウ
セ

多タ

列レ

夜ヤ

言コ
ト

母モ

不
往
來

カ

ヨ

ハ

ヌ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（萬
葉
・一
七
八
二
） 

他
三
人
の
編
者
に
萬
葉
の
影
響
が
強
く
見
出
せ
る
や
う
に
忠
岑
に
も
同
樣
の
も
の
を
亦

強
く
見
出
し
得
る
。
右
に
擧
げ
た
る
甲
、
乙
は
そ
の
ほ
ん
の
僅
か
な
例
で
あ
り
他
に
も 

見
出
し
得
る
は
頗
る
多
い
が
、
そ
れ
ら
を
代
表
せ
し
む
る
な
ら
ば
右
に
擧
げ
る
二
つ
の 

歌
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
此
等
二
つ
の
歌
に
共
通
し
て
い
へる
こ
と
は
、
貫
之
や
躬
恆
の
如 



 

 

 
き
複
數
の
萬
葉
表
現
を
其
儘
に
借
用
し
組
合
せ
其
處
に
自
分
の
表
現
を
も
サ
ラ
ッ
と
插 

入
す
可
き
も
の
と
は
異
り
、
三
十
一
文
字

み

そ

ひ

と

も

じ

に
凝
縮
せ
ら
れ
し
歌
の
全
體
像
を
懸
命
に
汲 

み
取
り
、
自
身
の
新
し
い
形
に
流
し
込
む
可
き
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
貫
之
や
躬
恆
ら 

の
歌
を
、
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
際
の
體
を
基
と
し
て
成
長
し
て
行
く
も
の
ゝ
如

き
た
る
と
せ
ば
、
忠
岑
の
歌
は
幼
蟲
か
ら
成
蟲
に
な
る
過
程
で
一
度
蛹
に
な
り
な
か
で

體
成
分
を
ド
ロ
ド
ロ
に
溶
か
し
再
構
成
を
す
る
昆
蟲
の
如
き
と
い
へる
か
も
し
れ
な
い
。 

「忠
岑
に
は
、
清
新
奇
抜
な
機
智
で
體
驗
的
、
主
觀
的
に
事
象
を
切
り
取
つ
て
し
ま
ふ
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
特
性
の
一
つ
で
あ
る
。
」

（１
７
）

と
し
て
氏
が
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た

る
歌
に
は
、
能
く
こ
れ
を
表
す
可
き
も
の
ゝ
あ
る
と
感
ず
る
。 

 
 
 

あ
め
ふ
れ
ば
か
さ
と
り
山
の
も
み
ぢ
ば
は 

行
き
か
ふ
人
の
袖
さ
へぞ
て
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・二
六
三
） 

「か
さ
と
り
山
」と
い
ふ
こ
と
ば
自
體
古
今
が
初
出
で
あ
り
古
今
的
世
界
を
表
す
可
き

一
つ
の
重
要
な
言
葉
に
な
り
得
さ
う
な
豫
感
も
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
右
の
歌 

は
「か
さ
と
り
山
」と
い
ふ
詞
の
和
歌
内
部
に
於
る
效
用
が
一
首
全
體
に
は
及
ば
ず
、

「あ
め
ふ
れ
ば
」と
い
ふ
枕
詞
と
倂
さ
る
こ
と
で
「袖
さ
へ
ぞ
て
る
」と
は
ま
た
異
れ
る
機

智
を
表
し
、
一
首
の
な
か
で
統
一
的
印
象
が
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
元
方
の
「雨
ふ
れ
ど
露 

も
も
ら
じ
を…

」（古
今
・二
六
一
）が
其
上
の
常
識
た
る
「時
雨
と
露
と
が
も
み
ぢ
葉
を

紅
葉
せ
し
」む
可
き
と
か
さ
と
り
山
を
絡
ま
せ
一
首
全
體
の
機
智
と
し
て
「か
さ
と
り

山
」と
い
ふ
語
を
巧
み
に
押
出
せ
し
も
の
と
比
す
れ
ば
、
や
は
り
何
處
か
拙
く
稚
け
な 

き
印
象
を
感
ぜ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
加
へて
氏
が
「こ
と
ば
と
い
ふ
も
の
に
つ 

 

い
て
の
自
覺
的
な
認
識
が
ま
だ
淺
い
」、
「彼
の
歌
は
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
よ
り
か
か
る
と

い
ふ
よ
り
は
、
表
現
に
辿
り
着
く
前
の
、
着
想
が
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
」

（１
８
）

と
い
ふ
や
う

に
、
イ
ン
テ
リ
と
し
て
の
智
的
な
歌
風
な
ど
と
い
ふ
價
値
感
に
束
縛
せ
ら
れ
ぬ
、
心 

を
種
と
せ
る
正
直
な
歌
風
こ
そ
彼
の
特
徴
と
い
へる
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
ま
た
氏
が

「智
的
で
あ
る
と
共
に
か
な
り
主
觀
的
で
あ
り
、
更
に
は
主
情
的
、
感
覺
的
で
さ
へあ

る
。
」と
指
摘
し
つ
ゝ
そ
の
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
歌
々
は
、
こ
れ
を
能
く
表
す
。 

一 

は
る
き
ぬ
と
人
は
い
へど
も 

鶯
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ 

（古
今
・一
一
） 

二 

人
の
み
る
こ
と
や
く
る
し
き 

を
み
な
へし 

秋
ぎ
り
に
の
み
た
ち
か
く
る
ら
ん 

（古
今
・二
三
五
） 

三 

山
里
は
秋
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ 

し
か
の
な
く
ね
に
め
を
さ
ま
し
つ
ゝ 

（古
今
・二
一
四
）

一
に
見
る
「あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
」や
二
に
見
る
「こ
と
や
く
る
し
き
」の
如
き
を
好
例
と
し

て
、
た
だ
み
ね
は
自
ら
の
心
を
種
と
す
る
豐
か
な
音
色
を
コ
ト
バ
と
し
て
抽
象
化
す
る

の
で
は
な
く
、
極
め
て
素
直
に
、
表
現
に
辿
り
着
く
前
、
着
想
と
し
て
其
儘
に
和
歌
と
し

て
詠
み
擧
げ
つ
可
き
事
を
好
む
と
考
へ得
る
の
で
あ
る
。
更
に
一
の
歌
に
つ
い
て
、
氏
が 

冬フ
ユ

隱
コ
モ
リ

春ハ
ル

去サ
リ

來ク
レ

之バ

足ア
シ

比ヒ

木キ

乃ノ

山ヤ
マ

二ニ

文モ

野ノ

二ニ

文モ

鸎
ウ
グ
ヒ
ス

鳴ナ
ク

裳モ 

（萬
葉
・一
八
二
四
） 

と
い
ふ
萬
葉
歌
か
ら
、
既
に
萬
葉
の
時
代
か
ら 

春
の
到
來
ハ
鸎
の
な
く
こ
ろ
に 

と
い
ふ

可
き
共
通
理
解
が
あ
り
、
古
今
集
に
於
る
集
頭
歌
と
し
て
極
め
て
有
名
な
「年
の
内
に 

春
は
き
に
け
り…
」か
ら
も
顯
か
な
古
今
時
代
に
於
て
更
に
強
ま
れ
る
曆
と
景
物
の
關 



 

 

 
係
を
、
自
分
な
り
の
判
斷
や
主
情
を
强
く
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
強
ち
に
で
も
引
繰

り
返
す
可
き
、
彼
の
中
で
何
よ
り
も
重
ん
じ
ら
る
可
き
調
理
せ
ら
る
前
の
生
の
對
照
、

心
こ
そ
が
私
な
の
だ
と
い
ふ
姿
勢
こ
そ
、
壬
生
忠
岑
の
方
法
と
い
へよ
う
。 

以
上
本
節
に
て
外
觀
せ
る
四
人
の
特
徴
を
凡
そ
に
總
括
せ
ば
次
の
如
く
に
な
ら
う
。 

貫
之 

萬
葉
と
漢
詩
文
よ
り
着
想
を
得
て
其
を
基
礎
と
し
て
新
風
の
樹
立
を
試
む 

躬
恆 

過
去
、
現
在
問
は
ず
能
く
膾
炙
せ
ら
れ
し
表
現
に
着
想
し
卽
興
的
に
あ
は
れ
を 

 
 
  

描
寫
し
、
讀
人
不
智
の
歌
な
ど
か
ら
も
積
極
的
に
語
彙
を
採
用
す 

友
則 

對
象
を
直
接
的
に
描
寫
っ
し
つ
ゝ
も
一
首
全
體
を
包
括
す
可
き
觀
念
に
曖
昧
さ 

を
含
ま
す
る
こ
と
で
歌
意
を
擴
張
す 

忠
岑 

口
誦
傳
承
的
要
素
に
依
り
、
智
よ
り
も
動
（直
感
的
心
情
）に
根
ざ
せ
る
歌
風 

 

四 

戀
歌
と
四
季
歌
と
の
境
界 

  

古
今
集
に
於
る
部
立
の
構
造
つ
い
て
の
研
究
は
、
古
く
か
ら
多
く
の
先
蹤
を
見
出
す

事
が
で
き
る
。
中
世
以
前
は
概
ね
註
釋
の
一
環
と
し
て
で
あ
り
、
體
系
的
研
究
が
行
は

れ
其
の
構
造
が
能
く
顯
か
と
な
り
し
は
近
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
松
田
武
夫
氏
や
片 

桐
洋
一
氏
、
小
町
谷
照
彦
氏
な
ど
に
見
得
る
緖
研
究
が
其
の
良
い
例
で
は
あ
る
が
、

（
１
９
）

近

年
で
は
新
た
な
試
み
と
し
て
、
莫
大
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
和
歌
や
語
彙
同
士
の
類
似

性
指
標
を
定
義
し
其
の
指
標
に
於
る
値
の
大
な
る
も
の
に
つ
い
て
人
手
に
よ
り
檢
證
す 

可
き
、
嚴
密
な
形
態
素
解
析
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

（
２
０
）

歌
の
總
躰
と
し
て
の
部
立
を
研
究 

 

す
る
上
で
部
立
單
位
に
於
て
其
の
語
彙
を
集
積
し
別
の
部
立
と
比
較
す
る
手
法
は
、
來

し
片
に
自
立
語
と
し
て
の
體
言
や
用
言
を
中
心
に
行
は
れ
來
た
る
た
め
か
、
自
立
語
や

動
詞
を
接
着
し
一
首
の
體
裁
を
調
ふ
可
き
重
要
な
機
能
を
持
つ
附
屬
語
への
注
意
が
極

め
て
不
足
し
て
を
り
、
ま
た 

五‐

七‐

五‐

七‐

七 

と
い
ふ
音
數
律
に
制
約
の
あ
る
和
歌

に
於
て
共
通
す
可
き
音
を
把
握
す
る
こ
と
に
も
あ
ま
り
焦
點
が
あ
て
ら
れ
て
來
な
か
つ

た
や
う
で
あ
る
。

（
２
１
）

例
へば
此
れ
ら
の
點
に
焦
點
を
當
て
調
査
を
進
め
る
な
ら
ば
、 

人
の
お
や
の
／
こ
こ
ろ
は
や
み
に
／
あ
ら
ね
ど
も
／
子
を
お
も
ふ
み
ち
に
／
ま
ど 

ひ
ぬ
る
か
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（後
撰
集
・一
一
〇
二
） 

と
、
子
を
思
ふ
親
の
心
情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
せ
し
殆
ど
無
技
巧
な
歌
と
看
做
さ
れ

て
來
し
藤
原
兼
輔
の
代
表
作
が
、
實
は 

人
を
思
ふ
／
心
は
か
り
に
／
あ
ら
ね
ど
も
／
く
も
ゐ
に
の
み
も
／
な
き
わ
た
る 

か
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・五
八
五
） 

と
い
ふ
先
蹤
歌
を
踏
ま
へて
造
ら
れ
し
も
の
た
り
、
内
容
と
し
て
、 

ひ
と…

／
こ
こ
ろ
は…

に
／
あ
ら
ね
ど
も
／…

／…

る
か
な 

第
二
句
の
「や
み
」（兼
輔
）と
「か
り
」（古
今
）は
共
に[a],[i],

と
い
ふ
母
音
が
共
通 

な
ど
の
「音
」に
よ
る
歌
の
把
握
が
確
認
し
得
る
點
な
ど
が
指
摘
せ
ら
れ
、
一
切
の
自
然 

言
語
處
理
や
人
手
に
よ
る
タ
グ
附
け
作
業
な
ど
を
極
力
抛
棄
し
和
歌
を
文
字
の
連
鎖

と
し
て
扱
ふ
立
場
で
研
究
を
進
む
る
こ
と
ゝ
な
る
の
だ
が
、 

き
み
が
た
め
／
春
の
野
に
に
で
て
／
わ
か
な
つ
む
／
我
衣
手

ワ
ガ
コ
ロ
モ
テ

に
／
雪
は
ふ
り
つ
ゝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・二
一
） 



 

 

 

あ
か
ず
し
て
／
わ
か
る
ゝ
袖
の
／
し
ら
た
ま
を
／
き
み
が
か
た
み
と
／
つ
つ
み
て 

ぞ
ゆ
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古
今
・四
〇
〇
） 

な
ど
と
全
く
無
關
係
の
歌
に
於
て
も
、
若
し
各
々
の
句
に
於
る
文
字
列
を
比
較
し
「は

る
の
の
に
い
で
て
」と
「わ
か
る
る
そ
で
の
」と
に
於
る
「る
」、
「の
」、
「て
」の
三
文
字
、
「わ

が
こ
ろ
も
て
に
」と
「き
み
が
か
た
み
と
」と
に
於
る
「か
」の
一
文
字
、
「ゆ
き
は
ふ
り
つ

つ
」と
「つ
つ
み
て
ぞ
ゆ
く
」と
に
於
る
「ゆ
」、
「つ
」の
二
文
字
な
ど
と
、
如
何
な
る
文
同
士

に
も
共
通
性
な
る
も
の
を
見
出
せ
ざ
る
は
な
き
事
と
、
一
首
を
丸
々
に
借
用
し
異
る
文

脈
に
於
て
意
味
の
擴
張
を
圖
る
可
き
顯
か
に
有
意
な
類
似
性
と
を
區
別
す
る
こ
と
が

人
手
に
よ
る
定
義
な
く
し
て
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
今
囘
は
敢
へて
「片
手
落

ち
」の
批
判
を
覺
悟
の
上
、
「四
季
歌
」と
「戀
歌
」と
に
於
る
自
立
語
の
共
有
率
や
歌
の

配
列
、
部
立
單
位
で
の
構
成
か
ら
見
出
し
得
る
範
圍
の
幅
な
ど
を
考
察
し
て
行
く
。 

さ
て
先
學
を
一
瞥
す
る
と
、
卷
第
十
と
第
十
一
を
境
に
前
後
折
半
し
考
ふ
可
き
こ

と
、
前
半
部
と
後
半
部
と
に
は
對
應
關
係
が
存
す
可
き
こ
と
、
そ
し
て
更
に
各
部
立
に

は
輕
重
の
區
別
も
在
り
春
と
秋
と
に
對
す
る
夏
と
冬
と
の
比
重
は
相
對
的
に
輕
く
（冬

の
部
立
は
秋
と
春
と
を
結
ぶ
働
き
を
す
る
一
方
で
夏
は
截
然
と
獨
立
せ
る
性
格
を 

有
す
）

（
２
２
）

こ
れ
ら
を
總
括
し
て
四
季
歌
全
體
を
見
れ
ば
そ
の
重
み
は
戀
歌
全
體
と
拮
抗 

せ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
せ
ら
れ
て
を
り
、

（
２
３
）

單
に
文
字
の
羅
列
と
し
て
和
歌
を
捉
へて
は

達
す
る
こ
と
の
叶
は
ざ
る
性
質
を
有
せ
る
と
い
へよ
う
が
、
毎
毎
に
繰
返
さ
れ
る
物
理 

的
風
土
的
體
驗
に
よ
り
自
然
と
表
さ
れ
し
最
も
晉
遍
的
觀
念
た
る
春
夏
秋
冬
の
部
立 

と
戀
の
部
立
と
が
比
重
と
し
て
拮
抗
せ
る
こ
と
は
、
殊
に
注
目
す
可
き
こ
と
で
あ
る
。 

 

「我
々
が
日
本
の
自
然
や
風
土
か
ら
離
れ
て
一
日
も
生
活
で
き
な
い
こ
と
を
知
れ
ば
知

る
ほ
ど
、
日
本
の
自
然
や
風
土
に
對
し
て
關
心
や
愛
着
を
持
ち
、
自
然
對
人
間
の
情
感

の
結
び
つ
き
に
關
心
を
寄
せ
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
」と
い
ふ
松
田
武
夫
氏
の
指

摘
は
云
ひ
得
て
妙
で
あ
ら
う
。
續
け
て
氏
は
、
「し
か
し
自
然
對
人
間
の
關
係
は
人
間
社

會
の
全
體
で
は
な
い
。
人
間
と
人
間
、
人
間
と
社
會
と
の
關
係
に
於
る
生
活
が
そ
の
反

面
に
存
在
し
て
ゐ
る
。
戀
は
、
對
人
的
關
係
に
お
い
て
生
ず
る
人
間
心
理
の
一
起
伏
で

あ
る
。
」と
指
摘
し
、 

四
季
＝
外
側 

↔ 

戀
＝
内
側 

と
い
ふ
對
應
關
係
か
ら
此
の
二

つ
の
部
立
同
士
が
双
璧
を
爲
す
可
き
說
明
を
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
「年
の
う
ち
に
春
は
き

に
け
り…

」に
よ
り
自
然
と
生
活
と
の
矛
盾
か
ら
戸
惑
ひ
を
感
ず
可
き
歌
か
ら
も 

能
く
解
る
通
り
、
折
々
の
自
然
を
生
活
の
中
心
に
据
ゑ
、
對
應
關
係
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ 

融
合
關
係
に
よ
り
此
の
部
立
同
士
の
關
係
を
見
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
コ
ト
バ
が
融
合

的
に
用
ゐ
ら
れ
た
る
か
、
如
何
な
る
コ
ト
バ
が
一
方
に
於
て
の
み
用
ゐ
ら
れ
た
る
か
を

調
ぶ
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
二
つ
の
部
立
間
の
範
圍
を
顯
か
と
す
可
き
も
の
で
あ
る
。 

此
に
先
立
ち
古
今
集
の
全
體
の
構
成
を
概
觀
し
て
み
る
。
賀
・離
別
・羇
旅
・物
名
・哀

傷
・雜
躰
・大
歌
所
御
歌
な
ど
七
つ
を
特
殊
部
立
と
し
て
一
括
せ
ば
古
今
集
全
體
は
、 

四
季
部 

 

三
四
二
首 

 

三
一
・一
％ 

戀  

部 
 

三
六
〇
首 

 

三
二
・七
％ 

特
殊
部 

 

二
六
〇
首 

 

二
六
・六
％ 

雜  
部 

 

一
三
八
首 

 

一
二
・六
％ 

と
な
り
、

（
２
４
）

四
季
部
と
戀
部
と
が
ほ
ぼ
等
量
で
合
計
七
〇
二
首
と
全
體
の
七
割
近
い
割 



 

 

 
合
を
占
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
を
詠
め
る
上
位
四
人
に
つ
い
て
は
第
三
節
に
於
て
詳
し

く
論
ぜ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
此
所
で
顯
か
と
し
た
い
こ
と
は
、
小
澤
氏
の
指
摘
す
可

き
詠
人
と
部
立
と
の
關
聯
性
に
つ
い
て

（
２
５
）

で
あ
る
。
「讀
人
不
智
で
は
戀
の
歌
、
六
歌
仙
で

は
そ
の
他
の
歌
、
撰
者
で
は
四
季
歌
」と
い
ふ
傾
向
を
踏
ま
へ集
内
部
に
於
る
歌
の
發
達

の
有
樣
を
指
摘
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
古
今
集
と
い
ふ
も
の
が
「古
」と
「今
」と
を
單

に
表
す
可
き
よ
ろ
づ
の
や
ま
と
う
た
の
集
合
と
し
て
で
は
な
く
、
新
舊
の
歌
の
盡
く
が

部
立
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
全
く
不
可
分
な
領
域
に
於
て
融
合
せ
る
も
の
と
看
做

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「自
然
に
藝
術
的
秩
序
を
命
課
す
る
絶
對
世
界
の
開
眼
」と
蓮
田

氏
の
指
摘
せ
ら
る
ゝ
古
今
的
秩
序
を
此
所
に
も
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

（
２
６
） 

 
 
 

而
し
敢
へて
不
可
分
た
る
各
部
立
を
構
成
の
上
で
見
れ
ば
表
四
の
如
く
看
做
さ
れ
、

（
２
７
）

歌

の
配
列
と
い
ふ
面
か
ら
考
ふ
れ
ば
古
歌
す
ら
も
編
者
た
ち
の
秩
序
意
識
の
下
と
い
ふ
事

に
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
四
季
の
部
立
に
於
て
撰
者
を
含
む
當
代
の
歌
が
過
半
を

超
え
る
所
か
ら
は
、
彼
等
が
此
所
に
最
も
强
く
係
り
し
事
が
能
く
察
せ
ら
れ
よ
う
。 

一
方
で
戀
や
雜
の
部
立
に
於
て
は
戀
部
＝
撰
者
歌
（一
八
・六
％
）、
雜
部
＝
撰
者
歌

（一
三
・〇
％
）と
、
撰
者
自
身
の
歌
は
少
く
古
今
に
到
る
迄
に
其
の
部
立
に
於
て
詠
ま

る
可
き
内
容
は
既
に
能
く
詠
ま
れ
た
り
し
事
が
理
解
せ
ら
れ
、
歌
集
と
し
て
の
形
を
整

へ更
に
そ
れ
以
前
の
歌
集
に
は
非
ざ
り
し
「秩
序
」を
樹
立
す
可
き
こ
と
に
並
々
な
ら
ぬ

苦
勞
の
あ
り
し
こ
と
が
想
像
せ
ら
る
。 

四
季
は
豫
感
し
、
訪
れ
、
過
ぎ
去
る
と
い
ふ
經
過
を
辿
る
が
、
其
の
經
過
は
戀
の
進
展 

に
其
儘
直
結
す
る
。
卽
ち
戀
の
部
立
は
其
の
内
容
か
ら 

 

表
四 

        

戀
愛
前
期
（未
逢
戀
）…

…

戀
一
・戀
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
四
七
首 

戀
愛
成
就
期
（逢
戀
）…

…

戀
三
・戀
四
（七
〇
一
迄
）  

 
 

八
六
首 

戀
愛
後
期
（逢
不
逢
戀
）…

戀
四
（七
〇
二
～
）・戀
五 

   

一
二
七
首 

で
あ
り
、

（
２
８
）

戀
愛
成
就
期
の
歌
が
最
も
少
く
、
戀
の
發
展
を
豫
感
す
る
歌
、
そ
し
て
戀
の

終
り
を
歎
く
歌
が
最
も
多
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
四
季
の
部
立
に
於
る
對
應
構
造
に
其
儘

直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
部
立
に
於
る
對
應
的
關
係
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
論
ぜ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
今
更
に
言
及
は
避
く
る
が
、
春
の
部
立
は
冒
頭
に
「年
の
う
ち
に

…
」と
春
が
最
早
來
た
る
か
否
か
の
戸
惑
ひ
を
詠
ひ
、
次
に
「袖
ひ
ち
て…

」と
素
直
な

季
節
の
感
受
を
詠
ひ
、
續
け
て
「𠮷
野
の
山
に
雪
は
降
り
つ
ゝ
」と
曆
上
で
の
季
節
の
到
來

を
現
實
的
現
象
に
よ
つ
て
拒
絕
し
た
か
と
思
へば
、
直
後
の
歌
で
は
「雪
の
う
ち
に
春
は 

來
に
け
り…

」と
曆
に
對
す
る
從
順
な
姿
勢
を
示
す
と
い
ひ
し
、
戸
惑
ひ‐

否
定‐

肯
定 

計
撰

者

第
三
期

第
二
期

第
一
期

讀
人

不
智

俳
諧

一
〇

五 一 四
其
他

三
二

一 一
三
〇

大
歌
所

御
歌
他

計

雜
躰

四
季

戀

雜

賀

離
別

羇
旅

物
名

哀
傷



 

 

 
の
歌
を
順
々
に
配
し
止
揚
せ
む
ず
る
意
圖
を
讀
み
取
り
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

の 

戸
惑
ひ‐

否
定‐

肯
定 

か
ら
徐
々
に
前
へ進
む
プ
ロ
セ
ス
は
一
つ
一
つ
の
歌
單
位
に
於

る
對
應
的
關
係
を
示
し
、
一
首
々
々
の
對
應
的
關
係
の
總
體
と
し
て
の
部
立
が
叉
互
ひ

に
對
應
的
關
係
へ導
か
る
れ
ば
、
部
立
を
統
合
せ
し
更
に
上
の
「四
季
」や
「戀
」、
「雜
」、

「賀
」と
い
ひ
し
觀
念
同
士
に
も
對
應
的
關
係
を
捉
へ得
る
こ
と
は
お
の
づ
か
ら
發
想
せ

ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
根
底
か
ら
垣
間
見
得
る
構
造
を
諒
解
し
た
る
上
で
四

季
部
と
戀
部
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
四
季
部
に
於
る 

  
 

「春
」 

上
・下 ↔ 

「秋
」 

上
・下  :  
「夏
」 ‐

 

「冬
」 

と
い
ふ
關
係
が
、 

（戀
愛
前
期 ↔ 

戀
愛
後
期
）  

 :  

戀
愛
成
就
期 

 

と
い
ふ
關
係
に
連
動
し
て
見
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
各
部
立
に
於
る
撰
者
の
詠

出
歌
の
割
合
か
ら
も
こ
れ
ら
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
春
部
と
戀
愛
前
期
と
を
對
す

可
く
ま
づ
前
者
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
各
々
は
友
則
五
首
、
忠
岑
一
首
、
躬
恆
一
一
首
、
貫

之
二
四
首
と
諒
解
せ
ら
れ
、
友
則
、
忠
岑
の
歌
は
其
々
新
詠
を
入
れ
る
こ
と
な
く
既
詠

歌
を
の
み
入
る
可
き
先
學
の
ご
指
摘
を
援
用
し
貫
之
躬
恆
の
歌
に
焦
點
を
絞
れ
ば
、
貫

之
の
歌
に
は
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
確
認
せ
ら
る
ゝ
が
新
撰
萬
葉
集
に
は
入
ら
ざ
る
歌

と
し
て
二
首
（一
一
六
・一
一
七
）あ
る
他
は
古
今
集
初
出
で
あ
り
、
躬
恆
に
到
つ
て
は

一
一
首
凡
て
が
全
く
の
初
出
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
今
編
纂
以
前
か
ら
歌
壇
に
於
て

積
極
的
に
詠
ま
れ
其
の
狀
を
安
定
せ
し
め
た
り
し
「秋
」と
い
ふ
季
節
を
念
頭
に
置
け
る 

貫
之
と
躬
恆
と
が
、
四
季
内
部
に
對
應
構
造
を
見
出
さ
ん
と
せ
し
時
に
「秋
」に
拮
抗
す 

 

可
き
季
節
と
し
て
新
た
に
「春
」と
い
ふ
季
節
を
想
定
し
此
の
樹
立
を
積
極
的
に
推
進
し

た
り
し
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

春
夏
秋
冬
と
い
ふ
季
節
の
巡
り
に
於
て
凡
て
の
始
ま
り
と
看
做
さ
れ
る
「春
」、
一
方
で

生
命
が
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
染
ま
り
散
り
際
に
そ
の
美
し
さ
を
湛
え
る
「秋
」が
、
想
人
に

出
逢
ひ
戀
に
落
ち
る
迄
の
「戀
愛
前
期
」と
「う
ら
み
つ
る
」戀
愛
後
期
と
の
心
情
へ完
全

に
シ
ン
ク
ロ
す
る
こ
と
に
よ
り
、 

秋
風
の
ふ
き
と
ふ
き
ぬ
る
む
さ
し
の
は 

な
べ
て
く
さ
ば
の
色
か
は
り
け
り 

 
 
 

（戀
五
・八
二
一
） 

秋
か
ぜ
に
あ
ふ
た
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ 

わ
が
身
む
な
し
く
な
り
ぬ
と
お
も
へば 

（戀
五
・八
二
二
）

あ
き
風
の
ふ
き
う
ら
か
へす
く
ず
の
は
の 

う
ら
み
て
も
猶
う
ら
め
し
き
哉 

（戀
五
・八
二
三
） 

秋
と
い
へば
よ
そ
に
ぞ
き
ゝ
し 

あ
だ
人
の
我
を
ふ
る
せ
る
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ 

（戀
五
・八
二
四
） 

な
ど
に
見
得
る
戀
情
と
季
語
と
の
見
事
な
迄
の
融
合
を
產
み
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。 

此
の
や
う
な
融
合
的
關
係
に
於
て
其
の
歌
が
何
を
詠
ふ
可
き
も
の
か
と
い
ふ
判
斷
は
、

や
は
り
部
立
に
依
存
し
た
る
可
き
で
あ
る
。
た
と
へば
八
二
二
の
歌
か
ら
戀
部
の
歌
と
い

ふ
情
報
を
褫
奪
す
れ
ば
最
早
秋
部
に
於
る
歌
に
す
ら
な
り
得
る
や
う
に
、
詠
ま
れ
し

狀
況
や
編
者
の
秩
序
意
識
が
此
所
に
は
溢
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

春
霞
た
て
る
や
い
づ
こ 

み
よ
し
の
の
𠮷
野
の
山
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ  

 

（春
上
・三
） 



 

 

 

梅
が
え
に
き
ゐ
る
鶯 

春
か
け
て
な
け
ど
も 

い
ま
だ
雪
は
ふ
り
つ
ゝ 

（春
上
・五
） 

は
る
き
ぬ
と
人
は
い
へど
も 

鶯
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ 

 
 
 
 

（春
上
・一
一
） 

な
ど
も
詞
書
の
問
題
は
あ
る
に
し
ろ
、
若
し
戀
の
部
に
と
ら
れ
れ
ば
戀
の
歌
と
看
做
す

こ
と
は
容
易
で
あ
ら
う
。
な
ほ
此
の
や
う
な
歌
は
數
多
確
認
せ
ら
る
。
戀
の
部
か
、
四
季

の
部
か
、
何
が
そ
れ
を
分
け
る
の
で
あ
ら
う
か
。
何
處
に
區
別
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
を
顯
か
と
す
可
く
、
四
季
歌
と
戀
歌
の
歌
計
七
〇
一
首
の
自
立
語
を
凡
て
集
積
、

自
立
語
レ
ヹ
ル
に
於
る
關
係
性
を
調
査
し
た
。

（
２
９
） 

 

表
五 

         

 

戀
愛
前
期
は
戀
一
・二
、
戀
愛
後
期
は
戀
四
（七
〇
二
～
）・五
か
ら
構
成
せ
ら
る
ゝ 

も
の
で
あ
る
。
一
瞥
し
て
も
顯
か
な
や
う
に
、
戀
の
部
立
に
於
て
は
前
・後
期
を
通
し 

「人
」、
「我
」、
「心
」、
「身
」、
「物
」な
ど
晉
遍
的
な
體
言
を
修
飾
す
可
き
用
言
は
「思

フ
」、
「成
ル
」、
「見
ル
」、
「ア
ル
」、
「ナ
ク
」な
ど
と
、
前
・後
期
で
條
件
を
滿
た
す
用
言

全
一
四
語
中
の
七
語
を
共
有
し
、
統
一
的
性
格
の
下
總
體
と
し
て
用
言
を
補
佐
し
歌
の

秩
序
を
守
つ
て
ゐ
る
譯
で
あ
る
が
、
體
言
に
就
い
て
は
事
情
が
異
つ
て
ゐ
る
。
全
二
〇
語

中
共
有
す
る
語
は
「戀
」、
「人
」、
「我
」、
「物
」、
「心
」、
「身
」、
「秋
」の
七
語
、
獨
立
す

る
語
は
「夜
」、
「山
」、
「音
」、
「夢
」、
河
」、
「涙
」、
「下
」、
「風
」、
「今
」、
事
」、
「世
」、

「花
」、
「言
葉
」の
一
三
語
と
體
言
の
表
す
直
接
的
示
唆
が
あ
え
や
か
で
統
一
的
な
自

立
語
の
風
光
で
そ
つ
と
包
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
々
を
分
け
て
考
ふ
れ
ば
、
前
期
は

「夜
」、
「夢
」、
「山
」、
「音
」、
「涙
」、
「河
」、
「下
」と
、
夜
の
寂
し
さ
に
相
俟
つ
て
戀
し
き

人
の
た
め
袖
を
濡
ら
し
、
其
の
涙
で
河
を
作
り
な
が
ら
も
微
か
な
噂
を
音
に
聞
き
つ
ゝ

細
い
希
望
に
縋
る
と
言
つ
た
形
を
主
と
し
て
ゐ
る
。
其
々
の
體
言
は
共
に
用
ゐ
ら
れ
方

が
凡
そ
固
定
化
せ
ら
れ
て
を
り
、
「夜
」と
い
ふ
語
に
つ
い
て
見
れ
ば 

夜
ひ
〳
〵
に
枕
さ
だ
め
む
方
も
な
し
い
か
に
寢
し
夜
か
ゆ
め
に
見
え
け
む 

（戀
一
・五
一
六
） 

夢
の
う
ち
に
あ
ひ
見
む
こ
と
を
賴
み
つ
ゝ
暮
せ
る
よ
ゐ
は
寢
む
方
も
な
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（戀
一
・五
二
五
） 

い
と
せ
め
て
戀
し
き
時
は
む
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
着
る （戀

二
・五
五
四
） 

語數 分類

四六 戀

九四 人

一四 我

七二 物

四二 心

〇二 夜

八一 山

六一 音

六一 寢

四一 夢

二一 河

二一 身

二一 涙

一一 秋

一一 下

三三 思フ

四一 思ヒ

七二 知ル

七二 無シ

二二 見ル

一二 アル

六一 ナク

四一 逢フ

三一 言フ

〇一 成ル

戀
　
　
　
　
愛
　
　
　
　
前
　
　
　
　
期

語數 分類

七四 人

三三 我

六二 心

一二 物

九一 身

七一 秋

四一 爲

三一 來

二一 風

一一 今

一一 戀

一一 事

〇一 世

〇一 花

四四 思フ

七二 成ル

五二 見ル

五二 アル

二二 無シ

五一 忘ル

三一 ナク

二一 行ク

二一 言葉

一一 逢フ

一一 憂シ

戀
　
　
　
　
愛
　
　
　
　
後
　
　
　
　
期



 

 

 

夜
ゐ
〳
〵
に
脱
ぎ
て
わ
が
寢
る
狩
衣
か
け
て
思
は
ぬ
時
の
ま
も
な
し 

（戀
二
・五
九
三
） 

な
ど
の
歌
を
筆
頭
と
し
て
「寢
」、
「衣
」の
二
語
を
中
心
と
し
た
詠
は
れ
方
が
積
極
的
に

爲
さ
れ
、
此
の
パ
タ
ー
ン
に
看
做
し
得
な
い
歌 

明
け
た
て
ば
蟬
の
お
り
は
へな
き
く
ら
し
夜
は
螢
の
も
え
こ
そ
わ
た
れ 

（戀
一
・五
四
三
） 

わ
が
ご
と
く
物
や
か
な
し
き
ほ
と
ゝ
ぎ
す
時
ぞ
と
も
な
く
夜
だ
に
な
く
覽 

（戀
二
・五
七
八
） 

夜
ゐ
の
間
も
は
か
な
く
見
ゆ
る
夏
蟲
に
ま
ど
ひ
ま
さ
れ
る
戀
も
す
る
哉 

（戀
二
・五
六
一
） 

梓
弓
ひ
け
ば
元
末
わ
が
方
に
よ
る
こ
そ
ま
さ
れ
戀
の
心
は 

 
 

（戀
二
・六
一
〇
） 

な
ど
も
確
か
に
確
認
せ
ら
る
ゝ
も
の
ゝ
、
五
四
三
、
五
七
八
は
「な
く
」可
き
こ
と
に
、
五

六
一
は
「夏
蟲
」に
、
五
七
八
は
掛
詞
と
し
て
夜
の
寂
し
さ
に
接
近
す
可
き
技
法
を
用
ゐ

語
彙
と
し
て
「夜
」を
含
む
も
の
ゝ
其
々
分
類
上
は
別
の
語
概
念
で
解
釋
せ
ら
る
。
同
樣

に
表
現
の
固
定
的
使
用
は
「音
」、
「山
」に
つ
い
て
も
當
嵌
ま
り
、 

 
 

表 

 
 

六 

   

 

「音
」は
聞
き
、
な
き
、
立
た
す
も
の
で
あ
り
、
山
は
複
合
語
と
し
て
の
用
法
が
支
配
的

と
看
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
じ
手
法
で
戀
愛
後
期
の
語
彙
も
一
瞥
し
て
み
る
と
、

前
期
と
は
ま
た
少
し
違
つ
た
風
躰
が
顯
か
と
な
る
。
用
言
は
前
期
後
期
で
統
一
的
性
格

を
帶
び
體
言
を
修
飾
す
可
き
は
既
に
述
べ
る
所
で
は
あ
る
が
、
體
言
に
つ
い
て
は
「風
」、

「今
」、
「事
」、
世
」、
「花
」、
「言
葉
」と
、
前
期
ほ
ど
の
一
體
性
は
あ
ら
ざ
る
可
き
樣
相

た
り
、
歌
中
で
の
用
ゐ
ら
れ
方
も
前
期
に
於
る
類
型
的
な
表
現
と
は
打
ち
變
り
、
よ
り

柔
軟
で
多
樣
な
表
現
と
結
び
つ
き
前
期
と
の
共
通
語
彙
の
關
係
に
歌
と
し
て
の
秩
序
を

依
存
せ
る
や
う
に
見
え
る
。 

表
七 

           

歌番 音

〇七四 ク聞ニ音
三七四 ク聞ニ音
二八四 ク聞ニ音
二九四 ズテ立ハニ音
八九四 クナニ音
四一五 クナゾミノヲ音
六三五 クナミノ音
七七五 テキナニ音
九七五 音-クナ

山

三七四 山-ハトヲ
一九四 水下-山
四九四 水下-山
九七四 櫻-山
五九四 山-ハキト
一二五 コビ-山
九三五 コビ-山
四三五 山ノ士富
一五五 山-奧

歌番 風

八〇七 ミタイヲ風
四一七 風-秋
四二七 風-秋
七七七 風-秋
七八七 風-秋
一二八 風-秋
三二八 風-秋
一八七 風-野
二六七 風-吹
三八七 ニマニマノ風
五八七 風ノ山ルヰ我

今

六三七 ハ今-葉ノ言
六四七 レナ仇-ハ今
二六七 ヤトユ絶-ハ今
四七七 トジ來-ハ今
〇九七 ゾヒモオ-ハ今
七三七 テト-ハ今
二八七 テト-ハ今
〇〇八 テト-ハ今
一七七 トム來-今
三七七 トハシ-今
六七七 朝-今

歌番 事

八七六 事キシ戀
四三七 事キシ戀
二一八 事キシ戀
五六七 事フ逢
二一八 事フ逢
六二八 事フ逢
五八七 事ル經
六九七 事フ移
一一八 事フ思
八一八 事ルル忘
四七七 事ルルタ待
三〇八 事フテ（ネ去）稻

世

五九七 中-世
七九七 中-世
四〇八 中-世
四二八 中-世
二一七 世キ無ノリ僞
六一七 言人ノ世
〇五七 ム見心ヲ世
三五七 ランヌ經バヲ世
八九七 トスヒグウヲ世
六〇八 レケリ有ソコヲ世
七〇八 ジ見ラウバヲ世



 

 

 
表
八
か
ら
、
風
は
「秋‐

風
」、
「野‐

風
」な
ど
複
合
語
の
要
素
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、

「事
」に
つ
い
て
も
用
言
を
體
言
化
す
る
役
割
を
荷
ひ
一
貫
し
て
ゐ
る
。
一
方
で
、
「今
」 

や
「世
」を
見
る
と
、
前
者
は
「今
は…

」と
修
飾
先
と
し
て
の
使
用
が
支
配
的
、
後
者
は

複
合
語
と
し
て
の
使
用
と
修
飾
先
と
し
て
の
使
用
が
混
在
し
中
性
的
性
格
を
帶
び
、

「花
」、
「言
葉
」に
つ
い
て
も
同
樣
の
性
格
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

表
八 

      

前
期
と
比
せ
ば
や
は
り
廣
が
り
が
あ
り
、
此
を
修
飾
先
と
す
る
用
言
も
「爲
」、
「來
」、

「忘
る
」、
「行
く
」、
「憂
し
」と
、
前
期
に
於
る
「知
る
」、
「言
ふ
」の
二
つ
と
比
し
倍
以
上

の
獨
立
的
用
言
を
保
持
し
、
前
期
と
は
異
る
意
味
上
の
多
樣
性
を
持
つ
。
此
等
の
内
容

を
總
括
せ
ば
、
次
の
如
く
纏
め
ら
れ
よ
う
。 

戀
愛
前
期…

語
數
の
多
い
上
五
つ
體
言
は
凡
て
後
期
と
の
共
通
語
た
る
一
方
で
獨 

立
的
體
言
は
凡
て
意
味
上
の
關
聯
が
指
摘
せ
ら
れ
、
一
つ
の
歌
中
で 

同
時
に
用
ゐ
ら
る
ゝ
事
も
多
く
其
を
修
飾
す
る
用
言
は
後
期
と
の 

共
通
語
が
殆
ど
で
後
期
と
統
一
的
な
秩
序
を
望
み
接
近
し
て
ゐ
る 

 

戀
愛
後
期…

體
言
、
用
言
は
共
に
共
通
語
彙
で
下
支
へら
れ
乍
ら
も
、
然
程
意
味 

上
の
關
聯
を
持
た
ぬ
獨
立
的
體
言
が
前
期
と
比
し
二
倍
强
の
獨
立 

的
用
言
に
支
へら
れ
、
前
期
よ
り
も
多
樣
な
意
味
の
廣
が
り
を
有
す 

 

 

次
に
戀
愛
成
就
期
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、 

表
九 

     

體
言
は
「戀
」、
「人
」、
「我
」、
用
言
に
つ
い
て
は
「見
る
」、
「思
ふ
」、
「無
し
」、
「逢
ふ
」

「成
る
」、
「あ
る
」な
ど
と
、
前
・後
期
と
も
共
通
す
る
語
は
矢
張
り
使
用
例
が
最
も
多

く
、
語
彙
の
上
か
ら
は
前
・後
期
に
あ
る
も
の
と
同
樣
の
秩
序
が
貫
か
れ
て
ゐ
る
や
う
で

あ
る
。
併
し
獨
立
的
自
立
語
に
目
を
向
く
る
な
ら
ば
、
成
就
期
独
特
の
性
格
を
見
出
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

前
・後
期
と
共
通
す
る
語
彙
と
し
て
は
今
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
換
言
せ
ば
、
前
・後

期
共
に
七
語
あ
る
（成
就
期
の
「夜
」、
「河
」は
後
期
の
其
と
共
通
す
る
か
ら
除
外
）の
獨

立
的
體
言
を
有
す
る
兩
者
と
比
較
し
た
際
の
顯
か
に
少
い
成
就
期
の
獨
立
的
體
言
は
、 

注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
「名
」、
「君
」の
僅
か
二
語
を
其
と
し
て
有
す
る
成
就
期 

番歌 花

七七六 ミツカ-花
四八六 花-櫻
三二七 メゾ-花-初
八四七 スヽキ-花
四五七 筺-花
五九七 ノ染-花
七九七 花ノ心ノ人
八九七 花ノ心ノ人
九九七 花ルヌリ散
〇〇八 花ノ宿

葉　言

二〇七 ク繁ノ言
三〇七 ク繁-言
四〇七 ク繁ニ野夏-言
一一七 キ憂-言
一二七 言ノ葉ノ人
一六七 ク繁ノ言人
六三七 ス返ハ今葉ノ言
七三七 葉ノ言ス返
二四七 テ傳-言
二八七 ヘサ葉ノ言
〇二八 心ノ葉ノ言
八八七 葉言ノ人

語數 分類

一二 戀

一二 人

七一 我

六一 夜

五一 名

一一 君

一一 河

九 （夢）

六 （現）

四二 見ル

九一 思フ

三一 無シ

二一 逢フ

一一 成ル

一一 アル

〇一 言フ

〇一 立ツ

〇一 知ル

九 （ル出）

戀
　
　
愛
　
　
成
　
　
就
　
　
期



 

 

 
で
あ
る
が
、
其
々
の
歌
中
に
於
る
用
ゐ
ら
れ
方
を
見
れ
ば 

表
十 

表
十
の
如
き
で
あ
り
、
「名
」 

に
於
る
複
合
語
と
し
て
の
二 

例
を
除
け
ば
凡
て
單
獨
で
品 

詞
と
し
て
自
立
し
、
戀
愛
前 

後
期
以
上
に
此
の
二
語
の
關 

聯
が
指
摘
さ
れ
得
ず
、
存
在 

感
が
希
薄
で
あ
る
。
併
し
一 

方
で
戀
愛
前
期
と
の
關
聯
に 

絞
り
見
れ
ば
、
「夜
」、
「河
」、 

「夢
」、
「言
ふ
」、
「知
る
」の 

自
立
語
が
互
ひ
に
共
通
し
、 

「夢
」と
セ
ッ
ト
で
用
ゐ
ら
る 

る
事
が
專
ら
で
あ
つ
た
「現
」を
も
此
に
含
み
數
ふ
る
な
ら
ば
、
戀
愛
成
就
期
の
全
一
九

語
の
う
ち
九
語
が
前
・後
期
何
れ
と
の
共
通
語
、
五
語
が
前
期
の
み
と
の
共
通
語
、
獨
立

的
自
立
語
は
僅
か
三
語
と
、
戀
愛
前
期
と
後
期
に
挾
ま
れ
乍
ら
前
期
に
よ
り
接
近
せ

む
ず
る
性
格
が
見
て
取
れ
る
。
此
等
を
總
合
的
に
見
れ
ば
、
成
就
期
は
前
後
期
の
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ド
で
あ
り
、
低
速
時
の
みE

V

化
す
る
自
動
車
の
如
き
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。 

此
の
や
う
に
、
自
立
語
單
位
で
見
て
も
戀
愛
の
樣
相
の
變
化
に
添
ふ
形
で
前
期
、
成
就 

 

期
、
後
期
の
比
較
か
ら
理
解
せ
ら
る
可
き
こ
と
は
多
い
。
斯
か
る
可
き
戀
愛
各
期
間
同 

士
の
關
係
に
似
た
も
の
が
四
季
に
於
る
各
部
に
も
見
出
さ
れ
得
可
き
豫
想
が
本
稿
の
主

題
で
あ
る
ゆ
ゑ
、
次
に
四
季
各
部
に
於
る
性
格
、
對
應
關
係
に
つ
い
て
見
て
行
く
も
の
と

す
る
。 

表
一
一 

           

か
う
し
て
見
る
と
、
特
に
春
の
部
立
は
季
節
に
強
く
關
聯
す
る
自
立
語
の
多
か
る
可
き

印
象
を
受
け
る
。
自
立
語
、
特
に
體
言
の
出
現
率
か
ら
各
部
を
代
表
す
る
景
物
を
考
察

せ
る
試
み
は
先
蹤
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
春
は
「花
」、
秋
は
「も
み
ぢ
」と
い
ふ
内
容
が

大
方
の
合
意
の
や
う
で
あ
る
が
、
此
所
に
用
言
の
役
割
を
勘
案
し
て
同
樣
の
考
察
を 

歌數 名

八二六 河取‐名

〇五六 河取‐名

二四六 ツ立‐名

九二六 名‐キ無

〇三六 名‐キ無

一三六 名‐キ無

九四六 名ガ我

五七六 名ガ我

九六六 名ガ我

九四六 名ガ君

八九六 名ガ誰

三五六 ムシ惜ヲ名

二七六 鳥シヲヲ名

五三六 リケリナミノ名

六七六 名‐ヌラナ塵

歌數 君

九一六 影ガ君

二四六 名ガ君

五四六 シ來ヤ君

〇九六 ム來ヤ君

三九六 ハズ來君

八四六 ル見合ヲ君

五七六 リヨニ君

〇八六 バヘイト君

四八六 哉有モニ君

四九六 テ待ソコヲ君

四〇七 フ逢ニ君

〇四七 ヲ來キ行ガ君

語數 分類 卷

三九 花
〇六 春
二三 櫻
四二 人
四二 山
三二 來
九一 鶯
八一 色
七一 我
五一 香
二一 年
一一 梅
一一 心
一一 爲
〇一 雪
〇一 霞
八四 ル見
五四 ル散
〇二 花櫻
〇二 シ無
七一 ル有
六一 ツ立
六一 クナ
六一 物
三一 ル賴
二一 フ思

春

語數 分類 卷

二一 花梅
五一 ク咲
一一 霞春
〇一 ル折
〇一 ル降
五八 秋
三三 ヂミモ
一三 山
八二 葉
四二 草
〇二 夜
〇二 風
〇二 露
九一 人
八一 我
六一 花
五一 色
四一 河
四一 木
三一 雁
三一 野
一一 音
一一 萩
一一 宿
〇一 菊
七一 來
四一 爲

春

秋



 

 

 
加
へて
み
れ
ば
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
先
學
に
於
て
部
の
代
表
概
念
と
せ
ら
れ
し
「花
」に
つ 

い
て
見
て
み
る
と
、
次
の
や
う
な
性
格
が
確
認
せ
ら
れ
た
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表
一
二 

     

「花
」を
歌
中
に
含
む
歌
九
三
首
に
於
て
、
此
と
主
述
の
關
係
に
あ
る
用
言
、
此
が
主
語

と
し
て
用
ゐ
ら
れ
ざ
る
場
合
は
此
を
修
飾
す
る
用
言
を
集
積
し
た
と
こ
ろ
、
「散
る
」、

「見
る
」、
「咲
く
」が
語
數
と
し
て
突
出
し
、
そ
の
中
で
も
「散
る
」の
三
〇
語
が
花
を
扱

ふ
上
で
中
心
的
な
役
割
を
荷
ひ
全
體
と
し
て
「花
が‐

咲
き‐
（移
ひ
）‐

散
る‐

を
見
る
」

と
一
本
の
線
を
爲
し
體
言
た
る
花
を
支
へて
、
意
味
上
の
關
聯
の
指
摘
せ
ら
る
ゝ
獨
立
的

用
言
を
有
す
る
戀
愛
前
期
の
樣
相
と
よ
く
似
て
ゐ
る
。
ま
た
歌
中
に
花
を
含
む
九
三
首

の
う
ち
一
二
首
は
「梅‐

花
」、
一
六
首
は
「櫻‐

花
」、
三
首
は
「藤‐

花
」と
、
複
合
語
と
し

て
の
使
用
も
無
視
で
き
な
い
割
合
で
含
ま
れ
た
る
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「花
」と
い
ふ

一
語
を
例
に
取
り
て
も
、
他
の
體
言
へも
此
所
か
ら
見
出
さ
れ
た
性
質
が
適
應
せ
ら
れ

得
る
こ
と
は
、
強
ち
で
は
な
い
だ
ら
う
。 

秋
に
つ
い
て
も
「も
み
ぢ
」を
例
に
考
ふ
れ
ば
、
秋
上
・下
を
通
し
三
三
語
を
見
る
此
の
體

言
と
組
合
さ
る
用
言
は
、
表
一
三
か
ら
「散
る
」六
例
、
「流
る
」六
例
、
「降
る
」三
例
、 

「爲
」三
例
等
と
、
そ
の
他
二
例
以
下
の
用
言
と
比
し
て
も
其
程
突
出
し
て
多
か
ら
ざ
る 

 

こ
と
が
理
解
し
得
て
、
多
樣
な
用
言
が
部
立
の
代
表
的
景
物
と
し
て
の
「も
み
ぢ
」を 

多
方
か
ら
補
佐
し
、
戀
愛 

後
期
に
見
る
可
き
「意
味 

の
廣
が
り
」を
有
し
た
る
と 

い
へる
の
で
は
な
い
か
。
亦 

此
の
傾
向
は
他
の
自
立
語 

に
も
宜
し
く
當
嵌
り
、
若
し
二
八
例
あ
る
「葉
」等
は
、
「も
み
ぢ‐

葉
」、
「落‐

葉
」と
複

合
語
と
し
て
の
利
用
も
多
く
此
迄
に
擧
ぐ
る
秋
部
の
「お
ち
ば
」に
見
る
體
言
と
用
言
の

關
係
を
其
儘
援
用
し
得
る
や
う
に
、
他
使
用
頻
度
の
多
い
體
言
に
つ
い
て
も
密
接
な
關

聯
性
が
指
摘
せ
ら
れ
、
戀
愛
後
期
に
於
る
體
言‐

用
言
の
關
係
性
が
春
に
於
る
同
樣
の

關
係
に
當
嵌
む
可
き
事
と
同
じ
く
、
秋
部
に
於
る
體
言‐

用
言
の
關
係
性
が
、
戀
愛
後

期
に
於
る
其
の
關
係
性
に
も
當
嵌
む
可
き
見
方
に
は
、
一
定
以
上
の
合
理
性
が
認
め
ら

る
可
き
で
あ
る
。 

「（夏
） ‐

 

（冬
）
」を
見
て
も
、
對
應
す
可
き
戀
部
と
關
聯
す
る
性
格
が
見
ら
れ
る
。 

表
一
三 

     

數語 花

〇三 ル散
五一 ル見
〇一 ク咲
四 シ無
四 フ移
三 フ匂
二 ス隱
二 ウ植
二 ツ立
二 ル折
二 ク飽
二 リ盛
一 シ遲
一 フ比
一 ブ綻
一 ル有
一 ル知
一 ル荒
一 ル語
一 ユ消
一 ク如
一 ル觸
一 フ延
一 ク引棚
一 爲‐香
一 シ懷‐香
一 易立‐影

歌數 ヂミモ

六 ル散
六 ル流
三 ル降
三 爲
二 ツ落
二 ク向手
二 （詞動）ヅミモ
一 ス渡
一 ル積
一 ム踏
一 ク掛ヒ思
一 ム染
一 ル照
一 ル見
一 ブ忍
一 ル入ニ袖

語數 分類 卷

〇三 公郭
四一 聲
三一 山
〇二 クナ
三二 雪
〇二 ル降
〇一 ル見
〇三 公郭
二二 雪
四一 聲
三一 山
二一 花
一一 人
〇二 クナ
九一 ル降
二一 ル見
〇一 フ思
〇一 來
〇一 爲

夏
＋

冬

夏

冬



 

 

 
ま
づ
語
數
の
上
か
ら
解
る
こ
と
は
、
冬
の
部
立
に
於
る
「雪
」と
い
ふ
體
言
の
存
在
感
で

あ
る
。
「冬
歌
全
体
が
雪
の
白
で
彩
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
い
か
に
も
冬
を
感
じ
さ
せ
る
」

（北
川
原
平
造
）、
「ど
ち
ら
を
向
い
て
も
冬
な
ら
こ
の
主
題
し
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
」

（菊
池
靖
彦
）な
ど
と
先
學
の
指
摘
な
さ
る
通
り
、
全
二
九
首
中
二
三
首
に
登
場
す
る

此
の
體
言
は
能
く
冬
の
部
を
冬
の
立
た
ら
し
め
て
ゐ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
る
ゝ
の
で
は
あ

る
が
、
新
撰
萬
葉
集
な
ど
に
冬
の
景
物
と
し
て
收
め
ら
る
ゝ
「氷
」、
「霰
」、
「霜
」、
「時

雨
」な
ど
の
多
樣
な
語
が
悉
く
排
せ
ら
れ
此
の
部
に
て
「雪
」の
一
語
が
の
み
が
傑
出
し

た
る
理
由
に
つ
い
て
訝
し
く
思
ふ
は
宜
な
る
こ
と
で
あ
る
。
併
し
此
の
説
明
に
つ
い
て
も

亦
「雪
」を
修
飾
す
可
き
用
言
と
の
關
係
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「雪
」の
表
現
模
樣
は
ま
こ
と
に
多
樣
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「初‐

雪
」、
「降
り
敷
く
る
雪
」、

「花
に
見
立
て
ら
る
ゝ
雪
」な
ど
と
い
ふ
や
う
に
、
複
合
的
に
、
或
い
は
用
言
に
よ
り
「雪
」

の
意
味
内
容
が
擴
張
せ
ら
れ
、
新
撰
萬
葉
集
な
ど
に
見
る
冬
の
景
物
の
描
寫
な
ど
よ
り

も
格
段
に
豐
か
で
肥
沃
な
壓
倒
的
自
然
を
描
寫
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
等
、
體
言
の

意
味
内
容
を
修
飾
に
よ
り
擴
張
す
可
き
試
み
は
春
や
秋
の
部
立
に
於
て
も
試
み
ら
れ

た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
特
有
な
の
は
其
が
只
管
に
凡
て
「雪
」と
い
ふ
一
語
に
向
け
て

行
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
「夏
」に
於
て
も
表
か
ら
夏
の
景
物
と
し
て
見
出
し

得
る
も
の
は
「
郭
公

ホ
ト
ト
ギ
ス

」の
み
で
あ
り
、
他
の
自
立
語
と
意
味
上
に
於
て
「郭
公
ノ‐

山
デ‐

ナ
ク‐

聲
」と
い
ふ
一
本
の
聯
關
を
爲
し
乍
ら
、
冬
部
に
於
る
「雪
」への
多
樣
な
修
飾
同

樣
、
用
言
か
ら
、
或
い
は
「山‐

郭
公
」の
如
き
複
合
語
か
ら
此
の
一
語
を
修
飾
し
、
夏
・

冬
が
共
に
一
つ
の
方
針
の
下
存
在
感
を
得
て
ゐ
る
。 

 

一
方
で
、
夏
は
春
か
ら
秋
を
、
冬
は
秋
か
ら
春
を
繫
ぐ
役
割
の
下
で
機
能
し
て
ゐ
る
事

實
に
つ
い
て
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

わ
が
宿
の
池
の
藤
波
さ
き
に
け
り
山
郭
公
い
つ
か
來
な
か
む 

   

（夏
・一
三
五
） 

あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
遣
ら
じ
と
や
春
に
を
く
れ
て
ひ
と
り
さ
く
覽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（夏
・一
三
六
） 

此
の
卷
頭
の
二
首
は
、
春
の
要
素
を
色
濃
く
反
映
せ
し
む
可
き
も
の
で
あ
る
。
一
三
五

の
「藤
」は
春
の
景
物
と
し
て
、
一
三
六
は
詞
書
に
「卯
月
に
咲
け
る
櫻
を
見
て
詠
め
る
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
「櫻
」を
詠
め
る
歌
と
し
て
部
が
夏
に
到
り
て
も
依
然
と
し
て
春
の
景

物
を
主
題
と
す
る
歌
が
續
く
。
卷
末
に
は
秋
に
繫
ぐ
可
き
歌
な
ど
も
あ
り
、 

夏
と
秋
と
行
か
ふ
空
の
か
よ
ひ
路
は
片
方
す
ゞ
し
き
風
や
ふ
く
ら
む （夏

・一
六
八
） 

夏
の
部
と
し
て
も
春‐

秋
を
結
ぶ
働
き
を
有
す
事
は
顯
か
で
あ
ら
う
。
冬
に
つ
い
て
も
、 

龍
田
河
錦
を
り
か
く
神
無
月
し
ぐ
れ
の
雨
を
た
て
ぬ
き
に
し
て 

 

（冬
・三
一
四
） 

こ
の
河
に
も
み
ぢ
葉
な
が
る
奧
山
の
雪
げ
の
水
ぞ
今
ま
さ
る
ら
し 

（冬
・三
二
〇
） 

な
ど
卷
頭
歌
に
見
ゆ
る
秋
の
景
物
を
引
繼
げ
る
歌
や
、 

冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
來
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
ん 

（冬
・三
三
〇
） 

梅
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
久
方
の
天
霧
る
雪
の
な
べ
て
ふ
れ
ゝ
ば 

 

（冬
・三
三
四
） 

花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
見
え
ず
と
も
香
を
だ
に
に
ほ
へ人
の
し
る
べ
く 

（冬
・三
三
五
） 



 

 

 

梅
の
香
の
ふ
り
を
け
る
雪
に
ま
が
ひ
せ
ば
誰
が
こ
と
〴
〵
分
き
て
お
ら
ま
し 

（冬
・三
三
六
） 

雪
ふ
れ
ば
木
ご
と
に
花
ぞ
咲
き
に
け
る
い
づ
れ
を
梅
と
わ
き
て
お
ら
ま
し 

（冬
・三
三
七
） 

な
ど
の
、
嚴
し
き
冬
籠
り
の
先
に
あ
る
生
命
と
し
て
の
春
、
其
の
生
命
を
代
表
す
可
き

「花
」と
い
ふ
存
在
への
切
實
な
翹
望
が
あ
り
、
古
今
編
纂
に
到
る
ま
で
同
時
期
の
歌
壇

に
於
て
積
極
的
に
詠
ま
れ
た
「秋
」と
い
ふ
季
節
に
對
し
、
此
の
部
に
於
る
景
物
を
卷
頭

で
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
り
聯
關
性
を
保
持
し
つ
ゝ
も
、
新
た
に
「春
」を
持
ち
上
ぐ
る
た

め
此
の
部
立
の
み
で
は
補
ひ
き
れ
ざ
り
し
要
素
の
補
塡
を
冬
の
部
に
任
せ
た
と
い
ふ
見

方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
何
れ
に
せ
よ
、
四
季
に
於
て
「春
」、
「秋
」と
い
ふ
二
つ
に

主
題
を
「夏
」と
「冬
」と
が
繫
ぎ
合
は
せ
、
其
々 

が
完
全
に
獨
立
し
た
部
立
と
な
る
の
で
は
な
く
、 

春
夏
秋
冬
全
體
と
し
て
緩
や
か
な
聯
合
體
を
作 

り
つ
ゝ
四
季
歌
の
形
を
秩
序
附
け
て
ゐ
る
。
此
の 

點
は
表
九
戀
愛
成
就
期
に
於
る
自
立
語
の
殆
ど 

が
前
期
と
後
期
と
の
共
通
語
で
占
め
ら
れ
、
前
後 

期
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
し
て
兩
期
を
接
着
す
る
役 

割
を
担
ひ
た
る
所
と
も
、
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。 

此
所
ま
で
詳
し
く
見
て
來
た
や
う
に
、
自
立
語 

單
位
か
ら
も
歌
の
内
容
の
面
か
ら
も
四
季
部
と
戀
部
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。 

 

體
言‐

用
言
の
組
み
合
は
せ
、
つ
ま
り
表
現
の
手
法
か
ら
共
通
性
は
よ
く
指
摘
し
得
る
こ

と
は
既
に
顯
か
に
な
つ
た
と
思
ふ
。
併
し
本
稿
に
於
て
初
發
に
提
起
せ
ら
れ
た
問
題
、

純
粹
な
自
立
語
同
士
の
比
較
に
の
み
絞
り
て
み
て
も
、
同
樣
の
共
通
性
は
見
出
し
得
る

も
の
な
の
で
あ
ら
う
か
。
今
再
び
對
應
す
可
き
部
立
同
士
を
列
し
て
見
る
と
、 

          

共
通
せ
る
體
言
は
戀
愛
前
期
を
基
準
に
一
五
語
中
「人
」、
「我
」、
「物
」、
「心
」、
「山
」

の
五
語
、
用
言
は
「思
ひ
／
思
ふ
」を
區
別
せ
ず
九
語
中
四
語
と
、
總
合
し
て
二
五
分
の

九
と
凡
そ
３
６
％
程
度
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
成
就
期
と
夏
・冬
と
を
對
應
せ
し
め
て
見
て

も
、
共
通
す
る
體
言
は
「人
」の
一
語
の
み
、
用
言
に
於
て
も
「見
る
」、
「思
ふ
」の
二
語
に 

留
ま
り
、
一
九
分
の
三
と
前
期
の
比
に
な
ら
ざ
る
計
り
の
非
對
應
性
を
示
す
。
同
樣
に

後
期
に
つ
い
て
見
て
も
、
二
五
語
中
で
「人
」、
「我
」、
「秋
」、
「花
」、
「來
」、
「爲
」の
六 

語數 分類 卷

三九 花
〇六 春
二三 櫻
四二 人
四二 山
〇二 花櫻
九一 鶯
八一 色
七一 我
六一 物
五一 香
二一 年
一一 梅
一一 心
一一 爲
〇一 雪
〇一 霞
二一 花櫻
一一 霞春
八四 ル見
五四 ル散
三二 來
〇二 シ無
七一 ル有
六一 ツ立
六一 クナ
五一 ク咲
三一 ル賴
二一 フ思
〇一 ル折
〇一 ル降

春



 

 

           

語
が
對
應
を
見
せ
る
の
み
で
、
總
じ
て
自
立
語
單
體
で
の
對
應
關
係
は
希
薄
で
あ
り
、 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複
數
の
自
立
語
同
士
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
合
せ
の
比
較
か
ら
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
部
の
對
應
は
見
出
さ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
る
可
き
で
あ
ら
う
。 

 

以
上
、
自
立
語
同
士
の
比
較
の
み
に
拘
ら
ず
四
季
部
と
戀
部
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
、
考

察
し
て
來
た
が
、
最
後
に
詠
者
と
部
立
と
の
關
係
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
摘
を
行
ひ
、
此

の
節
の
纏
め
と
し
た
い
と
思
ふ
。 

表
一
五

（
３
１
） 

      

讀
人
不
知
の
歌
が
殊
に
多
か
る
こ
と
は
何
れ
の
部
を
と
り
て
も
同
樣
の
こ
と
で
は
あ
る

が
、
古
今
集
が
、
萬
葉
集
や
新
選
萬
葉
集
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
や
亭
子
院
女
郞
花
歌

合
な
ど
に
見
得
る
通
り
既
存
の
歌
か
ら
多
く
を
取
り
其
儘
歌
の
生
命
と
し
、
一
方
で
今

迄
に
成
立
せ
ざ
る
秩
序
の
樹
立
を
目
論
め
る
箇
所
に
限
り
集
中
し
て
自
ら
の
歌
を
含
め

し
意
圖
を
、
ま
づ
春
に
於
る
撰
者
の
歌
數
四
一
首
に
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
撰

者
四
人
を
各
々
に
内
譯
く
れ
ば
、
友
則
五
首
、
忠
岑
一
首
、
躬
恒
一
一
首
、
貫
之
二
四

首
と
貫
之
一
人
の
及
ぼ
す
力
が
極
め
て
大
き
く
、
既
に
述
べ
た
る
寛
平
御
時
后
宮
歌
に

見
ら
る
可
き
一
一
六
（春
の
野
に…

…

）、
一
一
八
（吹
風
と…

）の
二
例
を
除
き
凡
て

初
出
た
る
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
意
識
下
に
春
と
い
ふ
部
立
が
秩
序
附
け
ら
れ
し

こ
と
が
能
く
理
解
せ
ら
れ
、
撰
者
四
人
の
う
ち
の
卓
越
せ
る
「貫
之
」と
い
ふ
存
在
を
他 



 

 

 
の
部
立
に
於
て
も
特
徴
と
し
て
捉
へら
る
ゝ
こ
と
を
勘
案
し
、
「貫
之
の
意
識
」の
下
の
「古

今
集
」と
い
ふ
要
素
が
、
亦
顯
か
に
指
摘
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。 

以
上
表
一
五
か
ら
解
る
こ
と
ゝ
し
て
は
四
季
部
に
於
る
關
係
性
の
み
で
あ
り
、
同
等
に

重
要
な
要
素
た
る
戀
部
に
於
る
關
係
に
つ
い
て
は
指
摘
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
併
し
既
に

多
く
行
へる
四
季
部
と
戀
部
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
の
指
摘
か
ら
、
其
の
點
は
充
分
補
は

れ
得
る
と
お
思
ふ
の
で
あ
る
。 

 

を
は
り
に 

 

本
稿
で
ま
づ
主
題
に
せ
る
「四
季
歌
と
戀
歌
の
範
圍
の
曖
昧
性
」に
つ
い
て
の
答
へと
し 

て
顯
か
と
な
れ
る
こ
と
ゝ
し
て
は
、 

一
、
四
季
の
部
立
に
は
其
々
を
代
表
す
可
き
景
物
が
あ
り
、
此
に
對
す
可
き
戀
部 

に
は
個
別
に
對
應
す
可
き
景
物
は
存
在
し
な
い
が
、
複
數
の
獨
立
的
自
立
語 

が
總
合
的
な
傾
向
、
雰
囲
氣
か
ら
四
季
部
の
其
と
對
應
關
係
を
示
す
こ
と 

二
、
四
季
部
と
戀
部
と
は
自
立
語
單
體
同
士
に
於
る
對
應
關
係
は
殆
ど
示
さ
な 

い
こ
と 

三
、
體
言
＋
用
言 

や 

自
立
語
＋
自
立
語 

等
の
複
合
的
對
稱
同
士
の
對
應
を
中 

心
と
し
て
、
四
季
部
と
戀
部
と
に
於
る
各
々
の
關
係
は
説
明
せ
ら
る

（３
０
）

ゝ
こ
と 

四
、
撰
者
四
人
の
う
ち
最
も
深
く
編
纂
に
係
り
し
は
貫
之
た
り
、
此
の
貫
之
の
思 

想
が
少
か
ら
ぬ
影
響
を
部
立
同
士
の
關
係
に
及
ぼ
し
た
る
こ
と 

 

五
、
一
、
二
、
三
、
四
か
ら
、
四
季
歌
と
戀
歌
と
の
範
圍
は
自
立
語
同
士
の
單
な
る 

對
應
關
係
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
歌
の
配
列
、
複
數
の
自
立
語
同 

士
の
組
合
せ
な
ど
か
ら
總
合
的
に
判
斷
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
。 

と
言
へる
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
ま
た
本
稿
に
て
顯
か
に
し
き
れ
な
か
つ
た
「撰
者
四
人

其
々
の
四
季
部
に
對
す
る
姿
勢
と
戀
部
に
對
す
る
同
樣
の
姿
勢
と
の
比
較
」や
、
「歌
の

攝
取
先
と
し
て
の
歌
合
と
歌
集
と
の
關
係
」に
つ
い
て
は
、
亦
追
へる
調
査
を
行
ひ
本
稿
の

調
査
結
果
を
よ
り
正
確
な
も
の
と
し
て
行
き
た
い
。 

今
囘
の
調
査
手
法
に
つ
い
て
今
再
び
見
る
と
、
自
立
語
單
位
に
於
る
、
或
い
は
其
の
外
緣

上
に
ま
で
視
野
を
伸
ば
し
た
と
し
て
も
此
の
關
係
の
考
察
か
ら
顯
か
と
な
れ
る
事
實

は
、
有
用
で
あ
る
が
依
然
と
し
て
充
分
で
な
い
。
武
田
正
幸
、
福
田
智
子
、
南
里
一
郞
、

山
崎
真
理
子
、
玉
利
公
一
氏
ら
の
共
同
研
究
と
し
て
先
蹤
を
見
る
可
き
、
よ
り
ミ
ク
ロ

な
次
元
で
の
和
歌
への
フ
フ
ォ
ー
カ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
と
て
も
大
き
い
こ
と
を
能

く
留
意
し
、
こ
れ
か
ら
の
手
法
の
改
善
に
活
か
し
て
行
き
た
い
と
思
ふ
。 

 

註 

本
稿
は
、
Ｎ
高
研
究
部
在
籍
時
に
作
成
せ
る
論
文
「古
今
集
の
部
立
の
特
徴
」を
基 

 
 

と
し
て
今
再
び
考
察
を
加
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
表
五
、
九
、
一
一
、
一
三
は
古
今
の 

 
 

部
立
の
特
徴
で
既
に
提
示
濟
み
の
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
新
た
に
表
六
、
七
、
八
、 

 
 

一
〇
、
一
二
を
提
示
し
、
考
察
を
加
へた
。 

 

（１
）鈴
木
宏
子
「 
『古
今
和
歌
集
』の
〈喩
〉 

」／
松
田
武
夫
「古
今
集
の
構
造
に
関
す 



 

 

る
研
究
」な
ど
、
他
に
も
多
く
に
そ
の
先
蹤
を
見
る 

（２
）北
川
原
平
造
「四
季
歌
の
構
造
」に
於
て
提
示
せ
ら
る
ゝ
表
を
基
と
す 

（３
）小
松
英
雄
「仮
名
文
の
構
文
原
理
」  

（４
）日
本
古
典
文
學
大
系 

古
今
和
歌
集
・解
說 

（５
） 

註
（４
）に
同
じ 

（６
）水
谷
隆
「貫
之
の
文
芸
に
関
す
る
研
究 

（７
）片
桐
洋
一
「古
今
集
歌
壇
と
歌
語
」 

（８
）中
西
進
「貫
之
の
方
法
」 

（９
）木
藤
智
子
「紀
貫
之
歌
の
漢
詩
的
表
現
と
場
」 

（１
０
）小
島
憲
之
「古
今
集
以
前
」（塙
書
房
） 
他
に
も
多
々
の
指
摘
が
あ
る
。 

（１
１
）片
桐
洋
一
「躬
恒
歌
作
り
一
面
」（『古
今
和
歌
集
の
研
究
』所
收
） 

（１
２
） 

註
（４
）に
同
じ 

（１
３
） 

註
（３
）に
同
じ 

（１
４
）菊
池
靖
彦
「古
今
的
世
界
の
研
究
」（笠
間
書
院
） 

（１
５
）藤
岡
忠
美
・片
山
剛
「忠
岑
集
」（私
家
集
注
釈
叢
刊
九
） 

（１
６
）折
口
信
夫
「古
代
史
研
究
」（國
語
學
篇
） 

（１
７
） 

註
（８
）に
同
じ 

（１
８
） 

註
（１
４
）に
同
じ 

（１
９
）松
田
武
夫
「古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
」（風
間
書
房
）／
片
桐
洋
一
「古 

今
集
歌
壇
と
歌
語
」／
小
町
谷
照
彦
「古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と
ば
表
現
」（岩
波 

書
店
） 

（２
０
）武
田
正
幸
・福
田
智
子
・南
里
一
郞
・山
崎
真
理
子
・玉
利
公
一
「和
歌
デ
ー 

タ
か
ら
の
類
似
発
見
」 

（２
１
） 

註
（２
０
）に
同
じ 

（２
２
）鈴
木
宏
子
「 

『古
今
和
歌
集
』の
〈喩
〉 

」 

（２
３
）松
田
武
夫
「古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
」 

（２
４
） 

註
（１
４
）に
同
じ 

（２
５
）小
澤
正
夫
「古
今
集
の
世
界
」（塙
書
房
） 

（２
６
）蓮
田
善
明
「詩
と
批
評―

古
今
和
歌
集
に
つ
い
て―

」（文
藝
文
化
） 

（２
７
） 

註
（２
５
）に
於
て
示
さ
る
ゝ
表
を
基
と
す 

（２
８
）松
田
武
夫
「古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
」（風
間
書
房
） 

（２
９
）「か
も
の
や
し
ろ
」な
ど
助
詞
に
よ
る
接
續
を
有
す
が
固
有
名
詞
と
し
て
そ
れ
以 

上
分
割
す
可
き
で
な
い
と
判
斷
せ
ら
る
ゝ
場
合
は
纏
め
て
一
つ
の
體
言
と
す 

る
。
ま
た
音
素
以
上
に
語
と
し
て
の
概
念
を
優
先
し
分
類
を
行
ひ
た
る
ゆ
ゑ 

た
と
へば
「音
」に
は
「お
と
」、
「ね
」の
二
つ
の
讀
み
が
あ
る
が
此
等
は
同
樣
の
語 

と
し
て
數
へ、
加
へて
「お
も
ひ
く
ら
し
」の
如
き
掛
詞
は
「思
ふ
」「ひ
く
ら
し
」と 

二
つ
の
詞
と
し
て
想
定
す
る
。
部
立
を
通
し
十
語
以
上
確
認
せ
ら
る
ゝ
語
を
表 

に
反
映
せ
し
む
る
事
を
基
本
姿
勢
と
す
る
が
、
十
語
に
達
せ
ざ
れ
ど
も
解
釋 

上
重
要
と
判
斷
し
得
る
語
に
つ
い
て
は
、
括
弧
を
附
し
同
樣
に
表
記
し
た
。 

（３
０
）途
中
和
歌
全
體
の
意
味
内
容
か
ら
抽
出
せ
ら
れ
た
る
要
素
と
自
立
語
單
位
に 

於
る
内
容
を
比
較
し
類
似
點
と
し
た
が
、
何
れ
も
和
歌
を
構
成
す
る
主
題
た
る 

は
自
立
語
た
り
、
其
の
總
體
と
し
て
の
和
歌
を
自
立
語
と
比
較
し
た
た
め
、
問
題 



 

 

と
し
な
い
。
「體
言‐

用
言 : 

體
言‐

用
言
」の
關
係
性
を
、
「體
言 : 

體
言
」の
關 

係
性
に
も
適
應
す
可
き
こ
と
ゝ
同
樣
で
あ
る
。 

（３
１
） 
註
（１
４
）に
同
じ 

  


