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古
今
集
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
の
一

人、

伊
勢
の

家
集
は、

関
根
慶

(
1)
 

子
•

島
田
良
二
両
氏
の
諸
本
研
究
に
よ
っ
て、

も
と
は
同
一

祖
本
で
あ
っ
(
2)
 

た
も
の
が、

西
本
願
寺
本
系
統
・

群
書
類
従
本
系
統
・

歌
仙
家
集
本
系
統

の
三
系
統
に
分
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
明
さ
れ
た。

た
だ
し、

諸
本
間

の
異
同
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら、

本
文
の
優
劣
は
一

概
に
は
決
め
難

、
。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

こ
こ
十
数
年
の
間
に
続
け
て
公
刊
さ
れ
た
『
伊
勢

(
3)
 

集
』

の
注
釈
害
は、

西
本
願
寺
本
を
底
本
に
用
い
て
い
る。

そ
れ
は、

西

本
願
寺
本
が
天
永
三
年
（
一
―
―

二）

の
白
河
法
皇
六
十
賀
の
贈
答
品
と

し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
い
わ
れ、

諸
本
の
中
で
も
最
古
写
本
に
あ

た
る
か
ら
だ。

確
か
に
「
最
古
写
本」

と
い
う
価
値
は
揺
る
ぎ
な
い
が、

後
述
す
る
如
く、

そ
れ
で
さ
え
も
既
に
後
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た
本
文
で

あ
る
こ
と
は、

伊
勢
の
歌
を
読
み
解
く
上
で
留
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い。

＇

 
ヽ

は
じ
め
に

定
家
本
『
伊
勢
集』

の
一

性
格

ー
詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て

西
本
願
寺
本
が
重
ん
じ
ら
れ
る
中、

部
分
的
に
で
は
あ
る
が、

歌
仙
家

集
本
系
統
を
用
い
て
解
読
を
試
み
る
も
の
も
あ
っ
た。

こ
の
歌
仙
家
集
本

系
統
の
原
型
は、

天
理
大
学
付
属
図
苔
館
蔵
本
で
あ
り、

定
家
が
外
題
を

帯
き、

本
文
は
側
近
の
者
た
ち
が
害
写
す
る
と
い
う、

定
家
晩
年
期
に
見

(
4)
 

ら
れ
る
苔
写
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
か

ら、

定
家
本
系
統
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た。

(
5)
 

ま
た、

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
苔
の
刊
行
に
よ
っ
て、

定
家
本
系
統
に
は
資

経
本
と
承
空
本
の
二
本
が
加
わ
り、

諸
本
系
統
図
に
も
新
た
な
展
開
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た。

(

6
)

 

定
家
本
に
つ
い
て
は
す
で
に
片
桐
洋
一

氏
が
「
あ
る
部
分
で
は
定
家
本

系
統
の
方
が
古
い
と
思
わ
れ
て
も、

別
の
部
分
で
は
西
本
願
寺
本
系
統
の

方
が
古
い
と
思
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
一

再
な
ら
ず
あ
る」

と、

両
者
の

古
態
性
が
容
易
に
は
決
着
が
図
れ
な
い
と
言
及
は
す
る
も
の
の、

そ
の
著

(
7)
 

作
の
底
本
に
は
定
家
本
を
選
択
さ
れ
て
お
り、

ま
た、

妹
尾
好
信
氏
も

「
歌
仙
家
集
本
系
統
の
本
文
が
歌
物
語
と
し
て
最
も
整
っ
た
形
態
を
有
し

加

藤

雄



ま
ず
は
じ
め
に、

西
本
願
寺
本
と
定
家
本
が
い
か
な
る
本
で
あ
る
か
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

(

8
)

 

『
伊
勢
集
』

の
構
造
に
つ
い
て、

関
根
艇
子
氏
は、

三
系
統
そ
れ
ぞ
れ

こ

ま
、

,

T'

,
T
 

a
II
最
も
基
本
的
な
共
通
部
分

b
ll
共
通
増
補
部
分

X
II
共
通
部
分
で
あ
り
な
が
ら
伊
勢
集
以
外
の
某

の
三
つ
の
共
通
プ
ロ
ッ
ク
が
あ
り、

こ
れ
を
『
伊
勢
集
』

の
原
型
で
あ
る

と
さ
れ
た。

し
か
し、

最
古
写
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
に
お
い
て
も、

既
に
祖
本
に

あ
た
る
a
の
部
分
は
完
全
で
は
な
く、

西
本
願
寺
本
四
六
三
S
四
六
七
番

歌
の
五
首
と、

西
本
願
寺
本
四
八
三
番
歌
の
一

首
は、

本
来、

a
の
部
分

に
存
し
た
歌
で
あ
っ
た
が、

脱
落
が
発
生
し、

巻
末
に
増
補
さ
れ
た
歌
で

―
-‘
 

て
お
り、

本
文
的
に
案
外
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る」

と

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に、

定
家
本
を
尊
重
す
る
向
き
は
あ
っ
た。

本
稿
は、

定
家
本
と
西
本
願
寺
本
と
の
本
文
比
較
を
行
い、

浮
か
び
上

が
る
現
象
を
考
察
す
る
こ
と
で、

定
家
本
『
伊
勢
集
』

の
性
格
の
一

端
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る。

西
本
願
寺
本
と
定
家
本
の
概
観

一

方、

定
家
本
は、

西
本
願
寺
本
が
脱
し
た
二
箇
所
の
歌
を
a
の
部
分

内
に
と
ど
め
て
お
り、

そ
の
点
に
お
い
て
は
西
本
願
寺
本
よ
り
も
祖
本
に

近
い
配
列
を
残
し
た
本
だ
と
い
え
る。

し
か
し
な
が
ら、

定
家
本
も
a
の
部
分
に
お
い
て、

八
首
の
脱
落
（
西

本
願
寺
本
三
六
O
S
三
六
七
番
歌
に
相
当
す
る
歌
で、

増
補
は
さ
れ
て
い
な
い）

が
あ
る
こ
と
か
ら、

こ
れ
も
ま
た
完
全
な
る
原
初
形
態
を
と
ど
め
た
も
の

だ
と
は
い
え
な
い
。

続
け
て、

本
文
に
関
す
る
具
体
的
な
例
を
見
て
み
よ
う。

『
伊
勢
集
』

の
冒
頭
は、

西
本
願
寺
本
系
統
だ
け
が
「
寛
平
み
か
ど
の

御
時、

大
宮
す
所
と
き
こ
え
け
る
御
つ
ぽ
ね
に」

で
始
ま
り、

定
家
本
を

含
む
他
の
系
統
本
は、
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
あ
り
け
む、

お
ほ
み
や
す

ど
こ
ろ
と
き
こ
ゆ
る
御
つ
ぽ
ね
に」

と
い
う
害
き
出
し
に
な
っ
て
い
る。
(
9)
 

ど
ち
ら
が
原
初
形
態
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て、

先
学
の
指
摘
を

簡
潔
に
ま
と
め
て
示
せ
ば、
『
伊
勢
集
』

冒
頭
の、

所
謂
「
伊
勢
日
記」

の
箇
所
に
お
い
て、
「
男
・

女」

と
実
名
を
用
い
ず、

三
人
称
で
物
語
っ

て
い
く
こ
と
か
ら、

朧
化
表
現
を
用
い
た
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
あ
り
け

む」

が
本
来
の
形
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ、

そ
こ
に
後
人
が、

こ

れ
は
宇
多
天
皇
の
御
代
の
事
で
あ
る
と
施
し
た
注
記
が
本
文
化
し、

現
在

の
西
本
願
寺
本
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
い
う。

あ
る。

一

四



定
家
本
『
伊
勢
集』
の一
性
格

1
詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー＇

は

あ
ふ
こ
と
の
あ
け
ぬ
な
が
ら
に
あ
け
ぬ
れ
ば
わ
れ
こ
そ
か
へ
れ
こ
A

ろ
や
は
ゆ
く

こ
の
歌
は、
天
暦
五
年
（
九
五一
）
に
創
建
さ
れ
た
醍
醐
寺
五
重
塔
初

三
、

醍
醐
寺
五
重
塔
初
層
天
井
板
に
書
か
れ
た
伊

勢
の
歌

こ
れ
と
同
様
の
事
例
が
こ
の
後
に
も
す
ぐ
見
ら
れ
る。
伊
勢
の
初
恋
の

人
と
い
わ
れ
る
仲
平
を
「
宮
す
ど
こ
ろ
の
御
せ
う
と」
と
か
「
を
と
こ」

と
表
現
し
て
お
き
な
が
ら、
西
本
願
寺
本
四
番
歌
の
詞
帯
に
は
突
如
と
し

て
実
名
の
「
ぴ
は
の
お
と
」ゞ
と
書
か
れ
て
あ
る。
こ
れ
は、
本
来
「
を

と
こ」
と
あ
る
べ
き
所
に
「
び
は
の
お
と
」ゞ
と
注
記
し
て
い
た
も
の
が

次
第
に
本
文
化
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る。

定
家
本
に
お
い
て
も
同
様
の
事
例
が
存
在
し、
定
家
本
五
番
歌
の
詞

書
で
は
「
お
と
こ」
と
書
き
出
し
な
が
ら、
歌
の
前
に
は
「
ぴ
は
の
お

と
」ゞ
と
作
者
名
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
歌
の
作

者
名
を
注
記
し
た
も
の
が
本
文
化
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る

例
だ
と
い
え
よ
う。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら、
ど
ち
ら
の
本
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
後
人
の
手

が
加
え
ら
れ、
新
し
い
部
分
と
古
い
部
分
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
は
理
解

で
き
る
だ
ろ
う。

や
は
ゆ
く

で
あ
る。

一
五

層
天
井
板
に
書
き
残
さ
れ
た
判
読
可
能
な
和
歌
六
首
の
中
の一
首
で
あ

る。

(

10
)
 

伊
東
卓
治
氏
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば、
創
建
当
時、
絵
や
区
画
線
を
施

す
画
工
等
が、
口
ず
さ
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
歌
を
害
き
記
し
た
も
の
だ
と

い
う。
そ
し
て
こ
の
歌
が、
『
伊
勢
集』
に
入
集
す
る、
所
謂
四
季
恋
物

語
屏
風
歌
群
（
定
家
本
三
四
＼
五
0
番
歌）
の
最
後
の
歌
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
た。

ち
な
み
に、
こ
の
四
季
恋
物
語
屏
風
歌
と
は、
寃
平
八
年
（
八
九
六）

六
月
か
ら、
同
九
年
（
八
九
七）
年
七
月
ま
で
の
間
に、
中
宮
温
子
の
命

に
よ
っ
て、
伊
勢
が、
男
女
の
恋
の
贈
答
歌
を、
季
節
を
追
い
な
が
ら
物

語
風
に
詠
ん
だ一
連
の
も
の
を
さ
す。

そ
の
最
後
の
歌
が、
定
家
本
で
は
五
0
番
歌、

あ
ふ
こ
と
の
あ
け
ぬ
よ
な
が
ら
あ
け
ぬ
れ
ば
わ
れ
こ
そ
か
へ
れ
心
や

は
ゆ
く

で、
西
本
願
寺
本
で
は
五一
番
歌、

あ
ふ
こ
と
の
お
は
ぬ
よ
な
が
ら
あ
け
ぬ
れ
ば
我
こ
そ
か
へ
れ
こ
A
ろ

第
二
句
目
は、
「
あ
け
ぬ
な
が
ら
に」、
「
あ
は
ぬ
な
が
ら
に」、
「
あ
け

ぬ
よ
な
が
ら」、
「
あ
は
ぬ
よ
な
が
ら」
と、
四
つ
の
形
が
見
ら
れ
る
が、



な
ど
の
よ
う
に、
言
葉
を
補
足
し
た
り、
順
序
を
入
れ
換
え
て
み
た
り
し

（『
和
歌
文
学
大
系
18』)

同一
歌
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う。

ま
た、
天
井
板
に
苗
か
れ
た
歌
の
二
句
目、
「
あ
け
ぬ」
の
「
け」
の

右
横
に
「
は」
と
傍
記
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て、
伊
東
氏
は、
別
筆

で
「
は」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は、
最
初
に
苦
か
れ
た
も
の
を
訂
正
す
る

つ
も
り
で
害
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た。
だ
が、
目
的
は
ど
う
で
あ

れ、
「
あ
け
ぬ」
に
対
し
て
後
で
帯
か
れ
た
傍
記
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
り、
西
本
願
寺
本
の
「
あ
は
ぬ」
よ
り
も、
定
家
本
の
「
あ
け
ぬ」
と

あ
る
本
文
の
方
が
古
い
と
だ
け
は
い
え
る
だ
ろ
う。

そ
こ
で
今
度
は、
「
あ
け
ぬ」
と
「
あ
は
ぬ」
を、
表
現
の
側
面
か
ら

検
討
し
て
お
き
た
い。

西
本
願
寺
本
の
本
文
で
読
ん
で
み
る
と、
「
逢
う
こ
と」
が
「
逢
わ
な

い
夜」
と
い
う
よ
う
に、
そ
の
ま
ま
訳
し
た
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
表

現
と
な
っ
て
い
る。
「
あ
な
た
に
逢
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
夜」
と
言

い
た
い
の
だ
ろ
う
が、
同
じ
動
詞
を
繰
り
返
し、
回
り
く
ど
い
表
現
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い。
現
行
の
注
釈
害
で
も、

今
夜
逢
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
の
に、
こ
ん
な
こ
と
で
逢
え

な
い
ま
ま
に
夜
が
あ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら

（『
伊
勢
集
全
釈』）

逢
う
は
ず
だ
っ
た
夜
は
逢
え
な
い
ま
ま、
明
け
て
し
ま
っ
た
の
で

一
応
の
解
釈
を
試
み
て
い
る。

(

12
)

 

一
方、
定
家
本
に
お
い
て
も、
片
桐
氏
は、
「
あ
け
ぬ」
に
し
ろ、
「
あ

は
ぬ」
に
し
ろ、
意
味
が
明
解
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ、

「
あ
ふ
こ
と
の」
と
「
あ
（
）
ぬ
夜
な
が
ら」
と
の
つ
な
が
り
が

悪
く、
意
が
通
じ
な
い。
い
さ
さ
か
大
胆
な
改
訂
な
が
ら
「
あ
か
ぬ

夜」
（
満
足
で
き
な
い
夜）
と
読
ん
で
み
た

と、
新
た
な
る
解
釈
を
提
示
さ
れ
た。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に、
本
文
に
即
し

て
訳
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
思
わ
せ
る。

実
は、
こ
の
歌
は、

（
題
し
ら
ず）

ろ
や
は
ゆ
く

（
恋
三．―
-
六
八）

の
よ
う
に、
定
家
本
の
本
文
の
形
で、
『
新
古
今
集』
に
採
歌
さ
れ
て
い

(13)
 

る。
『
新
古
今
集』
の
注
釈
書
で
は、

戸
も
開
け
て
も
ら
え
ず、
逢
う
こ
と
の
か
な
わ
な
い
夜
の
ま
ま
で

（『

社％釦
新
古
今
和
歌
集』）

戸
も
開
か
ず、
逢
う
こ
と
も
か
な
わ
ぬ
ま
ま
に
夜
は
明
け
て
し
ま
っ

と
い
う
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
お
り、
「
あ
ふ
こ
と」
の
「
と」
に
「
戸」

を
響
か
せ、
二
句
目
の
「
あ
け」
に
は、
夜
が
「
明
く」
と、
戸
が
「
開

て、
た
の
で

（『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈』）

あ
ふ
こ
と
の
あ
け
ぬ
よ
な
が
ら
あ
け
ぬ
れ
ば
わ
れ
こ
そ
か
へ
れ
こ
こ

一

六

伊
勢



定
家
本
『
伊
勢
集』
の一
性
格

1
詞
害
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

く」
を
掛
け
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る。
右
の
訳
出
例
は
こ
な
れ
た

も
の
で
は
あ
る
が、
本
文
に
即
し
て
訳
せ
ば、
「
逢
う
た
め
に
戸
を
開
け

て
く
れ
な
い、
そ
ん
な
夜
の
ま
ま、
こ
の
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
の
で」

と
な
る
だ
ろ
う。

よ
っ
て、
定
家
本
の
本
文
の
方
が、
言
葉
を
補
っ
た
り、
校
訂
を
し
た

り
せ
ず
に
解
釈
が
で
き、
本
文
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る。

(

M
}

 

加
え
て、
こ
の
屏
風
歌
の
構
成
に
つ
い
て
は、
既
に
先
学
に
よ
り
物
語

的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が、
そ
の
最
後
を
飾

る
歌
と
し
て
の
役
割
を
考
え
る
な
ら
ば、
「
戸
を
開
け
て
は
く
れ
な
い」

と
い
う
内
容
を
詠
み
込
ん
で
い
る
可
能
性
が
大
き
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ

う
か。
先
述
し
た
よ
う
に、
こ
の
屏
風
歌
は、
四
季
折
々
の
場
面
で
男
女

が
恋
歌
の
贈
答
を
繰
り
返
し
進
行
す
る、
物
語
仕
立
て
の
屏
風
歌
で
あ

る。
見
初
め
た
女
に
男
は
言
い
寄
る
が、
女
は
切
り
返
し
の
歌
で
応
酬
す

る
と
い
う、
恋
歌
の
贈
答
に
お
け
る
女
歌
の
基
本
的
作
法
に
従
い
詠
出
さ

(15)
 

れ
て
い
く。
と
な
れ
ば、
話
の
展
開
も、
最
後
に
男
が
や
っ
て
来
て、
戸

を
叩
き、
入
れ
て
く
れ
と
懇
願
さ
れ
た
と
し
て
も、
女
は
た
や
す
く
戸
を

開
け
た
り
は
し
な
い、
と
い
う
よ
く
見
ら
れ
る
話
型
の―
つ
に
則
り
作
ら

(16)
 

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

例
え
ば、
女
が
戸
を
あ
け
て
く
れ
ず、
男
は一
晩
中
戸
口
で
待
つ
が、

＜
 

の
つ
と
り

そ
の
ま
ま
夜
が
明
け
て
し
ま
う
と
い
う
発
想
の
歌
は、

こ
も
り
く
の

は
つ
せ
の
く
に
に

さ
よ
ば
ひ
に

た
な
ぐ
も
り

一
七

い
へ
つ
と
り

さ
よ
は
あ
け

い
り
て
か
つ
ね
む

と
ひ
ら
か
せ

（
万
娯
集・
巻
十
三・
三―――
1

0)
 

の
よ
う
に
『
万
葉
集』
に
も
既
に
見
ら
れ
る。
そ
れ
に
加
え、
夜
が
明

け、
男
は
帰
る
と
い
う
伊
勢
歌
と
同
じ
状
況
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て、

お
な
じ
こ
ろ
い
き
て
た
A
く
に
あ
け
ね
ば、
お
と
こ

し
の
A
め
の
あ
け
ざ
り
し
か
ば
夜
も
す
が
ら
ま
き
の
と
よ
り
は
立
帰

こ
し
,

1

 

り

ゆ
き
は
ふ
り
＜

き
ぎ
し
は
と
よ
む

こ
の
よ
は
あ
け
ぬ

（
信
明
集
-
·
 1
 

0
五）

の
よ
う
な、
信
明
が
中
務
に
贈
っ
た
歌
な
ど
が
あ
る。

こ
の
よ
う
に
「
戸」
を
開
け
る
か
否
か
は、
女
が
男
を
受
け
入
れ
る
か

否
か
の
意
志
表
示
で
も
あ
る。
だ
か
ら、
最
後
の
歌
は、
女
に
戸
を
開
け

て
は
も
ら
え
ず
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
男
歌
で
終
わ
る
の
が
ふ
さ

わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も、
西
本
願
寺
本
の
本
文
よ
り、
定
家
本
の
本
文

の
方
が
よ
り
適
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る。

以
上
の
考
察
か
ら、
定
家
本
の
内
部
に
も、
天
暦
期
に
ま
で
遡
る
こ
と

が
可
能
な
和
歌
本
文
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り、
定
家
本
で
伊
勢

さ
ぐ
も
り

こ
の

あ
め
は
ふ
り

か
け
も
な

わ
が
き
た
れ
ば



さ
て、

定
家
本
と
西
本
願
寺
本
を
比
べ
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
と、

定
家
本
の
み、

三
箇
所
に
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

と
い
う
詞
帯
が
現
れ
る
こ

と
に
気
づ
く。あ

る
と
こ
ろ
に、

き
た
の
宮
の
御
も
ぎ
の
う
た
ど
も、

た
け
お

ほ
か
る
所

①
と
し
ご
と
に
お
ひ
そ
ふ
た
け
の
よ
A
を
へ
て
か
は
ら
ぬ
い
ろ
を
た
れ

と
か
は
見
む

（
七
五）

あ
る
と
こ
ろ
に、

ご
せ
ち
の
こ
ろ、

ほ
り
か
は
ど
の
に
び
は
の

お
と
ゞ
お
は
し
ま
し
て、

た
ゞ
し
の
び
や
か
に、

と
あ
る
に

②
や
を
と
め
に
を
み
の
こ
ろ
も
の
き
な
が
ら
に
な
れ
ぬ
ほ
ど
を
ば
た
れ

か
し
の
ば
む

(
1

0
七）

あ
る
と
こ
ろ
に、

み
か
ど
ふ
た
り
お
は
し
ま
し
け
る
と
か

③
日
の
ひ
か
り
か
さ
ね
て
さ
せ
ば
む
ら
さ
き
の
く
も
A
ふ
た
へ
に
い
ま

や
な
る
ら
む

こ
の
三
つ
の
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

は、

他
系
統
に
は
一

切
出
現
す
る
こ

と
が
な
い。

ま
た、

こ
れ
ら
の
詞
帯
は、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

と、

そ
れ

四、

詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に
」

に
つ
い
て

の
歌
を
読
解
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
が
理
解
さ
れ
る
事
例
の
一

っ
だ
と
い

え
る
だ
ろ
う。

（
三
一

四）

に
続
く
内
容
と
が
噛
み
合
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
く、

違
和
感
が
あ
る。

そ
の
う
ち
の
一

っ、

①
の
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

に
関
し
て
は、

既
に
山
口

(
17)
 

博
氏
が同

本
他
の
屏
風
歌
に
は
「
あ
る
所」

な
ど
と
漠
然
と
し
た
言
い
方
は

な
い。

と
述
べ
た
上
で、

詞
苔
表
現
の
異
常
を
再
考
す
る
と、

あ
の
部
分
は、
「
あ
る
所
に、

0

0

 

北
宮
の
御
裳
昨
の
歌
と
も」

で、
「
あ
る
所」

は
「
あ
る
本
に」

の

意
で、
「
ど
も」

で
は
な
く
「
と
も」

で
あ
っ
て、

本
来
は
苔
写
者

の
注
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

そ
れ
が
本
文
に
窟
入
し
た
も
の
で

あ
る。

と、
「
詞
苔
表
現
の
異
常」

を
指
摘
さ
れ
た。

山
口
氏
も、
「
あ
る
と
こ
ろ

に」

が
下
に
続
か
な
い
こ
と
を
感
じ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が、
「
あ

る
と
こ
ろ
に」

を
「
あ
る
本
に」

と
い
う
意
味
で
用
い
た
例
は
見
当
た
ら

ず、

従
え
な
い。
一

方、

注
釈
苔
類
は
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
し
て
い
る

た
め、

こ
の
詞
苔
に
関
し
て、

詳
説
に
は
及
ん
で
い
な
い。

そ
こ
で、

詞

害
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

は、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
用
い
ら
れ
て
い
る

の
か、

ま
た、

他
系
統
に
は
見
ら
れ
ず、

定
家
本
に
だ
け
出
現
す
る
の
は

何
故
な
の
か、

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

ま
ず
こ
こ
で
は、

詞
帯
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

の
持
つ
意
味
を
考
察
し
て

一

八



定
家
本
『
伊
勢
集』
の一
性
格
ー
|'
詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て

1

詞
帯
の
中
に
出
現
す
る
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
の
用
例
を
調
べ
て
み
る

と、
例
え
ば、
『
後
撰
集』
に
は、

あ
る
所
に
近
江
と
い
ひ
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

い
く
こ
と
と
す
る。

（
よ
み
人
し
ら
ず）

し
ほ
み
た
ぬ
う
み
と
き
け
ば
や
世
と
と
も
に
み
る
め
な
く
し
て
年
の

ヘ
ぬ
ら
ん

（
後
撰
集・
恋―
•
五
二
八）

(18)
 

と
い
う
例
が
あ
る。
『
這
仰
狂
紐
碩

後
撰
和
歌
集』
の
脚
注
に
は、

0
あ
る
所
に
…
さ
る
貴
族
の
も
と
に
い
る
近
江
と
い
う
女
房。

と
あ
る。
こ
れ
は、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
が、
そ
の
場
所
が
高
貴
な
場
所

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
ま
た、
同
様
に、

あ
る
と
こ
ろ
に
ま
つ
む
し
す
ゞ
虫
な
ど
と
り
い
れ
て
や
り
侍
し

万
代
の
秋
を
ま
ち
つ
A
聞
わ
た
れ
岩
ほ
に
ね
ざ
す
松
む
し
の
声

（
元
輔
集
D・
九
四）

(19)
 

に
お
い
て
も、
『
元
輔
集
注
釈』
の
中
で
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
に
つ
い
て、

「
多
く
の
場
合、
高
貴
な
家
を
指
し
て
い
う
よ
う
で
あ
る。」
と
説
明
さ
れ

て
い
る。

そ
こ
で、
「
と
こ
ろ」
の
語
義
を
辞
苔
で
確
認
を
し
て
み
る
と、
例
え

(20)
 

ば
『
角
川
古
語
大
辞
典』
で
は
「
助
数
詞」
と
し、
「
貴
人
を
数
え
る
の

に
い
う」
と
あ
る。
そ
の
他
の
辞
帯
も
同
様
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る。

一
九

（
源
氏
物
語・
若
菜
下）

（
源
氏
物
語・
竹
河）

の
よ
う
に、
「
二
と
こ
ろ」
と
い
う
表
現
が、
「
貴
人
二
人」
を
意
味
す
る

理
由
が
理
解
で
き
る。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
に
は、
「
あ
る
麻
貴
な
場
所

に•
あ
る
裔
貴
な
方
に」
と
い
う
意
味
を
有
し、
敬
意
表
現
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て、
次
の
詞
苔
を
み
て
み
た
い。

と
り
の
こ
の
や
う
な
る
う
り
を、
あ
る
所
に
た
で
ま
つ
る
と
て

わ
が
き
み
の
ま
す
べ
き
ち
よ
の
し
る
し
に
は
つ
る
の
こ
に
こ
そ
う
り

も
な
り
け
れ

（
恵
脱
集·
八
四）

八
重
や
ま
ぶ
き
を
お
り
て、
あ
る
所
に
た
で
ま
11つ

加
た
る
に、

ひ
と
へ
の
花
の
ち
り
の
こ
れ
る
を
A
こ
せ
給
へ
り

お
り
か
ら
を
ひ
と
へ
に
め
づ
る
花
の
色
は
う
す
き
を
み
つ
A
う
す
き

と
も
み
ず

（
紫
式
部
集
"·
五
二）

こ
の
よ
う
に、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
は
「
奉
る」
と
い
う
謙
談
の
動
詞
と

と
も
に
用
い
ら
れ
た
例
が
散
見
さ
れ
る。
こ
れ
は
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
が

姫
君
二
と
こ
ろ
う
ち
語
ら
ひ
て、
い
と
い
た
う
屈
じ
た
ま
へ
り。

御
子
二
と
こ
ろ
お
は
す
る
を、
ま
た
も
け
し
き
ば
み
た
ま
ひ
て

な
る
ほ
ど、



う
へ
の
露

あ
る
女
に

あ
だ
な
り
と
お
も
ひ
し
か
ど
も
君
よ
り
は
も
の
わ
す
れ
せ
ぬ
そ
で
の

（
よ
み
人
も）

や
成
な
ん

旦か
は
し
け
る

た
の
む
木
も
か
れ
は
て
ぬ
れ
ば
神
な
月
時
雨
に
の
み
も
ぬ
る
る
こ
ろ

か
な

（
後
撰
集・
冬•
四
五―-）

の
よ
う
に、
「
や
る」
や
「
つ
か
は
す」
が
用
い
ら
れ、
「
奉
る」
を
用
い

(
21)
 

た
例
は
殆
ど
な
い。
ま
た、
「
人
に」
や
「
女
に」
の
場
合、

あ
る
人
に

（
道
信
集
ー・
五
七）

元
輔
集
n．
ニ―
四）

な
き
思
ひ
や
る
こ
し
の
し
ら
山
し
ら
ね
ど
も
ひ
と
夜
も
夢
に
こ
え
ぬ
よ
ぞ

「
高
貴
な
人・
場
所」
を
指
す
語
で
あ
る
の
だ
か
ら、
「
献
上
す
る・
差
し

上
げ
る」
を
意
味
す
る
「
奉
る」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
の
は
当
然
な
こ

と
で
あ
ろ
う。

で
は
こ
れ
が、
「
と
こ
ろ」
で
は
な
く、
「
人
に」
や
「
女
に」
の
場
合

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。
そ
の
大
部
分
は、

こ
し
の
か
た
な
る
凡
ば↑
や
な

（
貰
之
集
ー・
七
七
九）

あ
る
人
に
づ
が

ばU
A

う
し
と
い
ひ
て
世
を
ひ
た
す
ら
に
そ
む
か
ね
ば
物
思
ひ
し
ら
ぬ
身
と

ゅ

＜

う
つ
り
が
の
う
す
く
成
ぬ
る
た
き
物
の
く
ゆ
る
思
ひ
に
き
え
ぞ
し
ぬ

べ
き

（
元
輔
集
11・
ニ
三
八）

の
よ
う
に、
「
や
る・
つ
か
は
す」
を
苔
か
ず
と
も、
暗
黙
の
う
ち
に
そ

の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
詞
害
も
あ
る。

こ
の
よ
う
な
用
例
を
踏
ま
え
て、
次
の
詞
害
を
み
て
み
よ
う。
「
あ
る

と
こ
ろ
に」
は、
「
あ
る
人
に」
「
あ
る
女
に」
の
よ
う
に、
単
独
で
用
い

た
例
は
な
い
の
だ
が、
例
え
ば、

、
士ゞ
又

即
が
り
集

ぉ
な
所
に
は
じ
め
て

い
か
に
し
て
い
か
に
う
ち
い
で
む
か
A
り
と
は
な
べ
て
の
こ
と
に

な
り
ぬ
べ
き
か
な

（
道
信
集
ー・
三
七）

(

g
i
)
 

は、
『
道
信
集
注
釈』
で
は、
「
あ
る
所
に
初
め
て
贈
っ
た
歌」
と
訳
出
さ

れ
て
お
り、
「
あ
る
所
に」
に
「
つ
か
は
す」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ

た
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
注
釈
苔
で
は、
そ
の
相

手
を
明
確
に
し
て
い
な
い
の
だ
が、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
と
記
し
て
い
る

こ
と
か
ら、
あ
る
程
度
の
身
分
の
人
物
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い。
ま
た、あ

る
所
に、
よ
ぶ
か
き
月
を
み
は
べ
り
て

よ
A
を
へ
て
あ
づ
さ
の
そ
ま
に
い
る
月
の
か
げ
ま
と
か
な
る
あ
き
の

（
能
宜
集
ー・
四
六）

そ
ら
か
な

(

23
)

 

は、
『
能
宣
集
注
釈』
で
は、
「
あ
る
所
で、
夜
深
い
こ
ろ
の
月
を
見
ま
し

二
0



定
家
本
『
伊
勢
集』
の一
性
格

1
詞
害
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て

1

五、

詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

て」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が、
や
は
り
こ
こ
も、
「
高
貴
な
人
の
も
と
に、

夜
深
き
頃
に
月
を
見
ま
し
て、
（
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
詠
ん
で）
差
し
上

げ
た
歌」
と
解
釈
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る。

以
上
の
考
察
か
ら
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
と
い
う
表
現
は、
「
あ
る
人
に」

の
敬
意
表
現
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
考
察
に
基
づ
き、
『
伊
勢
集』
の
詞
帯
の
検
証
に
移
り
た
い。

の
検
証
(
-
)

で
は、
定
家
本
だ
け
に
見
ら
れ
る
詞
苔
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を一
っ―

つ
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う。
ま
ず
は
①
の
例
か
ら
検
討
す
る。

定
家
本
で
は、
最
初
の
「
お
ふ
る
よ
り」
「
た
の
み
つ
A」
の
二
首
が、

亭
子
院
六
十
御
賀
の
屏
風
歌、
三
首
目
「
と
し
ご
と
に」
は
北
の
宮
の
裳

滸
の
屏
風
歌、
三
首
は
さ
ん
で
最
後
の
二
首
「
い
に
し
へ
の」
「
ね
を
た

え
て」
が
再
び
北
の
宮
の
裳
着
の
屏
風
歌
で
あ
る。
西
本
願
寺
本
で
は、

最
初
の
三
首
「
ふ
た
ば
よ
り」
「
た
の
み
つ
A」
「
と
し
ご
と
に」
が
亭
子

院
六
十
御
賀
の
屏
風
歌、
次
の
「
い
に
し
へ
の」
か
ら
続
く
五
首
が
北
の

宮
の
裳
着
の
屏
風
歌
の
よ
う
に
見
え
て
い
る。

こ
の
よ
う
に、
亭
子
院
六
十
御
賀
の
屏
風
歌
の
冒
頭
二
首
は
共
通
し
て

い
る
が、
そ
れ
に
続
く、
定
家
本
七
五
番
歌
と
西
本
願
寺
本
七
六
番
歌
に

当
た
る
「
と
し
ご
と
に」
の
歌
に
お
い
て
は、
「
竹
お
ほ
か
る
と
こ
ろ」

と
い
う
詞
苔
の
み
が
共
通
し
て
い
る。
と
い
う
こ
と
は、
こ
の
歌
に
も
と

も
と
付
さ
れ
て
い
た
詞
苔
は
「
竹
お
ほ
か
る
と
こ
ろ」
だ
け
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
わ
せ
る。
す
な
わ
ち、

た
け
お
ほ
か
る
所

と
し
ご
と
に
お
ひ
そ
ふ
た
け
の
よ
A
を
へ
て
か
は
ら
ぬ
い
ろ
を
た
れ

と
か
は
見
む

と
だ
け
害
か
れ
た
詠
草
類
が
単
独
で
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。
お

そ
ら
く、
定
家
本
に
お
い
て
は、
亭
子
院
六
十
御
賀
の
屏
風
歌
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
た
当
初
の
和
歌
資
料
で
は
な
く、
全
く
別
の
次
元
の
単
独
和
歌

資
料
と
し
て
手
元
に
残
っ
て
い
た
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
実

(
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は、
こ
の
歌
は
【
表
l】
の
備
考
に
も
示
し
た
よ
う
に、

（
延
長
四
年
九
月
法
皇
の
御
六
十
質、
京
ご
く
の
み
や
す
ど
こ
ろ

の
つ
か
う
ま
つ
り
給
ふ
と
き
の
御
屏
風
の
う
た
十一
首）
た
け

年
ご
と
に
お
ひ
そ
ふ
竹
の
よ
A
を
へ
て
た
え
せ
ぬ
色
を
誰
と
か
は
み

の
よ
う
に、
『
貫
之
集』
に
も
亭
子
院
六
十
御
賀
の
屏
風
歌
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る。
つ
ま
り、
亭
子
院
六
十
御
賀
の
屏
風
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
が、
歌
の
作
者
に
つ
い
て
は、
貫
之
と
伊
勢、
両
方

(
25
)

 

の
所
伝
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う。
そ
こ
で、
屏
風
歌
冒
頭
の
「
お

ふ
る
よ
り」
「
た
の
み
つ
A」
の
二
首
と
は
別
に
伝
わ
っ
て
い
た
た
め、

ん

（
貫
之
集
ー・
一
九
八



定
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本
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つ
り
た
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ふ
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子
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た
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す
る
所、

ま
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ち
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れ
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詞
粛
ナ
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二
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「
き
く
に
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こ
ろ
の」

七
七

か
り
に
く
と
き
く
に
心
は
見
え
ぬ
れ
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わ
が
た
も
と
八
0

か
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に
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と
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ふ
に
こ
A
ろ
の
み
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の
る
さ
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き
ば
の
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ろ
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八
一
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ぞ
い
の
る
さ
か
き
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い
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も
か

詞
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風
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た
て

ま
つ
れ
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ぎ
り

七
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う
き
く
さ、

ふ
ね
に
て
と
る
と
こ
ろ

八
0

ね
を
た
え
て
み
づ
に
う
き
た
る
う
き
く
さ
は
い
け
の

ふ
か
さ
を
た
の
む
な
り
け
り

【
表
1
】



定
家
本
『
伊
勢
集』
の一
性
格
|
—'
詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て

1

あ
る
と
こ
ろ
に

た
け
お
ほ
か
る
所

と
し
ご
と
に
お
ひ
そ
ふ
た
け
の
よ
A
を
へ
て
か
は
ら
ぬ
い
ろ
を
た
れ

と
か
は
見
む

の
よ
う
に、
単
独
で
存
在
し
た
和
歌
資
料
に
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
苔
き

足
し
て
『
伊
勢
集』
に
は
収
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う

、
T

Oち
な
み
に、
こ
の
歌
の
後
続
歌
を
検
討
し
て
み
る
と、
定
家
本
七
六
番

歌
は、
「
女
郎
花
を
見
る
と
心
は
慰
め
ら
れ
ず、
ま
す
ま
す
昔
の
秋
を
恋

し
く
思
う」
と
詠
ま
れ
て
い
る。
西
本
願
寺
本
で
は
こ
れ
を
「
北
の
宮
の

裳
培
の
屏
風
歌」
の一
っ
と
し
て
読
ま
せ
る
が、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
裳

着
の
祝
い
の
歌
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
は、
既
に
『
伊
勢
集
全
釈』
に

お
い
て
も、

た
し
か
に、
「
見
る
に
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
い
と
ど
む
か
し
の
秋
ぞ
こ

ひ
し
き」
と
詠
ま
れ
た
歌
の
情
は、
屏
風
歌
ら
し
か
ら
ず
悲
哀・
回

顧
に
傾
い
て
お
り、
な
に
か
事
情
を
異
に
す
る一
首
が、
こ
こ
に
混

入
し
た
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い。

と
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る。
よ
っ
て、
定
家
本
の
詞
帯
の
よ
う
に
祝
賀
の

歌
と
は一
線
を
画
し
た
単
独
の
和
歌
資
料
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ

る。

更
に
は、
続
く
定
家
本
七
七・
七
八
番
歌
も
【
表
ー】
の
備
考
に
示
し

た
よ
う
に、
他
の
家
集
に
も
重
出
す
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
感
す
れ
ば、

も
と
も
と一
首一
首
単
独
の
和
歌
資
料
が
並
ぺ
ら
れ
形
成
さ
れ
た
歌
群
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る。

次
に
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
に
続
く
「
き
た
の
宮
の
御
も
ぎ
の
う
た
ど

も」
と
い
う
詞
苔
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い。

別
系
統
の
本
で
は、
定
家
本
七
五
番
の
あ
と
に
は
「
北
の
宮
の
裳
着

の
歌」
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら、
定
家
本
七
五
番
歌
の
余
白
部
分
に、

「
北
の
宮
の
裳
着
の
歌
が
こ
の
あ
と
に
何
首
か
続
く」
と
い
う
意
図
の
注

を
施
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
そ
し
て
苔
写
を
重
ね
て
い
く
う
ち

に、
次
第
に
七
五
番
歌
の
詞
害
に
混
入
し
て
し
ま
い、
現
行
の
形
に
な
っ

た
と
推
察
さ
れ
る。

ま
と
め
る
と、
定
家
本
に
お
い
て
は
北
の
宮
の
裳
着
の
歌
が
存
在
し
な

か
っ
た
が
故
に、
あ
る
段
階
に
お
い
て、
七
五
番
歌
に
は
注
記
の
混
入
が

起
き、
ま
た、
あ
る
段
階
に
お
い
て
歌
の
補
入
が
行
わ
れ、
西
本
願
寺
本

と
は
異
な
る
配
列
を
見
せ
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う。
結
果
と
し

て、
そ
の
こ
と
に
よ
り、
西
本
願
寺
本
だ
け
を
読
ん
で
い
る
と、
七
七
番

か
ら
八一
番
ま
で
の
五
首
が
ま
る
で
北
の
宮
の
裳
箸
の
歌
と
し
て
見
え
て

し
ま
う
が、
実
は
そ
う
で
は
な
い
歌
で
あ
る
こ
と
を、
定
家
本
は
指
し
示

し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

三



備

考

定

家

本

西

本

願

か
す
が
の
う
た
あ
は
せ
の
と
こ
ろ

春
日
歌
合
時

『
京
極
御
息
所
歌
合』
・

五
九
・

伊
勢

さ
く
ら
ば
な
ち
り
て
み
ゆ
き
に
ま
が
ひ
な
ば
い
づ
-
0
六

山
ざ
く
ら
ち
り
て
み
ゆ
き
に
ま
が
ひ
な
ば
い
づ
れ

詞
苔
「
左」

、

初
句
「
や
ま
ざ
く
ら」

、

四
句
「
い
づ
れ

れ
の
花
と
は
る
に
と
は
な
む

か
は
な
と
は
る
に
と
は
な
む

か
は
な
と」

............•.••..
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;
0
六

ぬ
れ
つ
A
も
あ
め
に
は
ゆ
か
む
ま
つ
風
は
ち
と
せ
一
〇
七

ぬ
れ
つ
A
も
あ
め
に
は
ゆ
か
む
ま
つ
か
さ
は
ち
と

『
京
極
御
息
所
歌
合』
•

四
四
・

作
者
名
ナ
シ

の
は
る
を
も
ら
さ
ゞ
ら
な
む

せ
の
は
る
を
も
ら
さ
ゞ
ら
な
む

詞
苔
「

左
勝」

、

三
句
「
ま
つ
か
さ
の」

．．
 

あ
る
と
こ
ろ
に 、

ご
せ
ち
の
こ
ろ 、

ほ
り
か

は
ど
の
に 、

び
は
の
お
と
ゞ

お
は
し
ま
し

て 、

た
ゞ
し
の
び
や
か
に 、

と
あ
る
に

1
0
七

や
を
と
め
に
を
み
の
こ
ろ
も
の
き
な
が
ら
に
な
れ
一
〇
八

や
を
と
め
の
を
み
の
こ
ろ
も
を
き
な
が
ら
に
な
れ

ぬ
ほ
ど
を
ば
た
れ
か
し
の
ば
む

ぬ
ほ
ど
を
ば
た
れ
か
し
の
ば
む

．．．．．．．．．．．
 

か
ゞ

み
の
う
ら
に
つ
る
の
か
た
を
い
つ
け
て
（
ナ
シ）

『
拾
追
集』
．
―
-
九
八
・

伊
勢

侍
り
け
れ
ば

詞
苔
「
か
が
み
い
さ
せ
侍
り
け
る
う
ら
に 、

つ
る
の
か
た
を

1
0
八

ち
と
せ
と
も
な
に
か
い
の
ら
む
う
ら
に
す
む
た
づ

い
つ
け
さ
せ
侍
り
て」

の
う
へ
を
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る

••••••••••••••
•
••••••
•••

 

ふ
る
い
ゑ
に
あ
か
ら
さ
ま
に
い
き
て

み
そ
め
ず
は
あ
ら
ま
し
も
の
を
ふ
る
さ
と
の
は
な

．
0
九

に
心
の
と
ま
り
ぬ
る
か
な

-
0
九

1
0
五

【
表
2
】

••••••
••••••

•••
•
•••••
•••••••••••••••••••••
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『
京
極
御
息
所
歌
合』
・

一
五
・

作
者
名
ナ
シ

み
そ
め
ず
は
あ
ら
ま
し
物
を
ふ
る
さ
と
の
花
に
心

詞
苔
「

右
勝」

、

初
句
「
見
そ
め
ず
も」

、

結
句
「
う
つ

の
う
つ
り
ぬ
る
か
な

一
り
ぬ
る
か
な」

寺

本

六、

詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に
」

の
検
討
（
二
）

次
に
②
の
定
家
本
一

〇
七
番
歌
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う 。

西
本
願
寺
本
一

〇
六
番
歌
「
山
ざ
く
ら」

か
ら
続
く
四
首
は
「

春
日
歌

合
時」

と
い
う

詞
帯
で
一

括
さ
れ 、

春
日
歌
合
の
歌
群
を
形
成
す
る
が 、

定
家
本
で
は
一

0
五
番
歌
「
さ
く
ら
ば
な」

と 、

次
の
「
ぬ
れ
つ
A

も」

だ
け
が
春
日
歌
合
の
歌
で
あ
っ
て ‘
1

0
七
番
歌
「

や
を
と
め
に」

と 、

1

0
九
番
歌
「
み
そ
め
ず
は」

に
は
単
独
の
詞
害
が
付
さ
れ 、

別
の
機
会

に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る 。

確
か
に 、
「
あ
る
と
こ
ろ
に
」

と
い
う

詞
害
が
付
さ
れ
た
定
家
本

-

0
七
番
歌
は 、
【
表
2

】

の
備
考
に
示
し
た
よ
う
に 、
『
京
極
御
息
所
歌

合
』

の
本
文
中
に
は
見
出
せ
な
い 。

そ
の
原
因
を
『
伊
勢
集
全
釈
』

で

ま、
.

1

 

こ
の
一

首
は 、

現
存
す
る
「

春
日
歌
合」
（
京
極
御
息
所
歌
合）

の

本
文
中
に
は
存
在
し
な
い 。

た
だ
し 、

同
歌
合
の
一

番
本
歌
に
は

「
め
づ
ら
し
き
け
ふ
の
春
日
の
八
少
女
を
神
も
恋
し
と
し
の
ば
ざ
ら

ニ
四



定
家
本
『
伊
勢
集』
の一
性
格

1
詞
苔
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て

1

め
や
」

が
あ
り、
こ
れ
に
対
し
て
「
八
少
女
を
神
し
し
の
ば
ば
木
綿

欅
か
け
て
ぞ
恋
ひ
む
け
ふ
の
荘
れ
な
ば」
と
「
ち
は
や
ぶ
る
神
し
許

さ
ば
春
日
野
に
た
つ
八
少
女
の
い
つ
か
た
ゆ
べ
き」
が
返
歌
と
し
て

番
わ
さ
れ
て
い
る。
本
集
の
こ
の
歌
は、
あ
る
い
は
そ
の
選
外
歌
で

あ
っ
た
か。

と
考
察
さ
れ
て
お
り、
諸
注
の
見
解
も
大
方一
致
し
て
い
る。

そ
こ
で
ま
ず
は
定
家
本一
〇
七
番
歌
の
「
あ
る
と
こ
ろ
に
」

か
ら
検
討

し
て
み
た
い。

「
あ
る
と
こ
ろ
に」
に
続
く
「
ほ
り
か
は
ど
の」
と
は、
当
時
の
認
識

を
考
盛
す
れ
ば、
中
宮
温
子・
仲
平
の
父
で
あ
る
藤
原
基
経
が
造
営
し
た

大
邸
宅
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う。
そ
の
堀
河
殿
と
伊
勢
の
関
係
に
つ
い
て

(

26
)
 

は、
新
田
孝
子
氏
が
検
証
さ
れ
て
お
り、
簡
潔
に
示
せ
ば、
宇
多
天
皇
の

出
家
後、
伊
勢
と
中
宮
温
子
が、
寛
平
九
年
（
八
JL
ヒ）
七
月
か
ら
昌
泰

元
年
（
八
几
八）
四
月
ま
で
移
り
住
ん
で
い
た
場
所
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら

れ
た。五

節
は
毎
年
十一
月
に
行
わ
れ
る
行
事
で
あ
る
こ
と
か
ら、
仮
に
仲
平

が
堀
河
殿
に
住
む
伊
勢
を
訪
ね
た
際
の
歌
と
な
れ
ば、
寛
平
九
年
十一
月

の
出
来
事
と
な
り、
春
日
歌
合
が
行
わ
れ
る
二
十
四
年
も
前
の
事
と
な
っ

て
し
ま
い、
史
実
と一
致
し
な
い。

こ
の
こ
と
か
ら、
「
ご
せ
ち
の
こ
ろ
」

以
下
の
詞
菩
が、
こ
の
歌
の
詠

二
五

歌
事
情
を
伝
え
る
た
め
に、
伊
勢
が
苔
き
記
し
た
と
は
思
わ
れ
ず、
後
人

の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る。
よ
っ
て、
こ
の
歌
の
詞
害
は、
も

と
も
と
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
と
だ
け
付
さ
れ
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ、
そ

れ
は
歌
合
に
献
上
し
た
も
の
の
選
外
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
歌
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る。

で
は、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
に
続
く
詞
害
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
加
え

ら
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か。
西
本
願
寺
本
で
は一
〇
八
番
歌•
1
0
九

番
歌
と
詞
害
が
な
い
二
首
が
並
ん
で
い
る。
そ
し
て
定
家
本
で
は、
そ

(

27
)
 

の
間
に
『
拾
迪
集』
か
ら
増
補
さ
れ
た
歌
が、
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
が、

1
0
七
番
と一
〇
九
番
歌
は
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
詞
苔
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る。

ま
ず
初
め
に、
一
〇
七
番
歌
の
詞
苔
で
あ
る
が、
そ
の
中
に
杏
か
れ
た

「
ご
せ
ち」
と
い
う
語
は、
初
句
の
「
や
を
と
め」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
引
き
出
さ
れ、
「
ぴ
は
の
お
と
」ゞ
を
そ
こ
に
苔
き
足
し
た
の
は、
伊

勢
が
身
を
移
し
た
堀
河
殿
に
ま
で
仲
平
が
や
っ
て
来
た
場
面
を、
歌
の
内

容
か
ら
創
出
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

定
家
本一
0
九
番
歌
「
み
そ
め
ず
は
」

の
歌
も
同
様
で、
「
ふ
る
い
ゑ」

と
詞
害
に
あ
る
の
は、
第
三
句
目
の
「
ふ
る
さ
と」
と
い
う
言
葉
に
触
発

さ
れ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る。
「
ふ
る
い
ゑ
（
古
家）
」

と
い
え
ば、
『
伊
勢
集』
の
読
者
で
あ
れ
ば、
自
ず
と、
冒
頭
の
「
ひ
と



・ —

� . . 

五 四 三

の人ゎ も日
は >の

と
し すたひて ふた ひか

みこの へ
り 定

ぬ
な

り に
な

な

き
を
人

ろ

‘ やいな

む

ま

る
ら

ねて
さ で

を

ぼし
家

g さ る 本せ > 
に む

ば
き

｝

なが
も

、

の
き
ら
さ す秋（

り
＇ 

ら く の

西

本

む

な
蒻り

だ

に

を

と
ろこ やで

を

1
i 

願

な
に るき

な
t
し

すり(

. 
本

が よ
ら る

〖ぐ
し
． ふた院・

おろヒ- 仕1 ？
な

-み
の七-l: 

• か
ど

ー

たま
し

条后七 -‘ しま ‘ 五・

ひ 句四の陽て
と 考の 一

こ

勺
ど し

も

つ し

【
表
3
】

で
は、

最
後
に、

③
の
定
家
本
三
一

四
番
歌
の
詞
苔
「
あ
る
と
こ
ろ

に」

を
検
討
し
て
お
こ
う。

ま
ず
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は、

詞
苔
の
末
尾
に
雁
か
れ
た
「
と
か」

七、

詞
書
「
あ
る
と
こ
ろ
に
」

住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿」

が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
歌
物
語
化

し
て
い
こ
う
と
す
る
過
程
を
後
続
家
集
部
分
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

事
例
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う。

こ
の
こ
と
か
ら、

定
家
本
は、

そ
の
歌
の
い
き
さ
つ
を
示
唆
す
る
古
い

詞
苔
と、

歌
を
利
用
し
て、

伊
勢
の
物
語
を
新
た
に
作
り
出
し
て
い
こ
う

と
す
る
後
人
の
手
に
よ
る
新
し
い
詞
苔
と
が
混
在
し
て
い
る
本
で
あ
る
と

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

の
検
討
（
三）

と
い
う
語
で
あ
る。

他
系
統
の
『
伊
勢
集
』

も
含
め、

詞
苔
の
最
後
が

「
と
か」

と
な
る
例
は
見
当
た
ら
ず、

こ
こ
だ
け
に
出
現
す
る
の
は
不
審

で
あ
る。

そ
こ
で、

他
の
家
集
に
用
例
を
求
め
て
み
る
と、
『
元
良
親
王

集
』

に
は
次
の
よ
う
な
使
用
例
が
あ
る。

五
月
ば
か
り、

は
や
わ
す
れ
た
ま
へ
る
女
の
き
こ
え
た
る
ど
が

さ
み
だ
れ
に
わ
が
て
そ
へ
つ
A
う
へ
そ
め
し
き
み
が
た
の
み
は
い
ま

や
は
つ
覧

（
元
良
親
王
集
・
八
0)

こ
れ
は、

女
か
ら
親
王
へ
の
返
歌
の
み
を
収
載
し
た
際
の
詞
苔
で
あ
る。

な
ぜ
こ
こ
に
「
と
か」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。

親
王
の
贈
歌

は
な
く、

女
の
歌
し
か
手
元
に
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に、

家
集
の

編
簗
者
は、

恐
ら
く
親
王
が
贈
っ
た
歌
に
対
す
る
返
歌
な
の
だ
ろ
う
と、

伝
聞
表
現
を
用
い
て
苔
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

さ
ら

二
六



む
る

定
家
本
『
伊
勢
集
』

の一
性
格
ー__
 詞
害
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
を
め
ぐ
っ
て

1

に、
『
信
明
集
』

に
お
い
て
は、

う
ち
へ
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
る
つ
と
め
て、
女

い
そ
ぎ
け
ん
心
の
う
ち
を
し
ら
ぬ
か
な
も
し
も
A
し
き
に
床
や
さ
だ

か
へ
し
あ
る
べ
し
ど
が

（
信
明
集
-
·
 I

O
 I)
 

の
よ
う
に
左
注
に
用
い
ら
れ
た
「
と
か」
の
用
例
が
見
ら
れ
る。
こ
れ
に

(

28
)

 

つ
い
て
平
野
由
紀
子
氏
は
「『
信
明
集
』

な
の
だ
か
ら、
女
の
歌
の
み
で

な
く
信
明
の
返
歌
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き、
と
後
人
注。」
と
注
釈
さ
れ、

歌
の
事
情
に
関
し
て
後
人
が
補
足
す
る
よ
う
な
際
に
も
「
と
か
l

は
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
『
伊
勢
集
』

の
詞
害
を
読
み
返
し
て
み
れ

ば、
「
み
か
ど
ふ
た
り
お
は
し
ま
し
け
る
と
か」
と
い
う
詞
苔
は、
伊
勢、

あ
る
い
は
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
を
知
る
者
が
苔
き
記
し
た
も
の
と
は
思
わ

れ
ず、
後
か
ら
害
き
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か。
つ
ま
り
「
日
の
ひ
か
り
か
さ
ね
て」
や
「
む
ら
さ
き
の
く

も
A
ふ
た
え
に」
と
い
う
歌
の
表
現
を
契
機
に
し
て、
「
み
か
ど
ふ
た
り

お
は
し
ま
し
け
る」
と
苔
き
つ
け、
伊
勢
の
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
作
り

出
そ
う
と
し
た
後
人
の
手
に
よ
る
新
し
い
詞
帯
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う。

以
上
の
事
例
か
ら、
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
と
い
う
詞
害
は、
後
続
の
詞

帯
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
出
来
た
の
で
は

二
七

な
い
か
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は、
こ
の
三
首
に

は、
も
と
も
と
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
だ
け
が
詞
苔
と
し
て
付
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る。
ま
た、
定
家
本
に
し
か
現
れ
な
い、
こ
の
「
あ
る

と
こ
ろ
に」
と
い
う
詞
害
を
持
つ
歌
は、
西
本
願
寺
本
で
読
む
限
り
で

は、
屏
風
歌
な
り
歌
合
な
り
の
詞
害
に
よ
り一
括
さ
れ、
平
面
的
に
た
だ

並
べ
ら
れ
た
歌
に
し
か
見
え
な
い
の
だ
が、
定
家
本
に
拠
れ
ば、
西
本
願

寺
本
と
は
全
く
異
な
っ
た
事
情
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ、
新
た
な
様
相
を
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

今
回
は、
こ
れ
ま
で
に
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
定
家

本
の
本
文
を、
西
本
願
寺
本
の
本
文
と
つ
き
合
わ
せ、
そ
の
差
異
を
検
討

し
た。
中
で
も、
定
家
本
に
だ
け
存
在
す
る
「
あ
る
こ
と
ろ
に」
と
い
う

表
現
を
含
む
詞
菩
は、
古
い
部
分
と
新
し
い
部
分
と
が
混
在
し
重
庖
的
に

出
来
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
確
認
で
き、
定
家
本
生
成
の

過
程
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た。
そ
れ
と
同
時
に
西
本

願
寺
本
だ
け
を
読
ん
で
い
て
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
歌
の
成

立
事
情
を
垣
問
見
る
こ
と
も
で
き
た。

そ
の
よ
う
な
部
分
は
ま
だ
多
く
が
埋
も
れ
て
い
る
と
思
わ
れ、
今
後
も

丹
念
な
読
み
の
作
業
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で、
定
家
本
『
伊
勢
集
』

八、

お
わ
り
に



の
性
格
を
解
明
し
て
い
き
た
い。

そ
し
て
従
来
の
西
本
願
寺
本
に
よ
る
解

釈
だ
け
で
は
な
く、

定
家
本
を
も
用
い
る
こ
と
で
伊
勢
の
歌
の
新
た
な
読

み
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る。

（
注）(

1)

関
根
座
子
『
中
古
私
家
集
の
研
究』
（
風
間
苔
房、
昭
42
.
3)
や、
島

田
良
二
『
平
安
前
期
私
家
集
の
研
究』
（
桜
楓
社、
昭
43
.
4)
な
ど。

(
2)

現
行、
『
伊
勢
集』
の
諸
本
は、
『
私
家
集
大
成

中
古
ー』
（
明
治
苫

院、
昭
48.
11、
執
筆
11
島
田
良
二）
の
分
類
に
従
っ
て、
呼
ぴ
恨
ら

わ
し
て
い
る。

(
3)
平
野
由
紀
子
他
『
廷
往
蹂
脳
平
安
私
家
集』
（
岩
波
苔
店、
平
6

.

12

)、

関
根
鹿
子・
山
下
道
代
『
郎

叩牒
伊
勢
集
全
釈』
（
風
間
豊
房、
平
8
.

2)、
麻
野
睛
代
他
『
心
べ
唸町
小
町
集
／
業
平
集
／
遍
昭
集
／
索
性
集
／

伊
勢
集
／
猿
丸
集』
（
明
治
杏
院、
平
10
.
10)

(
4)

岸
本
理
恵
氏
に
よ
れ
ば、
定
家
本
『
伊
勢
集』
の
よ
う
に、
冒
頭
を
定

家
が
杏
写
し、
そ
の
後
を
苦
き
継
い
だ
筆
跡
と一
致
す
る
家
集
は
い
く

つ
も
あ
り、
中
で
も、
天
理
大
学
附
屈
固
苔
館
蔵
『
秋
篠
月
消
集』
に

は、
定
家
六
十
七
歳
の
年
に
あ
た
る、
安
貞
二
年
(―
ニ
ニ
八）
と
記

し
た
定
家
の
苔
写
奥
苔
が
あ
る
と
い
う。
（『
国
語
国
文』
78
巻
ー
7
号、

平
19
.
7)

(

5

)

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
苔
第
六
十
五
巻
『
斑
経
本
私
家
集一
』
（
朝
日
新
聞
出

版、
平
10
.
2)、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
苔
第
六
十
九
巻
『
承
空
本
私
家
集

上』
（
朝
日
新
問
出
版、
平
14
.
7)

(
6)
片
桐
洋一
『
恋
に
生
き

歌
に
生
き

伊
勢』
（
新
典
社、
昭
60
.
8)

(
7)

妹
尾
好
信
「『
伊
勢
集』
に
付
載
さ
れ
た
る
秀
歌
選
を
め
ぐ
っ
て」
（『
源

氏
物
語
の
内
と
外』
所
収、
風
間
害
房、
昭
62
.
11)。
ま
た
妹
尾
氏
は

『
平
安
朝
歌
物
語
の
研
究
ー
伊
勢
物
語
筒•
平
中
物
語
篇・
伊
勢
集
巻
頭

歌
物
語
篇』
（
笠
間
書
院、
平
19
.
11)
に
お
い
て
も
定
家
本
を
用
い
て

注
釈
を
施
さ
れ
て
い
る
C

(

8

)

↓
注
ー。

(

9

)

関
根
殿
子
（
↓
注
l)、
藤
岡
忠
美
「
伊
勢
集
序
説
—
冒
頭
歌
覚
え
苫

き
ー」
（『
国
文
論
叢』
昭
58

.

3

↓
『
平
安
朝
和
歌

読
解
と
試
論』

風
問
豊
房、
平
15
.
6)、
片
桐
洋一
『
恋
に
生
き

歌
に
生
き

伊

勢』
（
新
典
社、
昭
60.
8)
な
ど。

(
10)

伊
東
卓
治
「
初
層
天
井
板
の
落
苔」
（
商
田
修
編
『
醍
醐
寺
五
重
塔
の
壁

画』
所
収、
吉
川
弘
文
館、
昭
34
.
3)

(
11)

↓
注
3。

(

12

)

↓
注
6。

(
13)

峯
村
文
人
『
5

知5
釦
新
古
今
和
歌
集』
（
小
学
館、
昭
49
.
3)、
久
保

田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
四』
（
角
川
学
芸
出
版、
平
24

.

l
)

(
14)

早
く
は、
家
永
三
郎
氏
（『
上
代
倭
絵
全
史
改
JT
頂
版』、
名
著
刊
行
会、

平
10
.
l
↓
初
版
は
昭
21
.
10)
や、
玉
上
琢
禰
氏
（「
屏
風
絵
と
歌

と
物
語
と
ー
源
氏
物
語
の
本
性
（
そ
の
三）
ー」、
『
源
氏
物
語
評
釈

別
巻一

源
氏
物
語
研
究』
所
収、
角
川
搭
店、
昭
41
.
3
↓
初
出
は

『
国
語
国
文』
22
巻
1
号、
昭
28
.
1)
ら
に
よ
っ
て、
物
語
的
な
構
成

を
も
つ
屏
風
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
こ
の
屏
風
に

詠
ま
れ
た
贈
答
歌
に
つ
い
て、
片
桐
氏
（
↓
注
6)
は、
「一
夫
多
要
制

の
も
と
で
の
女
の
答
歌
の
拒
否
パ
タ
ー
ン、
つ
ま
り、
恋
の
贈
答
に
お

け
る
女
歌
の
典
型
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た」
も
の
だ
と

指
摘
さ
れ、
山
下
道
代
氏
（『
王
朝
歌
人

伊
勢』
筑
摩
苔
房、
平
2
.

10)
も
「
恋
の
場
に
お
け
る
返
歌
の
詠
み
よ
う
の
お
手
本、
と
い
う
意

味
を
持
つ
屏
風
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い」
と
い
う
よ
う
に、
恋
歌
の

贈
答
の
類
型
パ
タ
ー
ン
を
指
し
示
す
が
ご
と
く
作
ら
れ
て
い
る
と
推
察

ニ
八



定
家
本
『
伊
勢
集』
の
一
性
格
ー
ー＇
詞
帯
「
あ
る
と
こ
ろ
に」

を
め
ぐ
っ
て
—
|＇

さ
れ
る。

(
15)

恋
歌
の
贈
答
に
お
け
る
女
歌
の
問
題
は、
先
学
に
よ
っ
て
多
く
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
が、
例
え
ば、
鈴
木
日
出
男
氏
（『
古
代
和
歌
史
論』

東
京
大
学
出
版
会、
平
2
.
10)
は、
「
男
が
相
手
の
女
に
恋
翡
し
か
け

る
の
に
対
し
て、
そ
れ
を
受
け
る
女
が
何
ら
か
の
形
で
切
り
返
し
て
応

ず
る
と
い
う
の
は、
男
女
の
贈
答
本
来
の
作
法
で
あ
っ
た」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る。

(
16)

例
え
ば、
『
伊
勢
物
語』
二
四
段
に
は、
男
が
三
年
ぶ
り
に
女
の
も
と
へ

帰
っ
て
来
て、
戸
を
開
け
て
く
れ
と
懇
願
す
る
も、
女
は
拒
絶
す
る
と

い
う
話
が
あ
っ
た
り、
『
蜻
蛉
日
記』
天
暦
九
年
の
記
述
に
は、
兼
家
が

暁
方
道
綱
母
の
も
と
へ
や
っ
て
来
て
門
（
戸）
を
叩
く
が、
開
け
て
は

も
ら
え
ず
に
帰
る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
り
す
る。

(
17)
山
口
博
『
王
朝
歌
埴
の
研
究
ー
宇
多
醍
醐
朱
雀
朝
ー』
（
桜
楓
社、
昭

48
.
11)。
な
お、
残
り
の
②
③
の
「
あ
る
と
こ
ろ
に」
に
つ
い
て
は
言

及
が
な
さ
れ
て
い
な
い。

(
18)
片
桐
洋一
『
迂
ば
年
心
後
撰
和
歌
集』
（
岩
波
困
店、
平
2
.
4)

(
19)

後
藤
祥
子
『
翡
暉
紐
元
輔
集
注
釈
第
二
版』
（
良
重
本
刊
行
会、
平
12
.

2)

(
20)
『
角
川
占
語
大
辞
典
C
D
,
R
O
M
版』
（
角
川
学
芸
出
版、
平
14
.
2)

(
21)

例
え
ば、
『
和
泉
式
部
集』
七
三
二
番
歌
に
そ
の一
例
が
あ
る。

ま
た、
あ
る
や
う
あ
る
人
に
倖
な
と
て

心
ね
の
ほ
ど
を
み
す
る
ぞ
あ
や
め
れ
く
さ
の
ゆ
か
り
に
ひ
き
か
け

ね
共

こ
の
用
例
は、
『
和
泉
式
部
集
全
釈
正
集
篇』
（
笠
間
苫
院、
平
24
.
7)

の
解
説
に
よ
れ
ば、

和
泉
の
近
親
に
は
「
奉
る」
と
ま
で
寺口
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身

分
の
人
は
ゐ
な
い
の
で、
あ
る
い
は、
小
式
部
の
縁
で、
藤
原
教

二
九

通
か
実
成
に
で
も
贈
っ
た
の
で
あ
ら
う
か。

と
あ
る
よ
う
に、
例
外
的
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

(
22)

平
田
喜
信•
徳
植
俊
之
『
畔
四
聾匹
道
侶
集
注
釈』
（
貝
重
本
刊
行
会、
平

13
.
5)
 

(
23)

増
田
繁
夫
『畔
虹
暉碑
能
宣
集
注
釈』
（
貨
重
本
刊
行
会、
平
7
.
10)

(
24)

本
文
中
の
表
は、
上
段
に
定
家
本
『
伊
勢
集』
の
本
文
を、
中
段
に
西

本
願
寺
本
『
伊
勢
集』
の
本
文
を、
下
段
に
「
備
考」
と
し
て
他
出
等

を
掲
げ
た。

(
25)
『
古
今
和
歌
六
帖』
ニ
ニ
七
0
番
歌
で
は、
こ
の
歌
の
作
者
名
を
「
い

せ」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら、
『
貰
之
集
全
釈』
（
田
中
喜
美
春・

田
中
恭
子
『
虹
虹
翡
貫
之
集
全
釈』、
風
問
苔
房、
平
9
.
1)
で
は

「
い
ず
れ
か
ら
い
ず
れ
に
混
じ
た
か
決
定
的
な
こ
と
は
判
明
し
な
い
が、

古
今
六
帖
の
時
に
は
す
で
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る」
と
補

説
さ
れ
て
い
る。

(
26)
新
田
孝
子
『
大
和
物
語
の
婚
姻
と
第
宅』
（
風
問
井
房、
平
10
.
9)

(
27)
定
家
本
で
は
「
や
を
と
め
の」
の
歌
と
「
み
そ
め
ず
は」
の
歌
と
の
間

に、
「
ち
と
せ
と
も」
と
い
う
歌
が
あ
る。
こ
の
歌
は
『
拾
遺
集』
に
伊

勢
の
歌
と
し
て
採
歌
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が、
西
本
願
寺
本
に
は
な
く、

群
廿
類
従
本
は
巻
末
の
増
補
歌
群
の
中
に
位
開
す
る
こ
と
か
ら、
島
田

良
二
氏
（
↓
注
ー）
は
『
拾
迫
集』
か
ら
の
増
補
で
あ
る
と
説
か
れ
た。

定
家
本
が
な
ぜ
こ
の
位
骰
に
こ
の
歌
を
挿
入
し
た
の
か、
現
段
階
で
は

不
明
と
し
か―
-
I

わ
ざ
る
を
得
な
い。

(
28)

平
野
由
紀
子
『
蝕

翡呼
屈明
集
注
釈』
（
貝
頂
本
刊
行
会、
平
15
.
5)

※
定
家
本
『
伊
勢
集』
の
本
文
は
『
い
研
如
紐
m．
平
安
諸
家
集』
（
八
木
苗
店、

昭
47
.
5)
を
用
い、
適
宜、
読
点・
濁
点
を
施
し
た。
そ
の
他
の
和
歌
の

引
用
は、
特
に
注
を
施
さ
な
い
限
り、
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
C
D'

R
O
M
版』
か
ら
（
但
し、
適
宜、
読
点、
濁
点
を
施
し
た）、
そ
れ
以
外
は



（
か
と
う

ゆ
う
い
ち
•

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学）

（
付
記）

本
稿
は
平
成
二
十
五
年
度
和
歌
文
学
会
第
一
ー

三
回
十
二
月
関
西
例

会
（
於
大
阪
府
立
大
学）

で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る。

席
上

及
び
発
表
後、

ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま

す。

『
新
編
国
歌
大
観
C
D‘
R
O
M
版
』

に
拠
る。

1
0
 


