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歌
語
「
や
へ
む
ぐ
ら
」
考

─
『
古
今
和
歌
六
帖
』
本
文
瞥
見
─

南
里
　
一
郎

一
　
桐
壺
巻
の
引
歌

　
﹁
や
へ
む
ぐ
ら
﹂︵
八
重
葎
︶
と
は
︑
生
い
茂
る
蔓
草
な
ど
の
雑
草
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
﹃
源
氏
物
語
﹄
桐
壺
に
次
の
一
節
が
あ
る
︒
帝
に
遣
わ
さ
れ
た
靫
負
命
婦
が
亡
き
更
衣
の
母
君
の
邸
を
訪
れ
る
場
面
で
︑
手
入
れ
の
行
き
届
か

な
く
な
っ
た
庭
の
様
子
が
描
写
さ
れ
る
︒

闇
に
く
れ
て
臥
し
し
づ
み
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
︑
草
も
高
く
な
り
︑
野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る
心
地
し
て
︑
月
影
ば
か
り
ぞ
︑
八
重
葎
に
も
さ

は
ら
ず
さ
し
入
り
た
る
︒

例
え
ば
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
第
一
冊
︑
27
頁
︶
で
は
︑
右
の
﹁
八
重
葎
﹂
の
箇
所
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
附
註
す
る
︒

引
歌
の
指
摘
と
﹁
八
重
葎
﹂
の
含
意
の
説
明
で
あ
る
︒

﹁
と
ふ
人
も
な
き
宿
な
れ
ど
く
る
春
は
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ざ
り
け
り
﹂︵
古
今
六
帖
・
二
︶︒﹁
八
重
葎
﹂
は
﹁
蓬
生
﹂
と
と
も
に
︑
荒
廃

し
た
邸
の
象
徴
︒
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﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
二
帖
に
あ
る
歌
と
い
う
こ
と
な
の
で
新
編
国
歌
大
観
で
確
認
す
る
と
︑
次
の
よ
う
な
本
文
で
出
て
い
る（

（
（

︒

問
ふ
人
も
な
き
や
ど
な
れ
ど
く
る
秋
は
や
へ
む
ぐ
ら
に
も
さ
は
ら
ざ
り
け
り　
︵
や
ど
・
一
三
〇
六
︶

右
の
よ
う
に
︑
第
三
句
を
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
す
る
︒﹁
春
﹂
と
﹁
秋
﹂
と
で
季
節
が
正
反
対
に
な
っ
て
お
り
︑
小
さ
く
な
い
異
同
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
︑
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
右
の
一
節
に
は
﹁
野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る
心
地
﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
の
箇
所
の
引
歌
と
し
て

は
﹁
秋
﹂
の
ほ
う
が
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

二
　『
貫
之
集
』
二
〇
七
番
歌
「
く
る
春
は
」

　

こ
れ
は
︑
註
釈
が
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
第
三
句
を
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
す
る
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
文
の
ほ
う
が
﹁
誤
り
﹂
で
あ
る
︒﹁
誤

り
﹂
と
保
留
を
つ
け
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
異
同
の
意
味
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
︑
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

　

ま
ず
は
︑
八
重
葎
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒
こ
の
歌
は
︑
も
と
も
と
は
﹃
貫
之
集
﹄
巻
二
に
あ
る
歌
で
︑﹁
三
条
右
大

臣
屛
風
の
う
た
﹂
と
あ
る
う
ち
の
一
首
で
あ
る
︒
次
の
よ
う
に
第
三
句
を
﹁
く
る
春
は
﹂
と
す
る
︒

と
ふ
人
も
な
き
や
ど
な
れ
ど
く
る
春
は
や
へ
む
ぐ
ら
に
も
さ
は
ら
ざ
り
け
り　
︵
貫
之
集
・
二
〇
七
︶

貫
之
は
こ
れ
を
﹃
新
撰
和
歌
﹄
に
と
っ
て
い
て
︑
そ
こ
で
も
第
三
句
は
﹁
く
る
春
は
﹂
で
あ
る
︒
春
歌
・
秋
歌
が
交
互
に
配
置
さ
れ
る
箇
所
で
あ

り
︑
こ
こ
は
﹁
春
﹂
で
な
け
れ
ば
都
合
が
悪
い
︒

　

実
際
は
︑
右
の
よ
う
に
出
典
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
︑
本
来
の
本
文
は
﹁
く
る
春
は
﹂
で
あ
る
︒
当
該
歌
は
八
重
葎
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は

古
い
方
で
︑
秀
歌
撰
類
に
よ
く
と
ら
れ
る
な
ど
後
世
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
み
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
勅
撰
集
へ
の
入
集
は
﹃
新
勅
撰
集
﹄︵
春

上
・
七
︶
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　

先
に
引
い
た
註
釈
は
︑
お
そ
ら
く
本
来
の
本
文
﹁
く
る
春
は
﹂
で
引
用
し
た
と
み
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
場
合
︑
出
典
を
﹁
古
今
六
帖
・

二
﹂
と
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
貫
之
集
・
二
﹂
と
し
た
ほ
う
が
︑
あ
ら
ぬ
誤
解
も
避
け
ら
れ
︑
よ
り
穏
当
で
あ
っ
た
か
︒
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三
　『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
三
〇
六
番
歌
「
く
る
秋
は
」

　
﹃
古
今
六
帖
﹄
第
二
帖
一
三
〇
六
の
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
い
う
本
文
に
つ
い
て
︑
い
ま
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
︒

　

新
編
国
歌
大
観
に
お
い
て
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
底
本
に
採
用
さ
れ
た
の
は
︑
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
旧
蔵
本
で
あ
る
︒
解
題
に
よ
る
と
︑
書
写
奥

書
は
な
い
が
︑
桂
宮
智
仁
親
王
︵
一
五
七
九
～
一
六
二
五
︶
と
他
二
筆
に
よ
る
江
戸
極
初
期
写
の
善
本
で
︑
こ
れ
と
近
い
関
係
に
あ
る
と
み
ら
れ

る
永
青
文
庫
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
御
所
本
の
三
本
が
︑
禁
裏
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
古
写
本
の
お
も
か
げ
を
残
す
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
︒

　

近
世
の
写
本
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
が
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
有
力
伝
本
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
本
稿

で
は
︑
右
の
三
本
を
﹁
桂
宮
本
﹂﹁
永
青
文
庫
本
﹂﹁
御
所
本
﹂︑
あ
る
い
は
桂
宮
本
以
下
三
本
な
ど
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
︒

　

さ
て
︑
当
該
の
一
三
〇
六
番
歌
は
︑
こ
の
三
本
で
共
通
し
て
﹁
く
る
秋
は
﹂
で
あ
る
︒
題
を
﹁
や
ど
﹂
と
す
る
十
四
首
︵
一
三
〇
五
～
一
三
一

八
︶
の
第
二
首
に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
前
後
の
歌
を
確
認
し
て
お
く
︒

あ
れ
に
け
る
あ
は
れ
い
く
よ
の
宿
な
れ
や
す
み
け
ん
人
の
お
と
づ
れ
も
せ
ぬ　
︵
一
三
〇
五
︶

問
ふ
人
も
な
き
や
ど
な
れ
ど
く
る
秋
は
や
へ
む
ぐ
ら
に
も
さ
は
ら
ざ
り
け
り　
︵
一
三
〇
六
︶

や
へ
む
ぐ
ら
お
ひ
こ
し
や
ど
に
か
ら
衣
た
が
た
め
に
と
か
う
つ
声
の
す
る　
　
︵
一
三
〇
七
︶

よ
と
と
も
に
と
り
の
あ
み
は
る
宿
な
れ
ば
み
え
か
か
ら
ん
と
く
る
人
も
な
し　
︵
一
三
〇
八
︶

こ
の
並
び
な
ら
ば
︑﹁
く
る
秋
は
﹂
が
た
と
え
誤
り
で
も
違
和
感
は
な
い
︒
続
く
一
三
〇
七
番
も
﹁
衣
う
つ
﹂
秋
歌
で
あ
る
︒
題
は
あ
く
ま
で
も

﹁
や
ど
﹂
で
︑
八
重
葎
を
詠
む
秋
歌
を
二
首
並
べ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
︒

　

で
は
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
に
お
い
て
︑
当
該
歌
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
よ
う
︒
前
述
し
た
桂
宮
本
以
下
の
写
本
以
外
で
参

看
す
べ
き
伝
本
と
し
て
は
︑
新
編
国
歌
大
観
で
も
使
用
さ
れ
た
内
閣
文
庫
蔵
の
二
本
と
神
宮
文
庫
蔵
の
二
本
が
あ
る
︒
他
に
︑
版
本
系
の
二
本
を

参
照
す
る
︒
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

﹇
写
本
﹈　 

◦
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
旧
蔵
本　

◦
永
青
文
庫
蔵
本　

◦
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
御
所
本
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◦
内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
旧
蔵
本　

◦
内
閣
文
庫
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本

◦
神
宮
文
庫
蔵
宮
崎
文
庫
本　

◦
神
宮
文
庫
蔵
林
崎
文
庫
本

﹇
版
本
﹈ 

◦
寛
文
九
年
刊
本　

◦
古
今
和
歌
六
帖
標
注

　

右
の
内
閣
文
庫
蔵
本
以
下
六
本
い
ず
れ
も
︑
第
三
句
を
﹁
く
る
春
は
﹂
と
し
︑
本
来
あ
る
べ
き
﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
と
同
じ
本
文
で
あ
る
︒
版

本
系
の
二
本
は
全
体
的
に
出
典
を
参
照
し
︑
合
理
的
な
本
文
に
整
え
た
様
子
が
顕
著
で
あ
る
た
め
当
然
と
し
て
も
︑
ほ
か
写
本
の
四
本
も
﹁
く
る

春
は
﹂
と
す
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
う
し
た
﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
に
お
け
る
異
同
は
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
︒
桂
宮
本
・
永
青
文
庫
本
・
御
所
本
と
い
う
比
較
的
古
い
写

本
で
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
あ
る
の
は
︑
出
典
で
あ
る
﹃
貫
之
集
﹄
を
参
照
す
る
と
誤
っ
た
形
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
を
単
に
﹁
誤
り
﹂
と
し
て
片
付

け
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

四
　『
恵
慶
集
』
一
〇
九
番
歌
「
秋
は
き
に
け
り
」

　

八
重
葎
を
詠
ん
だ
歌
の
う
ち
︑
も
っ
と
も
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
は
︑
次
の
恵
慶
法
師
の
歌
で
あ
ろ
う
︒

　
　

あ
れ
た
る
や
ど

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
や
ど
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
み
え
ね
あ
き
は
き
に
け
り　
︵
恵
慶
集
・
一
〇
九
︶

﹁
九
月
五
日
︑
あ
る
と
こ
ろ
の
も
み
ぢ
あ
は
せ
す
る
に
︑
人
人
よ
み
侍
り
︑
そ
の
題
に
︑
た
び
の
か
り
︑
よ
る
の
あ
ら
し
︑
あ
れ
た
る
や
ど
︑
く

さ
む
ら
の
む
し
︑
ふ
か
き
あ
き
﹂
と
あ
る
歌
群
の
一
首
で
あ
る
︒
貫
之
の
﹁
八
重
葎
﹂
詠
を
踏
ま
え
つ
つ（

（
（

︑
季
節
を
秋
に
転
換
し
て
宿
の
さ
び

し
さ
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
新
た
な
趣
向
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑﹃
拾
遺
抄
﹄
秋
︵
八
九
︶︑﹃
拾
遺
集
﹄
秋
︵
一
四
〇
︶
に
と
ら
れ
る

と
︑
詞
書
で
河
原
院
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
︒
源
融
の
旧
宅
で
あ
る
河
原
院
の
荒
廃
と
︑
そ
れ
を
象
徴
す
る
秋
の
八
重
葎
の
さ
び

し
げ
な
風
情
が
好
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑
こ
れ
以
降
︑
絶
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
︒

　

試
み
に
︑
新
編
国
歌
大
観
に
よ
っ
て
︑
貫
之
と
恵
慶
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
八
重
葎
﹂
詠
の
重
出
を
み
て
み
よ
う
︒
異
同
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
も
併
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せ
て
示
す
︒

﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
︙ 

新
撰
和
歌
︑
古
今
六
帖
︵
三
句
﹁
く
る
秋
は
﹂︶︑
三
十
人
撰
︑
深
窓
秘
抄
︑
三
十
六
人
撰
︑
新
勅
撰
集
︑
奥
入
・

紫
明
抄
・
河
海
抄
︵
源
氏
物
語
古
注
釈
書
引
用
和
歌
︶

﹃
恵
慶
集
﹄
一
〇
九
︙ 

拾
遺
抄
︑
拾
遺
集
︑
後
十
五
番
歌
合
︑
玄
玄
集
︑
相
撲
立
詩
歌
合
︑
後
六
々
撰
︑
定
家
八
代
抄
︑
詠
歌
大
概
︑
近

代
秀
歌
︑
八
代
集
秀
逸
︑
百
人
秀
歌
︑
百
人
一
首
︑
時
代
不
同
歌
合
︵
四
句
﹁
人
こ
そ
と
は
ね
﹂︶︑
釈
教
三
十
六

人
歌
合
︑
伊
勢
物
語
集
注
︵
伊
勢
物
語
古
注
釈
書
引
用
和
歌
︑
三
句
﹁
う
れ
た
き
に
﹂︶︑
源
氏
釈
・
奥
入
・
紫
明

抄
・
河
海
抄
︵
源
氏
物
語
古
注
釈
書
引
用
和
歌
︶

こ
の
よ
う
に
︑
貫
之
詠
は
第
三
句
を
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
す
る
﹃
古
今
六
帖
﹄
一
三
〇
六
も
含
め
て
七
回
の
重
出
が
あ
る
︒﹃
三
十
六
人
撰
﹄
以
降

は
﹃
新
勅
撰
集
﹄
ま
で
見
え
ず
︑
撰
者
で
あ
る
藤
原
定
家
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
か
の
感
が
あ
る（

（
（

︒
一
方
︑
恵
慶
詠
は
﹃
拾
遺
抄
﹄﹃
拾
遺
集
﹄

以
下
︑
十
六
回
の
重
出
を
数
え
る
︒﹃
定
家
八
代
抄
﹄
以
下
︑
定
家
に
好
ま
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
︑
こ
と
に
﹃
百
人
一
首
﹄
に
撰
ば
れ
た

こ
と
で
現
代
人
に
と
っ
て
も
な
じ
み
深
い
歌
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒

　

以
上
︑
ご
く
大
雑
把
な
把
握
で
は
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
両
者
の
後
世
へ
の
影
響
力
の
差
の
一
端
は
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
恵

慶
詠
自
体
が
貫
之
詠
の
影
響
下
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
︒
八
重
葎
で
さ
え
ぎ
ら
れ
て
人
は
来
な
い
が
季
節
だ
け
は
来
る
︑
そ
う
詠
ん
だ
貫
之
の
着

想
は
秀
逸
と
い
う
ほ
か
な
く
︑
こ
の
着
想
が
恵
慶
に
よ
っ
て
秋
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
で
︑
新
た
な
情
趣
と
し
て
増
幅
さ
れ
た
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
︒

五
　「
八
重
葎
」
詠
の
季
節

　

そ
も
そ
も
八
重
葎
は
生
い
茂
る
雑
草
の
こ
と
な
の
で
︑
季
節
詠
に
す
る
な
ら
ば
春
や
夏
の
も
の
と
し
て
詠
む
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
く
る
春
は
﹂
と
し
た
﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
の
ほ
か
に
も
︑
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒

や
へ
む
ぐ
ら
心
の
内
に
ふ
か
け
れ
ば
花
見
に
ゆ
か
ん
い
で
た
ち
も
せ
ず　
︵
後
撰
集
・
春
下
・
貫
之
・
一
四
〇
︑
貫
之
集
・
八
六
五
︶

心
の
内
に
茂
る
八
重
葎
の
せ
い
で
花
見
に
出
て
行
く
こ
と
も
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
実
際
の
雑
草
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
が
︑
人
の
出
入
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り
を
さ
え
ぎ
る
も
の
と
し
て
見
る
と
﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
︒

　

次
の
二
首
は
夏
歌
で
あ
る
︒
前
者
は
﹁
山
吹
の
花
﹂
と
︑
後
者
は
﹁
朧
の
清
水
﹂
と
組
み
合
わ
せ
る
︒

五
月
ば
か
り
︑
草
の
し
げ
き
な
か
に
︑
山
ぶ
き
の
さ
き
た
り
し
を

わ
が
や
ど
は
や
へ
む
ぐ
ら
か
と
み
し
ほ
ど
に
や
へ
山
ぶ
き
の
花
ぞ
に
ほ
へ
る　
︵
赤
染
衛
門
集
・
三
三
四
︶

泉

八
重
む
ぐ
ら
し
げ
み
が
下
に
む
す
ぶ
て
ふ
お
ぼ
ろ
の
清
水
夏
も
し
ら
れ
ず　
︵
堀
河
百
首
・
夏
十
五
首
・
匡
房
・
五
三
〇
︶

　

ま
た
︑
夏
ま
で
に
生
い
茂
っ
た
雑
草
が
秋
に
残
っ
て
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
の
で
︑
秋
歌
で
詠
む
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
次
の
例
で
あ
る
︒

牆
根
槿

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
る
か
き
ね
に
わ
り
な
く
も
さ
き
か
か
り
た
る
あ
さ
が
ほ
の
花　
︵
為
忠
家
初
度
百
首
・
秋
・
三
九
一
︶

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
や
ど
は
よ
も
す
が
ら
む
し
の
ね
き
く
ぞ
と
り
ど
こ
ろ
な
る　
︵
詞
花
集
・
秋
・
永
源
法
師
・
一
一
九
︶

右
に
挙
げ
た
例
は
︑
貫
之
詠
を
除
く
と
︑
い
ず
れ
も
人
の
往
き
来
を
妨
げ
る
も
の
と
い
う
含
意
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

こ
こ
は
い
ま
少
し
︑﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
の
着
想
を
踏
ま
え
た
歌
を
探
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
影
響
下
で
詠
ま
れ
︑
八
重
葎
を
人
の

来
訪
を
阻
む
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
た
例
に
次
の
歌
が
あ
る
︒

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
き
や
ど
に
は
夏
虫
の
声
よ
り
外
に
問
ふ
人
も
な
し　
︵
後
撰
集
・
夏
・
一
九
四
︶

こ
の
例
は
﹁
夏
﹂
自
体
で
は
な
く
﹁
夏
虫
の
声
﹂
が
届
く
と
い
う
の
で
あ
る
が
︑
季
節
を
背
景
と
し
た
用
語
な
の
で
︑﹁
人
は
来
な
い
が
季
節
は

来
る
﹂
と
い
う
表
現
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
︑
右
の
歌
に
﹃
古
今
集
﹄
秋
上
﹁
ひ
ぐ
ら
し
の
な
く

山
里
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し
﹂︵
二
〇
五
︶
の
影
響
が
大
き
い
と
附
註
す
る
︒
第
四
句
か
ら
結
句
の
﹁
︙
︙
よ
り
ほ
か
に

と
ふ
人
も
な
し
﹂
が
同
じ
で
︑
確
か
に
影
響
歌
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
八
重
葎
﹂
詠
と
し
て
見
る
と
︑﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
を
踏
ま
え
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　

こ
の
後
は
︑
類
想
が
認
め
ら
れ
る
歌
と
し
て
︑
先
に
引
い
た
恵
慶
﹁
八
重
葎
﹂
詠
が
現
れ
る
︒
再
度
引
い
て
確
認
す
る
︒
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や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
や
ど
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
み
え
ね
あ
き
は
き
に
け
り　
︵
恵
慶
集
・
一
〇
九
︶

右
の
﹃
後
撰
集
﹄
一
九
四
﹁
や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
き
や
ど
に
は
﹂
と
︑
初
句
・
第
二
句
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
こ
の
詠
み
出
し
を
使
い
つ
つ
︑﹃
貫

之
集
﹄
二
〇
七
の
着
想
を
踏
ま
え
て
秋
に
転
換
し
た
︒
恵
慶
詠
は
そ
う
し
た
成
り
立
ち
の
歌
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

六
　
恵
慶
詠
の
影
響

　

こ
の
恵
慶
詠
以
降
︑
人
の
訪
れ
の
な
い
こ
と
を
い
う
と
き
の
﹁
八
重
葎
﹂
は
︑﹁
秋
﹂
と
と
も
に
詠
む
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
千
載

集
﹄
か
ら
﹃
新
古
今
集
﹄
の
時
代
に
か
け
て
例
が
散
見
す
る
︒

や
へ
む
ぐ
ら
さ
し
こ
も
り
に
し
よ
も
ぎ
ふ
に
い
か
で
か
秋
の
わ
け
て
き
つ
ら
ん　
︵
千
載
集
・
秋
上
・
俊
成
・
二
二
九
︶

葎
の
生
い
茂
る
蓬
生
の
宿
に
は
人
の
訪
れ
は
な
く
︑
そ
れ
で
も
秋
は
訪
れ
る
︒
貫
之
﹁
八
重
葎
﹂
詠
に
始
ま
る
着
想
が
底
流
に
あ
り
︑
よ
り
直
接

的
に
は
秋
を
詠
ん
だ
恵
慶
﹁
八
重
葎
﹂
詠
を
承
け
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑﹃
久
安
百
首
﹄
が
初
出
の
こ
の
歌
は
︑﹃
長
秋
詠
藻
﹄
秋
歌
二
十
首
に
見

え
︑﹃
定
家
八
代
抄
﹄
も
と
る
︒
恵
慶
詠
と
相
俟
っ
て
︑
同
時
代
の
歌
人
た
ち
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　

右
の
俊
成
詠
の
ほ
か
に
も
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒﹃
新
古
今
集
﹄
撰
者
ら
の
家
集
か
ら
挙
げ
る
︒

夏
草

尋
ね
く
る
人
な
き
宿
の
八
重
む
ぐ
ら
秋
よ
り
さ
き
も
さ
び
し
か
り
け
り　
︵
寂
蓮
集
・
夏
・
二
一（

（
（

︶

初
秋
と
い
ふ
事
を

秋
は
き
ぬ
人
も
と
へ
か
し
八
重
葎
草
の
戸
ざ
し
は
あ
だ
な
ら
ね
ど
も　
︵
壬
二
集
・
秋
・
二
三
一
九
︶

︿
承
元
三
年
八
月
十
五
夜
家
会
に
﹀
閑
庭
月

さ
て
も
な
ほ
人
こ
そ
と
は
ね
や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
ま
ま
の
庭
の
月
か
げ　
︵
明
日
香
井
和
歌
集
・
一
三
五
五
︶

右
の
﹃
寂
蓮
集
﹄
二
一
は
夏
歌
で
あ
る
が
︑﹁
人
の
来
な
い
宿
は
秋
に
な
る
前
で
も
さ
び
し
か
っ
た
よ
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
れ
も
秋
が
さ
び
し

い
と
い
う
恵
慶
詠
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
八
重
葎
を
詠
む
歌
は
春
・
夏
・
秋
の
い
ず
れ
の
例
も
あ
っ
た
が
︑
恵
慶
﹁
八
重
葎
﹂
詠
に
よ
っ
て
︑
人
の

訪
れ
な
い
さ
び
し
さ
を
﹁
秋
﹂
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
む
と
い
う
類
型
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

七
　
ふ
た
た
び
『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
三
〇
六
番
歌
「
く
る
秋
は
」

　

ひ
る
が
え
っ
て
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
一
三
〇
六
番
歌
の
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
い
う
本
文
は
︑
こ
の
恵
慶
詠
に
始
ま
る
季
節
感
に
よ
っ
て
出
来
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
つ
ま
り
︑
人
の
訪
れ
を
妨
げ
る
八
重
葎
を
詠
む
と
き
は
﹁
秋
﹂
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
ま
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の

﹁
く
る
春
は
﹂
と
い
う
本
文
を
過
剰
に
修
正
し
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
そ
れ
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
写
本
三
種
に
保
存
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　

で
は
︑
こ
の
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
い
う
本
文
は
い
つ
の
時
点
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒

　

ま
ず
︑
十
世
紀
後
半
の
﹃
古
今
六
帖
﹄
成
立
時
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
恵
慶
﹁
八
重
葎
﹂
詠
が
出
た
こ
ろ
と
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
時
期
で
あ

る
︒﹃
古
今
六
帖
﹄
の
編
纂
者
周
辺
で
︑
す
で
に
恵
慶
詠
が
好
感
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る
と
︑
貫
之
﹁
八
重
葎
﹂
詠
を
あ

え
て
秋
に
変
更
し
て
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
︒
た
だ
︑
そ
の
恵
慶
詠
自
体
が
﹃
古
今
六
帖
﹄
に
と
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
歌
が
世
に

出
て
い
た
か
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い（

（
（

︒
恵
慶
詠
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
︑
秋
に
変
更
す
る
理
由
も
な
い
︒﹃
貫
之
集
﹄
や
﹃
新
撰
和
歌
﹄

を
参
照
し
て
と
っ
た
の
な
ら
ば
︑
さ
す
が
に
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
い
う
本
文
に
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒

　

次
に
あ
り
う
る
契
機
は
﹃
拾
遺
抄
﹄﹃
拾
遺
集
﹄
の
撰
集
で
あ
る
︒
一
条
朝
の
こ
ろ
︑
こ
れ
ら
に
と
ら
れ
た
恵
慶
詠
の
評
価
と
影
響
力
は
い
や

ま
し
に
向
上
し
た
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
時
期
に
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
成
立
す
る
︒
先
に
引
い
た
桐
壺
巻
の
場
面
に
つ
い
て
︑﹃
源
氏
釈
﹄

や
﹃
奥
入
﹄
以
下
が
恵
慶
詠
を
引
歌
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
︑
紫
式
部
の
脳
裏
に
恵
慶
詠
が
あ
っ
た
こ
と
を
跡
づ
け
て
い
る
︒
人
の
訪
れ

を
さ
え
ぎ
る
八
重
葎
を
﹁
秋
﹂
と
と
も
に
詠
む
こ
と
が
定
着
し
て
く
る
と
︑
こ
の
時
期
の
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
写
本
が
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
い
う
本
文

を
持
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
︒

　

さ
ら
に
下
っ
て
︑
俊
成
・
定
家
が
出
現
す
る
︒
恵
慶
詠
が
定
家
に
よ
る
秀
歌
撰
に
よ
く
と
ら
れ
︑﹃
千
載
集
﹄
か
ら
﹃
新
古
今
集
﹄
の
時
代
に

か
け
て
こ
れ
を
踏
ま
え
た
歌
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
に
よ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
評
価
と
と
も
に
︑
周
囲
へ
の
流
布
と
そ
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の
表
現
世
界
の
浸
透
も
進
む
︒
紫
式
部
の
歌
が
﹃
千
載
集
﹄﹃
新
古
今
集
﹄﹃
新
勅
撰
集
﹄
に
合
計
二
十
八
首
と
ま
と
ま
っ
た
数
で
と
ら
れ
る
の

は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
作
者
と
し
て
の
評
価
の
高
ま
り
を
示
し
て
い
よ
う
︒
そ
の
桐
壺
巻
の
か
も
す
秋
の
情
趣
と
相
俟
っ
て
︑
引
歌
の
恵
慶
詠
も
ま

す
ま
す
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
い
う
と
︑
現
存
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
共
通
祖
本
と
し
て
想
定
さ
れ
る
定
家
本
が
存
在
し
た
ら
し

い
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒
こ
の
定
家
本
の
出
来
時
︑﹁
く
る
秋
は
﹂
に
変
更
さ
れ
た
と
い
う
の
は
あ
り
う
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
上
︑
縷
々
述
べ
て
き
た
が
︑﹁
く
る
秋
は
﹂
と
い
う
異
同
の
存
在
も
︑
恵
慶
﹁
八
重
葎
﹂
詠
と
い
う
強
烈
な
影
響
力
を
持
つ
歌
の
出
現
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
る
と
︑
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
︒

　

と
も
か
く
も
前
述
の
写
本
三
種
の
ほ
か
の
諸
本
に
つ
い
て
は
︑﹃
貫
之
集
﹄
と
同
じ
﹁
く
る
春
は
﹂
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
親
本
が
本
来

の
﹁
く
る
春
は
﹂
を
保
持
し
え
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
﹁
く
る
秋
は
﹂
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
改
め
て
出
典
を
確
認
し
﹁
く
る
春
は
﹂
に
訂
し
た

か
し
て
︑
も
と
の
﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
と
同
じ
本
文
を
持
ち
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

八
　『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
三
一
三
番
歌
「
松
虫
の
」

　
﹃
古
今
六
帖
﹄
所
収
の
﹁
八
重
葎
﹂
詠
に
は
︑
こ
の
ほ
か
に
も
出
典
と
み
ら
れ
る
歌
の
季
節
を
変
え
た
例
が
あ
る
︒
先
に
引
い
た
﹃
後
撰
集
﹄

一
九
四
の
異
伝
で
あ
る
︒
並
べ
て
見
て
み
よ
う
︒

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
き
や
ど
に
は
夏
虫
の
声
よ
り
外
に
問
ふ
人
も
な
し　
︵
後
撰
集
・
夏
・
一
九
四
︶

や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
る
や
ど
に
は
ま
つ
虫
の
声
よ
り
ほ
か
に
問
ふ
人
も
な
し　
︵
古
今
六
帖
・
第
二
帖
・
や
ど
・
一
三
一
三
︶

﹃
後
撰
集
﹄
の
﹁
夏
虫
﹂
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
で
﹁
松
虫
﹂
に
な
っ
て
お
り
︑
季
節
が
夏
か
ら
秋
に
変
更
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
歌
も
︑
前
節
ま
で

述
べ
て
き
た
﹁
く
る
秋
は
﹂
と
す
る
貫
之
﹁
八
重
葎
﹂
詠
︵
一
三
〇
六
︶
と
同
じ
く
︑﹁
や
ど
﹂
題
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
こ
と
は
重
視
す
べ
き

で
あ
ろ
う
︒
季
節
と
は
関
係
な
く
︑﹁
や
ど
﹂
の
歌
と
し
て
成
立
す
る
︒
こ
れ
も
︑
恵
慶
詠
の
影
響
下
に
あ
っ
て
︑
過
剰
に
修
正
さ
れ
た
例
で
あ

り
︑
前
節
で
想
定
し
た
い
ず
れ
か
の
時
期
︑
こ
と
に
﹁
八
重
葎
﹂
を
﹁
秋
﹂
と
と
も
に
詠
む
の
が
定
着
し
た
後
に
﹁
松
虫
﹂
に
変
更
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
変
更
に
よ
っ
て
︑﹁
松
虫
﹂
に
﹁︵
来
ぬ
人
を
︶
待
つ
﹂
を
掛
け
る
と
い
う
趣
向
が
加
わ
る
こ
と
も
︑
歌
句
の
変
更
の
後
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押
し
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

　

な
お
︑
こ
の
歌
は
﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
で
異
同
は
な
く
︑
す
べ
て
に
お
い
て
﹁
松
虫
﹂
で
あ
る
︒
版
本
で
も
原
典
の
姿
に
戻
し
て
い
な
い
と
こ

ろ
を
見
る
と
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
と
し
て
は
こ
れ
で
よ
い
と
い
う
判
断
な
の
か
︑
あ
る
い
は
単
な
る
校
合
の
漏
れ
な
の
か
︑
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
︒
ち
な
み
に
︑
古
今
和
歌
六
帖
標
注
で
は
﹁
後
夏
よ
み
人
し
ら
ず
﹂
と
い
う
集
付
が
な
さ
れ
て
お
り
︑﹁
松
虫
﹂
の
本
文
の
ま
ま
で
﹃
後
撰
集
﹄

所
収
歌
の
異
伝
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
︒﹁
松
虫
﹂
の
箇
所
に
異
文
註
記
も
な
い
︒

　

こ
の
歌
も
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
独
自
の
本
文
と
し
て
︑
貫
之
詠
一
三
〇
六
番
歌
と
と
も
に
︑
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

九
　「
く
る
秋
は
」
と
す
る
本
文
の
意
義
は

　

こ
こ
ま
で
︑﹁
く
る
春
は
﹂
を
﹁
く
る
秋
は
﹂︑﹁
夏
虫
の
﹂
を
﹁
松
虫
の
﹂
と
す
る
よ
う
に
︑﹁
八
重
葎
﹂
詠
の
季
節
を
変
更
す
る
例
を
見
て
き

た
︒
い
ず
れ
も
原
典
の
本
文
を
参
照
す
る
と
﹁
誤
り
﹂
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
中
に
あ
っ
て
は
︑
と
く
に
着
目
す
べ
き
本
文

で
あ
る
︒

　

そ
こ
に
︑
類
題
和
歌
集
と
し
て
の
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
文
の
本
質
が
ほ
の
見
え
て
い
る
︒
勅
撰
集
で
さ
え
歌
の
配
置
に
合
う
よ
う
に
歌
句
を
変

え
て
と
る
こ
と
は
あ
る
こ
と
で
︑
類
題
和
歌
集
な
ら
ば
な
お
さ
ら
︑
当
該
の
題
と
矛
盾
が
な
け
れ
ば
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

　
﹃
古
今
六
帖
﹄
成
立
時
か
ら
出
典
と
異
な
る
本
文
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
か
ろ
う
︒
し
か
し
︑
定
家
本
の
成
立
時
に
出
た
本
文
で
あ
る

可
能
性
は
︑
恵
慶
﹁
八
重
葎
﹂
詠
の
影
響
力
を
考
え
た
時
に
︑
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒﹃
古
今
六
帖
﹄
の
原
初
形
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
も

あ
る
が
︑
定
家
本
の
出
来
を
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
第
二
次
成
立
と
見
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
原
典
と
異
な
る
本
文
で
あ
っ
て
も
︑﹃
古
今

六
帖
﹄
と
し
て
は
あ
り
う
る
本
文
と
見
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
類
題
和
歌
集
と
い
う
本
集
の
性
質
も
あ
り
︑
一
首
一
首
が
そ
れ
自
体
で
別
個
の
作
品
で
あ
る
の
で
︑
歌
句
の
変
更
に
つ
い
て

は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
想
定
さ
れ
う
る
︒
い
ま
は
﹃
古
今
六
帖
﹄
と
し
て
あ
る
べ
き
本
文
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
は
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い
か
に
も
困
難
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
︒
と
は
い
え
︑
本
稿
で
着
目
し
た
貫
之
と
恵
慶
の
﹁
八
重
葎
﹂
詠
に
よ
っ
て
︑﹃
古
今
六
帖
﹄

の
本
文
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
の
一
つ
は
示
し
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

十
　『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
本
文

　

結
局
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
文
の
理
解
の
た
め
に
は
︑
一
首
一
首
の
異
同
を
丹
念
に
検
討
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
以
下
︑
二
︑
三
の
例

に
つ
い
て
考
察
し
︑
結
び
と
す
る
︒

　

前
節
ま
で
に
見
た
貫
之
﹁
八
重
葎
﹂
詠
は
︑
桂
宮
本
・
永
青
文
庫
本
・
御
所
本
の
本
文
が
共
通
し
て
﹁
く
る
秋
は
﹂
で
あ
り
︑
対
し
て
他
本
が

﹁
く
る
春
は
﹂
と
す
る
例
で
あ
っ
た
︒
異
同
が
同
様
の
対
立
関
係
に
あ
る
例
は
他
に
も
あ
る
︒

お
ち
た
ぎ
つ
た
き
の
み
な
か
み
と
し
つ
も
り
お
い
に
け
ら
し
も
く
ろ
き
す
ぢ
な
し　
︵
第
三
帖
・
た
き
・
一
七
一
八
︶

桂
宮
本
以
下
三
本
は
傍
線
部
が
同
じ
で
あ
る
が
︑
他
本
は
﹁
お
い
に
け
ら
し
な0

﹂
と
す
る
︒
次
の
よ
う
に
︑﹃
忠
岑
集
﹄︵
書
陵
部
蔵
御
所
本
︿
五

〇
一
・
一
二
三
﹀︶
で
は
﹁
け
ら
し
も0

﹂
で
︑﹃
古
今
集
﹄
で
は
﹁
け
ら
し
な0

﹂
で
あ
る
︒
桂
宮
本
以
下
三
本
で
は
︑
お
そ
ら
く
こ
の
系
統
の
﹃
忠

岑
集（

（
（

﹄
か
ら
と
っ
た
﹃
古
今
六
帖
﹄
本
来
の
姿
が
保
持
さ
れ
て
お
り
︑
一
方
他
本
で
は
﹃
古
今
集
﹄
を
参
照
し
て
修
正
し
た
と
み
ら
れ
る
本
文
に

な
っ
て
い
る
︒

お
ち
た
ぎ
つ
た
き
の
み
な
か
み
と
し
つ
も
り
お
い
に
け
ら
し
も
く
ろ
き
す
ぢ
な
し　
︵
忠
岑
集
・
八
〇
︶

お
ち
た
ぎ
つ
た
き
の
み
な
か
み
と
し
つ
も
り
お
い
に
け
ら
し
な
く
ろ
き
す
ぢ
な
し　
︵
古
今
集
・
雑
上
・
九
二
八
︶

　

次
の
歌
は
︑
桂
宮
本
以
下
三
本
で
﹁
川
か
ぜ
さ
む
み0

﹂︑
他
本
で
﹁
川
か
ぜ
さ
む
し0

﹂
と
す
る
︒

み
や
こ
い
で
て
け
ふ
み
か
の
は
ら
い
づ
み
が
は
川
か
ぜ
さ
む
み
こ
ろ
も
か
せ
山　
︵
第
五
帖
・
ざ
ふ
の
こ
ろ
も
・
三
三
二
五
︶

都
い
で
て
今
日
み
か
の
原
い
づ
み
河
か
は
風
さ
む
し
衣
か
せ
山　
︵
古
今
集
・
羈
旅
・
四
〇
八
︶

右
の
よ
う
に
︑﹃
古
今
集
﹄
は
﹁
か
は
風
さ
む
し0

﹂
と
す
る
が
︑
そ
れ
は
流
布
本
の
本
文
で
あ
る
︒
比
較
的
古
い
伝
本
で
あ
る
元
永
本
と
筋
切
で

は
﹁
か
は
か
ぜ
さ
む
み0

﹂
と
し
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
桂
宮
本
以
下
三
本
と
一
致
す
る
︒
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次
の
例
も
同
様
で
あ
る
︒﹃
古
今
集
﹄
元
永
本
・
筋
切
は
﹃
古
今
六
帖
﹄
桂
宮
本
以
下
三
本
と
同
じ
く
﹁
わ
び
し
さ
﹂
と
す
る
︒
い
ず
れ
も
︑

桂
宮
本
な
ど
が
古
態
を
保
っ
た
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

や
ま
ざ
と
は
冬
ぞ
わ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
く
さ
も
か
れ
ぬ
と
お
も
へ
ば　
︵
第
六
帖
・
ふ
ゆ
・
三
五
七
〇
︑
他
本
﹁
さ
び
し
さ
﹂︶

山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば　
︵
古
今
集
・
冬
・
宗
于
・
三
一
五
︶

　

一
方
︑
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
︒
右
と
並
ん
で
著
名
な
歌
で
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
で
は
第
六
帖
で
二
箇
所
に
重
出
し
て
い
る
︒

ひ
さ
か
た
の
光
さ
や
け
き
は
る
の
日
に
し
づ
心
な
く
は
な
の
ち
る
ら
ん　
︵
第
六
帖
・
は
な
・
四
〇
三
三
︑
他
本
﹁
の
ど
け
き
﹂︶

ひ
さ
か
た
の
ひ
か
り
さ
や
け
き
は
る
の
日
に
し
づ
心
な
く
は
な
の
ち
る
ら
ん　
︵
第
六
帖
・
さ
く
ら
・
四
一
九
六
︑
諸
本
異
同
な
し
︶

こ
の
う
ち
︑
四
〇
三
三
で
は
︑
桂
宮
本
以
下
三
本
で
第
二
句
を
﹁
光
さ
や
け
き
﹂
と
す
る
が
︑
他
本
で
は
﹁
光
の
ど
け
き
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
︑
四

一
九
六
で
は
諸
本
で
異
同
は
な
く
﹁
光
さ
や
け
き
﹂
で
一
致
す
る
︒

　

一
方
︑
出
典
と
お
ぼ
し
き
﹃
古
今
集
﹄
で
は
︑
元
永
本
・
筋
切
も
含
め
て
次
の
﹁
光
の
ど
け
き
﹂
で
一
致
す
る
︒﹃
友
則
集
﹄
六
も
﹁
光
の
ど

け
き
﹂
で
あ
る
︒
我
々
に
と
っ
て
は
﹁
の
ど
け
き
﹂
の
ほ
う
が
な
じ
み
の
あ
る
本
文
で
あ
ろ
う
︒

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
集
・
春
上
・
友
則
・
八
四
︶

　

四
〇
三
三
で
︑
桂
宮
本
以
下
三
本
以
外
の
他
本
に
﹁
の
ど
け
き
﹂
と
あ
る
の
は
︑﹃
古
今
集
﹄
を
参
照
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
本
文
が
流

入
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
一
方
︑
四
一
九
六
で
は
諸
本
﹁
さ
や
け
き
﹂
で
一
致
し
て
い
て
様
子
が
異
な
る
︒
校
合
の
漏
れ
か
︑
こ
れ
で
よ
い

と
い
う
判
断
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
こ
こ
に
つ
い
て
林
羅
山
旧
蔵
本
で
は
︑
不
審
に
思
っ
た
の
か
︑﹁
の
ど
け
き
﹂
と
い
う
異
文
を
示
す
よ
う
に
︑

第
二
句
の
右
に
﹁
の
と
﹂
と
い
う
註
記
が
あ
る
︒

　

光
を
﹁
さ
や
け
し
﹂
と
表
現
す
る
の
は
︑
秋
の
月
光
な
ど
を
い
う
例
が
多
い
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
語
の
意
味
を
勘
案
す
る
と

春
の
陽
光
に
つ
い
て
い
う
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
か
ろ
う
︒
こ
の
例
に
つ
い
て
は
︑﹁
さ
や
け
き
﹂
と
す
る
由
来
が
不
明
で
あ
る
た
め
︑
本
来
の

本
文
か
と
い
う
観
点
で
は
考
慮
の
余
地
は
あ
る
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
文
と
し
て
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
な
歌
を
見
て
い
る
と
︑
桂
宮
本
以
下
三
本
が
独
自
の
本
文
を
保
持
し
え
て
い
る
例
が
ま
だ
い
く
ら
か
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
前
節
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ま
で
に
見
た
﹁
八
重
葎
﹂
詠
の
事
情
と
は
異
な
る
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
本
文
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
糸
口
に
は
な
り
そ
う
で
あ
る
︒

　
﹃
古
今
六
帖
﹄
諸
本
間
で
の
異
同
は
︑
右
に
見
た
桂
宮
本
以
下
三
本
と
そ
の
他
の
間
で
対
立
す
る
も
の
よ
り
も
︑
写
本
系
と
版
本
系
で
対
立
す

る
も
の
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
版
本
系
の
本
文
で
は
﹃
万
葉
集
﹄
以
下
の
出
典
を
参
照
し
て
合
理
的
な
本
文
を
目
指

そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
う
し
て
後
世
の
研
究
者
︵
江
戸
の
国
学
者
や
我
々
現
代
人
︶
が
考
え
る
合
理
的
な
本
文
と
い

う
も
の
が
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
の
あ
る
べ
き
本
文
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

註（
（
） 

歌
の
引
用
は
﹃
古
今
六
帖
﹄︵
桂
宮
本
︶
を
は
じ
め
︑
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
の
本
文
に
よ
る
︒
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︒

（
（
） 

源
融
の
子
孫
で
あ
る
安
法
法
師
を
は
じ
め
︑
恵
慶
法
師
な
ど
河
原
院
に
集
っ
た
歌
人
た
ち
は
︑
紀
時
文
か
ら
貫
之
の
家
集
を
借
用
し
て
い
る
︒
そ
れ
を

現
存
﹃
貫
之
集
﹄
と
同
一
視
は
で
き
な
い
ま
で
も
︑
貫
之
詠
を
も
と
に
恵
慶
詠
が
生
み
出
さ
れ
る
素
地
に
な
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
よ
う
︒

貫
之
が
集
を
人
の
か
り
て
返
し
侍
り
け
る
を
り
に
︑
と
き
ふ
ん
が
も
と
に
つ
か
は
し
し　
︵
元
輔
集
・
九
三
詞
書
︶

貫
之
よ
み
あ
つ
め
た
る
歌
の
し
ふ
ど
も
︑
恵
慶
か
り
て
か
へ
す
と
て
歌
よ
め
る
に
︑
皆
人
人
よ
み
し　
︵
安
法
法
師
集
・
二
三
詞
書
︶

こ
つ
ら
ゆ
き
が
か
き
あ
つ
め
た
る
う
た
を
︑
一
巻
か
り
て
︑
返
す
と
て　
︵
恵
慶
集
・
一
五
八
詞
書
︶

（
（
） 

先
に
引
い
た
桐
壺
巻
の
一
節
の
引
歌
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
﹃
源
氏
釈
﹄
が
﹃
恵
慶
集
﹄
一
〇
九
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
定
家
﹃
奥
入
﹄
は
そ
れ
に
加

え
て
﹃
貫
之
集
﹄
二
〇
七
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
貫
之
詠
を
定
家
が
﹃
新
勅
撰
集
﹄
に
と
っ
た
こ
と
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
桐
壺
の
引
歌
と
し
て
評
価

し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

（
（
） 

こ
の
歌
は
﹃
月
詣
和
歌
集
﹄
五
二
二
に
も
見
え
る
︒
た
だ
し
︑
作
者
は
﹁
藤
原
家
長
﹂
と
あ
る
︒

（
（
） 

ち
な
み
に
︑
恵
慶
法
師
の
歌
は
︑
管
見
に
よ
る
と
次
の
一
首
が
﹃
古
今
六
帖
﹄︵
第
一
帖
・
ふ
ゆ
の
月
・
三
一
九
︶
に
と
ら
れ
て
い
る
︒
恵
慶
の
歌
も

撰
歌
対
象
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
が
現
存
﹃
恵
慶
集
﹄
で
ど
の
程
度
の
範
囲
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

　
︿
十
二
月
︑
あ
る
所
の
歌
合
せ
さ
せ
給
ひ
し
に
︑
松
︑
に
は
の
む
め
︑
冬
月
︑
池
の
こ
ほ
り
﹀
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冬
の
よ
の
月

あ
ま
の
は
ら
そ
ら
さ
へ
さ
え
や
ま
さ
る
ら
む
こ
ほ
り
と
見
ゆ
る
冬
の
よ
の
月　
︵
恵
慶
集
・
一
一
六
︶

な
お
︑﹃
古
今
六
帖
﹄
で
は
諸
本
共
通
し
て
第
三
句
を
﹁
わ
た
る
ら
む
﹂
と
す
る
︒
ま
た
︑
こ
の
歌
は
︑
後
に
﹃
拾
遺
抄
﹄︵
冬
・
一
五
四
︶︑﹃
拾
遺
集
﹄

︵
冬
・
二
四
二
︶
に
と
ら
れ
た
︒

（
（
） 

新
編
私
家
集
大
成
に
﹁
忠
岑
IV
﹂
と
し
て
収
め
ら
れ
た
︑
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
枡
形
本
の
系
統
で
あ
る
︒
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︒

　
﹃
古
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和
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六
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﹄
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け
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同
の
探
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︵
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た
︒
あ
つ
く
お
礼
申
し
上
げ
る
︒


