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和
歌
は
そ
の
始
原
に
お
い
て
、「
恋
」
と
い
う
歌
う
べ
き
大
き
な
テ
ー
マ
を
有
し

て
い
た
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
記
紀
歌

謡
に
も
恋
の
歌
が
多
く
収
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
は
じ
め
に
は
素
盞
雄
尊
の
「
八

雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
め
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を
」
と
い
う
恋
歌
が

据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、『
万
葉
集
』
で
も
、
そ
の
三
大
部
立
は
「
雑
歌
」、

「
相
聞
歌
」、「
挽
歌
」
で
あ
り
、
全
歌
数
中
約
四
割
が
「
相
聞
」
の
部
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
は
じ
め
て
「
恋
歌
」
と
い
う
部
立
が
設
け
ら
れ
た
勅
撰
和
歌

集
、『
古
今
和
歌
集
』（
延
喜
五
年
〈
九
○
五
〉
頃
成
立
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
約

三
割
が
恋
歌
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
も
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
よ
り
も
数
は
少
な

い
け
れ
ど
も
、『
新
古
今
和
歌
集
』（
元
久
二
年
〈
一
二
○
五
〉
頃
成
立
）
な
ど
に

お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
状
況
は
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、

我
々
に
最
も
身
近
な
歌
集
で
あ
る
『
百
人
一
首
』
の
内
、
四
三
首
ま
で
が
恋
の
歌

で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
我
々
が
普
段
身
近
に
接
し
て
い
る
古
典
和
歌
、
特
に
古
代
か
ら

中
世
の
和
歌
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
歌
の
世
界
に
お
い
て
恋
の
歌
が
常
に
存
在
す

る
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
近
代
に
目
を
向
け
る
と
、
与
謝
野
晶
子
（
一
八
七
八
〜
一
九
四
二
）
を

は
じ
め
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
明
星
派
の
歌
人
た
ち
が
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
恋
の
歌

を
数
多
く
詠
ん
だ
と
い
う
事
実
も
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
与
謝
野
晶

子
の
代
表
的
な
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九

○
一
）
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
二
○
世
紀
の
歌
、
ひ
い
て
は
新
し
い
文
学
の
幕
開
け

を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
更
こ
と
新
し
く
言
い
立
て
る
ま
で
も
な
い
。

石
川
啄
木
（
一
八
八
六
〜
一
九
一
二
）
や
斎
藤
茂
吉
（
一
八
八
二
〜
一
九
五
三
）、

近
い
と
こ
ろ
で
は
俵
万
智
（
一
九
六
二
〜
）
な
ど
近
現
代
を
代
表
す
る
歌
人
た
ち

も
、
多
く
の
恋
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
諸
々
の
事
実
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
恋
の
歌
は
日
本
の
和
歌
が
成
立

し
た
時
か
ら
、
絶
え
間
な
く
詠
ま
れ
続
け
て
き
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
な

る
ほ
ど
、
古
代
か
ら
中
世
は
そ
う
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、『
み
だ
れ
髪
』
が
世
に

出
た
明
治
中
期
以
降
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
間
は
ど
う
だ
ろ
う
。
勅
撰
和
歌
集
が
編
ま
れ
な
く
な
っ
て
以

後
（
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
は
永
享
一
一
年
〈
一
四

三
九
〉
成
立
）、『
み
だ
れ
髪
』
刊
行
以
前
に
お
け
る
、
恋
歌
を
と
り
ま
く
状
況
は
、

果
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
稿
の
目
的
は
、
こ
の
間
の
恋
歌
を
と
り
ま
く
歴
史
的
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
新
し
い
倫
理
観
を
も
っ
た
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ク
な
新
儒
教

（
朱
子
学
を
中
心
と
す
る
儒
学
を
指
す
）
が
入
っ
て
き
た
江
戸
時
代
を
中
心
と
し
て
、

恋
歌
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
ま
た
恋
歌
の
数
量
と
質
が
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
江
戸
時
代
の
恋
歌
を
対
象
に
し
た
、
従
来
の
研
究
に
つ
い

恋
歌
の
歴
史
―
江
戸
時
代
を
中
心
に
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て
ま
と
め
て
お
く
。

管
見
に
よ
る
と
、
明
治
時
代
以
降
の
和
歌
研
究
に
お
い
て
、
初
め
て
江
戸
時
代

の
恋
歌
に
注
目
し
た
の
は
、
福
井
久
蔵
（
一
八
六
七
〜
一
九
五
一
）
で
あ
っ
た
、

と
思
わ
れ
る
。
福
井
は
『
大
日
本
歌
学
史
』
の
「
結
語
」
に
お
い
て
「
近
世
の
歌

学
で
注
目
す
べ
き
は
恋
歌
論
で
あ
る
」
一

と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
徳
川
時
代
」
の
和

歌
に
つ
い
て
の
説
明
の
中
で
、c

々
恋
歌
に
つ
い
て
の
言
及
し
て
い
る
。
が
、
詳

細
な
検
討
、
考
察
は
し
て
い
な
い
。

そ
れ
以
降
、
長
ら
く
江
戸
時
代
の
恋
歌
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
だ
が
、
近
年
、
近
世
和
歌
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
江
戸
時

代
の
恋
歌
に
つ
い
て
の
論
稿
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
以
下
内
容
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う

と
思
う
。

鈴
木
健
一
（
一
九
六
○
〜
）
の
「
恋
歌
の
江
戸
」
二

は
、
彼
が
「
特
に
江
戸
時
代

の
和
歌
が
前
代
を
ど
う
受
け
止
め
、
後
代
に
何
を
残
し
た
の
か
を
み
き
わ
め
よ
う

と
す
る
こ
と
を
基
本
的
な
問
題
意
識
と
し
て
」
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、「
研
究
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
極
め
て
少
な
い
恋
歌
に
つ
い
て
」
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
は
、
江
戸
時
代
の
恋
歌
に
論
点
を
絞
っ
た
、
は
じ
め
て
の

も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

鈴
木
は
、「
こ
の
時
代
の
恋
歌
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
現
実
感
覚
の
な
さ
」、

「
現
場
性
が
失
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
平
安
時
代
に
は
実
際
の
恋
愛

と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
恋
歌
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
贈
答
歌
と
し
て
あ
っ
た
の
に
、

鎌
倉
時
代
以
降
は
題
詠
が
主
流
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
実
際
の
詠
作
と
恋
愛
の

直
接
的
な
関
連
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。
ま
た
、
歌
人
に
関
し
て
言

え
ば
、「
江
戸
時
代
の
中
期
に
賀
茂
真
淵
門
下
に
女
流
が
登
場
す
る
ま
で
、
め
ぼ
し

い
女
流
歌
人
は
見
当
た
ら
な
く
な
っ
て
」
し
ま
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
女
流
歌
人
の
不
在
が
「
恋
歌
の
変
質
に
大
き
く
影
響
し
た
と
考

え
ら
れ
る
」
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

恋
歌
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
詠
ん
で
い
て
純
粋
に
楽
し
く
、

人
の
心
を
浮
き
立
た
せ
る
も
の
な
の
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は

れ
」
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
恋
こ
そ
が
人
間
の
気
持
ち
が
最
も
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
形
で
発
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
恋
を
歌
う
こ
と
で
カ
タ
ル
シ
ス
が

得
ら
れ
る
と
い
う
論
理
は
、
一
般
に
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
た
と

え
現
場
性
は
失
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
恋
歌
を
詠
み
た
い
と
い
う
欲
求
は

人
々
の
な
か
に
常
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
だ
れ
か
を
恋
す
る
と
い
う
感
情
に
直
接
向
き
合
う
の
で
は
な

く
、
恋
と
い
う
も
の
に
ま
ず
観
念
的
な
形
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
客
体
と
し

て
見
つ
め
る
と
い
っ
た
側
面
が
強
く
感
じ
取
れ
る
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
感
情

を
客
体
化
す
る
こ
と
自
体
は
、
文
学
が
成
立
す
る
た
め
に
は
常
に
あ
る
程
度

必
要
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
究
極
の
形
に
ま
で
そ
れ
が
高
ま
っ
て
き
た
の
が
江

戸
の
恋
歌
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
三

鈴
木
は
、
女
流
歌
人
の
不
在
が
恋
歌
の
変
質
に
大
き
く
影
響
し
た
と
い
う
こ
と

を
、
具
体
的
な
作
品
を
通
し
て
実
証
し
よ
う
と
し
た
。
江
戸
の
前
期
を
「
宮
廷
の

恋
の
歌
」
と
し
て
、
堂と

う

上
し
ょ
う

歌
壇
に
お
け
る
恋
歌
を
見
た
後
、
中
期
、
後
期
は
香
川

景
樹
（
一
七
六
八
〜
一
八
四
三
）
な
ど
、
地
下
の
歌
人
た
ち
の
作
品
を
通
し
て
恋

歌
の
様
相
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
ま
と
め
を
行
な
っ
て
い

る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
生
き
た
人
々
が
恋
と
い
う
感
情
に
心
躍

ら
せ
る
こ
と
は
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
和
歌
で
の
恋
歌
は
と
い

う
と
、
量
的
に
は
多
く
な
く
、
人
々
が
争
っ
て
恋
歌
の
出
来
を
競
い
合
っ
た

と
い
う
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
。
恋
愛
表
現
は
散
文
表
現
が
主
に
担
う
と
い

う
役
割
分
担
の
意
識
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
し
、
和
歌
が
持
ち
つ
づ
け
て
き
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た
伝
統
的
な
枠
組
み
が
現
実
性
の
強
い
恋
愛
意
識
を
拒
ん
で
き
た
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
歌
こ
と
ば
と
い
う
制
度
的
な
枠
組
み
が
崩
れ
て
い
く
そ
の
間

隙
を
縫
っ
て
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
々
に
即
し
た
恋
の
感
覚
が
、
歌
の
内

部
へ
と
徐
々
に
で
は
あ
る
が
流
れ
込
ん
で
い
く
。
江
戸
の
恋
歌
が
晶
子
ら
短

歌
の
恋
歌
に
ま
で
辿
り
着
く
道
の
り
は
、
な
だ
ら
か
な
ス
ロ
ー
プ
を
描
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
四

鈴
木
の
結
論
は
、
恋
歌
の
表
現
自
体
は
た
し
か
に
変
化
し
て
い
る
も
の
の
、
そ

れ
は
近
代
短
歌
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
和
歌
の
俗
化
、
口
語
調
の
招
来

な
ど
の
兆
し
が
見
出
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

林
達
也
（
一
九
四
一
〜
）
は
「
近
世
和
歌
研
究
の
諸
問
題
―

十
七
世
紀
恋
歌
を

め
ぐ
っ
て
」
五

で
、
江
戸
時
代
初
期
（
一
七
世
紀
）
の
恋
歌
に
関
す
る
言
説
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。
林
は
、
荷
田
春
満
（
一
六
六
九
〜
一
七
三
六
）
の
歌
集
、『
春

葉
集
』（
寛
政
一
○
年
〈
一
七
九
八
〉
刊
）
に
恋
歌
が
な
い
事
実
か
ら
説
き
起
こ
し
、

一
七
世
紀
の
恋
歌
に
つ
い
て
の
人
々
の
見
方
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
林
は
、
武

者
小
路
実さ

ね

陰か
げ

（
一
六
六
一
〜
一
七
三
八
）
が
語
り
、
似
雲
（
一
六
七
三
〜
一
七
五

三
）
が
そ
れ
を
筆
記
し
た
と
い
う
聞
書
、『
詞
林
拾
葉
』（『
似
雲
聞
書
』
と
も
）
な

ど
を
と
り
あ
げ
、
恋
歌
に
対
す
る
意
識
の
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。

林
は
、「
一
般
に
歌
論
歌
学
書
に
お
い
て
、
恋
歌
を
ど
の
よ
う
に
詠
む
か
が
議
論

に
の
ぼ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
個
別
の
歌
を
検
討
す
る
か
、
歌
題
が
い
か
な

る
本
意
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
の
具
体
論
に
留
ま
る
こ
と
が
多
」
く
、

「
恋
歌
を
正
面
か
ら
扱
っ
て
論
ず
る
場
面
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
見
ら
れ
な
い
」
と
指

摘
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
い
る
。

堂
上
で
は
、『
源
氏
物
語
』
を
世
界
と
す
る
題
詠
歌
が
「
婬
風
」
な
ら
ず
、

「
あ
た
た
か
」
な
ら
ず
、「
実
情
」
を
旨
と
し
て
詠
ま
れ
、
地
下
で
も
堂
上
を

規
範
と
し
て
詠
む
層
が
第
一
と
し
て
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
の
周
縁
の
恋
歌

を
た
の
し
む
層
が
あ
り
、
恋
歌
に
向
う
心
の
あ
り
よ
う
も
、
堂
上
の
言
う

「
実
情
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
立
場
が
あ
り
、
逆
に
そ
の
「
実
情
」
が

「
ま
こ
と
」
の
表
現
に
な
り
え
な
い
と
受
け
入
れ
な
い
立
場
が
あ
り
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
こ
と
に
配
慮
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
恋
歌
が
人
の
「
本
意
」
を
表
現
す
る
歌
だ
と
い
う
認

識
は
共
通
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
六

一
七
世
紀
歌
壇
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
論
稿
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
恋
歌
の
一
面
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
、
あ
る
大
き
な
欠
点

が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
恋
歌
に
対
す
る
考
え
方
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
か
が
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
そ
し
て
歌
壇
と
は
あ
ま
り
か
か
わ
り
の
な
い

人
々
（
例
え
ば
儒
学
者
な
ど
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
恋
歌
に
つ
い
て
の
言
及
に
全

く
触
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
歌
集
に
お
け
る
恋
歌
に
対
し
て
数
量
的
解
析
が
な

さ
れ
て
い
な
い
（
林
の
論
稿
に
は
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
お
お
ま
か
な
数
字
し

か
示
さ
れ
て
い
な
い
）。

江
戸
時
代
の
歌
壇
に
お
け
る
様
相
だ
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
従

来
の
研
究
を
よ
り
精
緻
に
す
る
こ
と
で
事
足
り
よ
う
。
鈴
木
や
林
は
、
分
析
対
象

を
「
歌
論
」
と
よ
ば
れ
る
、
歌
人
が
歌
の
教
え
を
説
い
た
書
物
に
限
定
し
て
論
じ

た
。
だ
が
、
江
戸
時
代
の
風
潮
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は

不
十
分
で
は
あ
る
。
ま
ず
、
前
時
代
ま
で
の
恋
歌
論
と
何
が
異
な
る
の
か
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
江
戸
時
代
特
有
の
恋
歌
に
対

す
る
考
え
方
は
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
読
み
書
き
が
出
来
な
い
よ
う
な

庶
民
の
恋
歌
に
対
す
る
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
に
は
、
限
界
が
あ
り
、
不
可
能
だ

と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
当
時
の
知
識
階
級
で
あ
っ
た
儒
学
者
た
ち
の
考
え
方
は
、



考
慮
に
い
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
恋
歌
の
量
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
前
時
代
と
の
比
較
、
そ
し
て
江
戸
時
代
に
お
け
る
変

化
な
ど
を
詳
し
く
見
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
上
で
従
来
の
研
究

と
の
整
合
性
や
、
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
時
代
の
風
潮
と
い
う
も
の
が
自

ず
と
明
瞭
に
表
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
本
論
稿
で
は
、
江
戸
時
代
よ
り
前
の
時
代
、
恋
歌
は
ど

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
語
ら
れ
て
い
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
江

戸
時
代
に
お
け
る
恋
歌
に
つ
い
て
の
言
説
を
、
よ
り
広
範
囲
な
書
物
（
随
筆
、
講

義
録
、
詩
論
な
ど
）
か
ら
抽
出
し
、
考
察
を
加
え
る
（
第
一
章
）。
そ
し
て
、
恋
歌

比
率
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
具
体
的
な
数
値
で
示
し
（
第
二
章
）、
さ
ら
に

質
的
な
変
化
を
、
歌
集
の
恋
部
の
構
造
変
化
に
着
目
し
て
解
析
す
る
（
第
三
章
）。

な
お
、
こ
こ
で
本
論
稿
の
記
述
に
つ
い
て
の
注
意
事
項
を
二
点
あ
げ
て
お
こ
う
。

最
初
に
、
用
語
に
関
し
て
。
本
論
稿
で
も
ち
い
る
「
恋
歌
」
と
い
う
表
現
は
、

特
に
断
わ
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
歌
集
の
恋
部
（
相
聞
、
雑
恋
を
含
む
）
に
お
さ
め

ら
れ
た
も
の
、
な
い
し
は
恋
に
関
す
る
題
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
和
歌
、
あ
る
い
は

短
歌
の
こ
と
を
指
す
。
恋
歌
の
定
義
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
こ
い
の

歌
（
う
た
）」
の
項
で
は
、「
①
恋
愛
を
主
題
と
し
た
歌
。
恋
心
を
よ
ん
だ
歌
。
恋

歌
（
こ
い
か
）、
②
「
古
今
集
」
以
下
の
勅
撰
集
、
私
家
集
の
部
立
（
ぶ
た
て
）、

の
一
つ
。
恋
愛
の
歌
を
集
め
た
部
分
。
ま
た
、
そ
の
部
分
の
歌
。
春
・
夏
・
秋
・

冬
の
部
と
共
に
主
要
題
材
を
な
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
七

。
ま
た
、『
和
歌
文
学

大
辞
典
』
は
、「
広
義
で
は
男
女
の
恋
愛
に
関
す
る
歌
す
べ
て
を
さ
し
、
狭
義
で
は

古
今
集
以
下
の
勅
撰
集
・
私
撰
集
・
私
家
集
に
お
け
る
恋
愛
の
歌
を
集
め
た
巻
の

分
類
上
の
名
称
、
お
よ
び
そ
の
部
分
の
歌
を
さ
す
」
と
説
明
し
て
い
る
八

。
本
論
稿

で
は
基
本
的
に
、『
日
本
文
学
大
辞
典
』
の
②
の
解
釈
を
、『
和
歌
文
学
大
辞
典
』

の
「
狭
義
」
の
解
釈
を
採
用
す
る
。
こ
れ
は
、
歌
謡
、
小
唄
な
ど
の
恋
の
歌
は
本

論
稿
の
考
察
対
象
と
せ
ず
、
和
歌
の
恋
歌
の
み
を
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
本
来
な
ら
歌
謡
、
小
唄
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
和
歌
全
史
の
中
で
、
江
戸
時
代
の
恋
歌
を
捉
え
た
い
と
い
う
目
的

が
あ
る
の
で
、
本
論
稿
で
は
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
し
た
。

次
に
、
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
論
稿
で
は
必
要
最
小
限
に
留
め
る

こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
従
来
、
和
歌
の
研
究
と
い
え
ば
、
そ

の
歌
が
ど
の
場
所
で
、
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
、
い
か
な
る
人
間
が
、
い
か
な
る

理
由
で
詠
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
、
な
ど
を
問

う
実
証
主
義
的
、
な
い
し
鑑
賞
主
義
的
な
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
の
こ
と
自
体
、
問
題
で
は
な
い
が
、
和
歌
を
文
化
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
時
代

状
況
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
考
え
る
と
い
う
態
度
、
な
い
し
は
方
法
が
、
案
外

少
な
か
っ
た
。
本
論
稿
で
は
、
歌
の
解
釈
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
な
歌
一
首
、
あ
る
い
は
一
歌
集
の
み
を
対
象
と
し
た
研
究
か
ら
は
と
う
て

い
見
え
て
こ
な
い
事
実
を
発
掘
し
、
そ
の
解
明
に
腐
心
し
た
。

第
一
章：

恋
歌
は
ど
う
語
ら
れ
た
か
？

本
章
で
は
、
江
戸
時
代
に
恋
歌
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
ど
う
語
ら
れ
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
儒
学
者
、
も
し
く
は
儒
学
的
な
観
念
を
も
っ
た
人
々
の
発
言
を
と
り
あ

げ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
江
戸
時
代
以
前
に
恋
歌
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た

か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

藤
原
浜は

ま

成な
り

（
七
二
四
〜
七
九
○
）
に
『
歌
経
標
式
』（
宝
亀
三
年
〈
七
七
二
〉
成

立：
序
文
、
跋
文
か
ら
）
の
序
文
に
、

臣
浜
成
言
原
夫
歌
者
所
以
感
鬼
神
之
幽
情
慰
天
神
之

恋
心
者
也
韻
者
所
以
異
於
風
俗
之
言
語
長
於
遊
楽
之

精
神
者
也
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〈
臣し

ん

浜は
ま

成な
り

い
言ま

う

す
。
原

た
づ
ね
み

れ
ば
夫そ

れ
、
歌う

た

は
鬼
神

く
ゐ
し
ん

の
幽い

う

情
じ
や
う

を
感う

ご

か
し
、
天
人

て
ん
じ
ん

の
恋れ

ん

心し
む

を
慰

な
ぐ
さ

む
る
所
以

ゆ

ゑ

な
り
。
韻ゐ

ん

は
風
俗

ふ
う
ぞ
く

の
言
語

げ
ん
き
よ

に
異た

が

ひ
、
遊
楽

い
う
ら
く

の
精
神

せ
い
し
ん

を

長ま

す
所
以

ゆ

ゑ

な
り
〉
九

と
あ
る
。
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
歌
が
「
鬼
神
」
の
幽
情
を
感
動
さ
せ
、

「
天
人
」
の
恋
心
を
慰
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
韻
と
い
う
も
の
は
、
風
俗
の
言

語
と
異
な
り
、
遊
楽
の
精
神
を
増
長
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歌
と
い
う
も
の
が
神
と
ま
じ
わ
る
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
記
述
か

ら
わ
か
る
。
原
初
に
は
こ
の
よ
う
な
精
神
が
濃
厚
に
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

初
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
に
、「
恋
歌
」
と
い
う
部
立
を
配
し
た
の

も
、
こ
の
よ
う
な
「
天
人
感
応
」
の
思
想
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
一
〇

。

そ
の
後
、
こ
う
し
た
思
想
が
残
存
し
、
実
際
の
恋
愛
と
密
接
に
関
わ
っ
て
恋
歌

が
詠
ま
れ
て
い
た
た
め
か
、
恋
歌
が
直
接
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
末
期
の
題
詠
が
多
く
な
る
頃
か
ら
、
恋
歌
が
徐
々
に
話

題
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

上
覚
（
一
一
四
七
〜
一
二
三
六
頃
）
の
『
和
歌
色
葉
』（
建
久
九
年
〈
一
一
九
八
〉

頃
成
立
）
に
は
、「
恋
は
み
に
か
へ
く
づ
を
れ
、
思
は
し
づ
み
つ
み
ふ
か
く
、
恨
は

つ
ら
く
心
う
く
、
歎
は
い
た
み
く
る
し
く
（
中
略
）
よ
む
べ
き
な
り
」一
一

と
あ
り
、

ま
た
、『
三
体
和
歌
』（
建
仁
二
年
〈
一
二
○
二
〉
頃
成
立
）
の
中
に
は
、「
恋
・
旅

此
二
は
、
こ
と
に
艶
に
よ
む
べ
し
」
一
二

と
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
恋
歌
を
対
象
と

し
た
言
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
倫
理
的
な
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
詠
歌
技
法
や
心
構
え
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

阿
仏
尼
（
生
年
未
詳
〜
一
二
八
三
）
が
、
子
の
冷
泉
為
相

た
め
す
け

（
一
二
六
三
〜
一
三

二
八
）
に
与
え
た
と
さ
れ
る
『
夜
の
鶴
』（
弘
安
三
年
〈
一
二
八
○
〉
頃
の
成
立
）

に
は
、「
四
季
の
歌
に
は
そ
ら
事
し
た
る
は
わ
ろ
し
。
唯
あ
り
の
ま
ゝ
の
事
を
や
さ

し
く
と
り
な
し
て
よ
む
べ
し
。
恋
の
歌
に
は
利
巧
そ
ら
ご
と
多
か
れ
ど
、
わ
ざ
と

も
苦
し
か
ら
ず
」
一
三

と
あ
る
。
四
季
歌
に
は
虚
飾
、
つ
ま
り
わ
ざ
と
ら
し
い
比
喩

を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
恋
歌
な
ら
そ
の
思
い
を
た
と
え
る
の
に
、
比
喩
を
用

い
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
教
え
て
い
る
。
四
季
歌
で
は
、
詠
む
べ
き
対
象
が
眼
前

に
あ
る
け
れ
ど
も
、
形
の
な
い
恋
の
感
情
と
い
う
も
の
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、

何
ら
か
の
具
体
的
な
対
象
物
を
介
さ
な
け
れ
ば
、
表
現
で
き
に
く
い
場
合
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
歌
は
そ
も
そ
も
、
景
（
上
句
）
＋
情
（
下
句
）
と
い
う
形
を

と
る
こ
と
が
多
い
。
強
い
恋
心
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
誇
張
し
た
よ
う
な
大
げ

さ
な
表
現
も
、
時
に
は
必
要
と
な
る
。
阿
仏
尼
は
、
そ
う
い
っ
た
事
情
も
ふ
ま
え

た
上
で
、
先
の
言
説
に
至
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

時
代
は
下
っ
て
室
町
時
代
前
後
に
な
る
と
、
恋
歌
の
効
用
を
説
く
言
説
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
頓
阿
（
一
二
八
九
〜
一
三
七
二
）
の
『
井せ

い

蛙あ

抄
し
ょ
う

』

（
一
三
六
○
年
頃
の
成
立
）
巻
六
に
は
、「
故
宗
匠
（
冷
泉
為
世
〈
一
二
五
一
〜
一

三
三
八
〉
の
こ
と
―

筆
者
注
）
云
、
初
心
な
る
時
は
、
常
に
恋
の
歌
よ
む
べ
し
。

そ
れ
が
こ
ゝ
ろ
も
い
で
き
詞
を
も
い
ひ
な
る
ゝ
也
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
し
、

猪
苗
代
兼
載
（
一
四
五
二
〜
一
五
一
○
）
に
よ
る
『
兼
載

け
ん
さ
い

雑
談

ぞ
う
だ
ん

』（
一
五
○
○
年
前

後
の
成
立
）
に
も
、「
恋
の
歌
を
常
に
よ
め
ば
、
言
葉
や
は
ら
か
に
心
や
さ
し
く
な

る
と
な
り
」一
四

。
こ
れ
ら
は
、
恋
歌
の
効
用
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
説

は
、
か
つ
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
は
、
恋
歌
こ
そ
歌
の
本
質
で
あ
る
、
と
い
っ
た
発
言
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
三
条
西
実さ

ね

枝き

（
一
五
一
一
〜
一
五
七
九
）
は
『
伝
心
抄
』（
一
五
七

二
〜
七
四
年
に
わ
た
る
聞
書
）
で
「
恋
ノ
心
カ
歌
ノ
専
也
」
一
五

と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、『
八
帖
花
伝
書
』（
編
者
不
明：

室
町
末
期
、
一
五
九
○
頃
の
成
立
）

を
見
る
と
、「
恋こ

ひ

の
道
理り

、
薄う

す

く
な
る
な
り
。
さ
れ
ば
、
連
歌
な
ど
に
も
、
恋
の
句

な
ど
の
面

白

（
お
も
し
ろ
き
）
は
な
り
が
た
し
と
、
連
歌
師し

達た
ち

も
申
さ
れ
候
」
一
六

と
い
う
記
述
が
あ

る
。
こ
の
言
説
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
当
時
恋
の
句
が
面
白
く
な
く
な
っ
て
き

た
と
い
う
意
見
が
、
連
歌
師
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ

ら
に
、
谷
宗
牧
（
生
年
未
詳
〜
一
五
四
五
）
一
七

の
著
作
と
い
う
『
四
道
九
品
』（
成



立
年
未
詳
）
に
は
、「
恋
を
嫌
ふ
人
侍
り
。
道
を
知
ら
ざ
る
故
也
」
一
八

と
あ
り
、
こ

れ
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
連
歌
や
、
連
歌
の
俳
諧
で
は
、
恋
の

句
が
な
い
も
の
を
「
素す

面
お
も
て

」、
あ
る
い
は
「
は
し
た
物
」
と
し
て
一
巻
と
し
て
認

め
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
牧
な
ど
の
言
説
は
、
連
歌
に
は
恋
の
句
が
必
要
不

可
欠
で
、
大
切
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
嫌
う
人
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
は
、
恋
歌
に
つ
い
て
の
言
説
に
も

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
五
世
紀
か
ら
遅
く
と
も
一
六
世
紀
に
か
け
て
、
恋
歌

を
詠
む
こ
と
の
楽
し
さ
や
味
わ
い
が
以
前
よ
り
も
減
退
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
だ
。

人
々
は
恋
歌
を
詠
む
こ
と
に
興
味
を
感
じ
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
ら
し
い
。
右
に

見
た
よ
う
に
頓
阿
や
兼
載
は
恋
歌
の
効
用
を
力
説
し
、
実
枝
は
恋
歌
こ
そ
和
歌
の

本
質
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
恋
歌
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
状
況
を
危
惧
し
、
な

ん
と
か
改
善
し
よ
う
と
い
う
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
に
、
松

尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
〜
一
六
九
四
）
に
始
ま
る
蕉
門
俳
諧
が
、
従
来
の
俳
諧
に
お

い
て
、
恋
に
関
す
る
語
彙
が
入
っ
て
い
る
句
し
か
恋
の
句
と
見
な
さ
な
か
っ
た
の

を
、
恋
に
関
す
る
語
は
な
く
て
も
、
恋
の
気
持
ち
が
出
て
い
れ
ば
恋
の
句
と
見
な

す
、
と
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
閉
塞
的
な
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
と

考
え
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
一
九

。

と
も
あ
れ
、
恋
歌
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
本
来
の
道
理
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
二
〇

、

恋
歌
を
詠
む
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
者
も
い
て
、
内
容
も
形
骸
化
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
よ
り
前
の
時
代
に
は
、
ま
だ
歌
の
世
界
で
は
、
必

要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
恋
歌
に
対
す
る
考
え
方
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
恋
歌
こ
そ
和
歌
の
も
っ
と
も
大
切
な

も
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
も
ち
ろ
ん
堂
上
歌
人
に
受
継
が
れ
て
い
っ
た
。
恋
歌

こ
そ
人
間
と
し
て
最
も
大
切
な
「
ま
こ
と
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
彼
ら
は

考
え
て
い
た
。
だ
が
、
一
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
儒
学
者
た
ち
を
中
心
に
新
し

い
恋
歌
観
が
芽
生
え
て
き
た
。
彼
ら
は
倫
理
的
な
観
点
に
た
ち
、
恋
歌
を
き
わ
め

て
強
い
調
子
で
非
難
し
否
定
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
な
の
で
、
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
中
村a

て
き

斎さ
い

（
一
六
二
九
〜
一
七
○
二
）
の
『
比ひ

売め

鑑
か
が
み

』

が
最
も
早
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
京
都
室
町
通
二
条
で
生
ま
れ
、
そ
の
京

都
を
中
心
に
活
動
し
た
朱
子
学
者
で
あ
る
二
一

。
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
人

物
だ
が
、
朱
子
学
関
係
の
基
本
テ
キ
ス
ト
を
解
説
し
た
著
書
を
は
じ
め
と
多
く
の

著
作
を
遺
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
、『
比
売
鑑
』（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉

自
序
）
の
「
述
言
」
巻
之
九
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

恋
の
歌
よ
む
ま
じ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
も
、
そ
の
事
に
よ
る
べ
き
な
り
。
す
べ

て
賢
人
貞
女
な
ど
の
よ
む
歌
は
、
わ
き
て
そ
の
態

す
が
た

あ
る
べ
き
な
ら
ん
。
大
や

う
女
は
自
ら
詠
ま
ざ
る
に
如し

く
事
な
し
。
二
二

恋
歌
を
詠
む
こ
と
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
女
性
は
詠
ま

な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
。
だ
が
、a

斎
は
、
恋
歌
を
詠
む
こ
と
に

何
の
疑
問
も
い
だ
か
な
い
世
の
中
の
風
潮
を
、
引
用
文
の
少
し
前
の
部
分
で
歎
い

て
い
る
。a

斎
の
歎
き
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
恋
歌
を
詠
む
こ
と
が
倫
理
的

に
悪
い
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
認
識
が
な
く
、
広
範
に
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
比
売
鑑
』
に
は
多
く
の
古
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
恋
歌

も
少
な
く
な
い
。a

斎
は
、
恋
歌
を
も
教
訓
歌
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か

ら
、a

斎
が
非
難
し
て
い
る
の
は
、
当
代
の
女
性
が
恋
歌
を
詠
む
こ
と
で
あ
っ
て
、

男
性
が
恋
歌
を
詠
む
こ
と
や
、
大
量
に
あ
る
古
歌
の
恋
歌
を
非
難
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
〜
一
六
九
一
）
の
言
説
を
見
よ
う
。
彼
の
『
源

語
外
伝
』
は
、『
源
氏
物
語
』
再
評
価
の
端
緒
を
つ
く
っ
た
書
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

蕃
山
は
、
い
く
つ
か
の
書
物
の
中
で
、
恋
歌
に
つ
い
て
の
発
言
を
し
て
い
る
が
、

総研大文化科学研究 十六



文化科学研究科

総研大文化科学研究十七

彼
の
恋
歌
観
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
二
）
の
序
を
も
つ
『
召
南
之
解
（
女
子
訓

第
二
）』
に
最
も
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

日
本
の
歌
は
猶
以
恋
を
本
と
せ
り
。（
中
略
）
詩
歌
の
性
情
の
正
に
よ
れ
ば
人

道
美
也
。
不
正
に
な
が
る
れ
ば
風
俗
く
だ
り
、
い
や
し
く
な
り
ゆ
く
と
見
え

た
り
。（
中
略
）
変
風
（『
詩
経
』「
国
風
」
の
内
、
平
和
な
時
代
の
詩
を
「
正

風
」、
乱
世
に
入
っ
て
か
ら
の
詩
を
「
変
風
」
と
い
う
―
筆
者
注
）
に
淫
行
不

正
の
詩
を
聖
人
の
け
づ
り
給
は
ざ
る
も
、
人
情
を
し
ら
し
め
ん
た
め
也
。
後

世
は
誠
す
く
な
く
、
人
情
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
恋
を
本
と
し
て
は
和
の
助
と

は
な
ら
で
害
あ
り
。
二
三

要
約
す
る
と
、「
和
歌
は
恋
を
本
質
と
し
て
い
る
が
、『
詩
経
』「
国
風
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
風
俗
が
乱
れ
る
と
、
淫
奔
な
詩
が
生
ま
れ
る
。『
詩
経
』
に
そ
の
よ

う
な
詩
が
あ
る
の
も
、
人
情
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
昔
は
と
も
か

く
今
の
世
は
誠
が
少
な
く
、
人
情
も
正
し
く
な
い
の
に
、
恋
を
猶
も
和
歌
の
本
質

と
し
て
い
て
は
和
す
る
ど
こ
ろ
か
害
と
な
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
ろ

う
。
彼
は
、
昔
（
お
そ
ら
く
平
安
時
代
の
和
歌
を
さ
す
）
の
恋
歌
は
〈
誠
〉、
す
な

わ
ち
人
情
が
正
し
か
っ
た
の
で
「
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、

男
女
の
な
か
を
も
や
わ
ら
げ
、
た
け
き
も
の
の
ふ
の
こ
こ
ろ
を
も
な
ぐ
さ
め
」
る

物
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
誠
も
少
な
く
人
情
も
正
し
く
な
い
の
で
、

恋
を
和
歌
の
本
質
と
し
て
中
心
的
な
位
置
に
置
く
の
は
、
か
え
っ
て
害
に
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
彼
の
恋
歌
観
は
、
昔
に
詠
ま
れ
た
恋
歌
、
す
な
わ
ち
古
歌
の
恋

歌
は
高
く
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
当
世
の
恋
歌
の
評
価
が
極
端
に
低
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
恋
歌
を
全
く
無
用
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

恋
歌
は
、
時
代
の
人
情
を
写
す
鏡
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

蕃
山
の
『
源
氏
物
語
』
観
も
、
こ
れ
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

も
し
も
『
源
氏
物
語
』
が
江
戸
時
代
に
書
か
れ
て
い
た
な
ら
、
蕃
山
は
高
く
評
価

し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
書
物
が
「
女
子
訓
第

二
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
女
訓
書
と
し
て
書
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
村a

斎
が
恋
歌
非
難
を
展
開
し
た
の
が
女
訓
書
で

あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
と
共
通
し
て
い
る
。

山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
〜
一
六
八
五
）
も
、『
山
鹿
語
類
』（
寛
文
三
年
か
ら
同

五
年
〈
一
六
六
三
〜
一
六
六
五
〉
に
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
）
巻
一
六
「
父
子
道
一
、

教
戒
」
中
「
女
子
を
訓お

し

う
」
で
同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。『
比
売
鑑
』、『
召
南

之
解
』、『
山
鹿
語
類
』
は
い
ず
れ
も
一
七
世
紀
の
著
作
で
あ
り
、
現
在
の
女
子
が

詠
む
恋
歌
を
非
難
の
対
象
と
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
貝
原

益
軒
（
一
六
三
○
〜
一
七
一
四
）
は
数
多
く
の
著
作
を
も
の
に
し
た
が
、『
和
俗
童

子
訓
』
と
『
文
武
訓
』
の
中
で
注
目
す
べ
き
恋
歌
観
を
述
べ
て
い
る
。
宝
永
七
年

（
一
七
一
○
）
に
成
立
し
た
『
和
俗
童
子
訓
』
の
巻
之
五
「
教
女
子
法
」
か
ら
引
用

し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
淫
思
な
き
古
歌
を
多
く
よ
ま
し
め
て
、
風
雅
の
道
を

し
ら
し
む
べ
し
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
二
四

。「
淫
思
な
き
古
歌
を
よ
ま
し
め
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
恋
歌
」
で
は
な
い
古
歌
を
読
ま
せ
よ
、
と
い
う
意
味
だ
。
た

と
え
古
歌
で
あ
っ
て
も
、
若
い
女
た
ち
に
「
恋
歌
」
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
先
に
見
た
中
村a

斎
『
比
売
鑑
』
と
共
通
す
る
。

両
者
と
も
「
女
子
教
訓
書
」（
以
下
、
女
訓
書
と
す
る
）
と
い
う
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
の

書
で
あ
り
、
そ
の
中
で
恋
歌
非
難
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世

初
頭
の
早
い
段
階
で
、
す
で
に
そ
う
い
う
主
張
が
声
高
に
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ

た
。た

だ
し
、
益
軒
の
『
和
俗
童
子
訓
』
は
、『
比
売
鑑
』、『
召
南
之
解
』、『
山
鹿
語

類
』
な
ど
と
比
較
し
て
異
な
っ
た
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
淫
思
な
き
古
歌
」

を
読
ま
せ
よ
、
と
い
う
の
は
、
自
然
を
描
写
し
た
古
歌
を
読
ま
せ
よ
、
と
い
う
意

味
に
と
れ
る
が
、「
淫
思
」
の
な
い
恋
歌
を
読
ま
せ
よ
、
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
。

益
軒
は
あ
き
ら
か
に
後
者
の
意
味
を
も
込
め
て
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
益
軒



あ
た
り
か
ら
、
現
在
の
女
性
た
ち
が
恋
歌
を
詠
む
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
古

歌
の
恋
歌
も
検
討
の
対
象
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
淫
思
」
の
あ
る

恋
歌
か
否
か
、
古
歌
を
含
む
す
べ
て
の
恋
歌
が
検
討
対
象
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
一
世
代
ほ
ど
後
の
儒
学
者
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
佐
藤
直
方
（
一
六

五
○
〜
一
七
一
九
）、
は
、
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
〜
一
六
八
二
）
の
門
人
で
浅
見

絅け
い

斎さ
い

（
一
六
五
二
〜
一
七
一
一
）、
三
宅
尚
斎
（
一
六
六
二
〜
一
七
四
一
）
と
と
も

に
「
崎き

門も
ん

の
三
傑
」
と
称
せ
ら
れ
た
朱
子
学
者
で
あ
る
。『
先
哲
叢
談
』
に
、「
直

方
、
字
号
無
し
」
二
五

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
直
方
は
字

あ
ざ
な

や
号
を
持
た
な
か

っ
た
。
字
は
主
と
し
て
友
人
間
に
使
用
さ
れ
る
自
称
、
通
称
で
あ
り
、
号
は
自
ら

の
信
条
や
住
居
に
ち
な
ん
で
つ
け
る
事
が
多
い
。
日
本
の
文
人
達
が
好
ん
で
字
や

号
を
用
い
た
の
に
、
漢
学
者
（
儒
学
者
）
で
あ
る
直
方
が
用
い
な
か
っ
た
の
は
、

異
例
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。『
先
哲
叢
談
』
に
よ
る
と
、
直
方
二
一
歳
の
時
、
永
田

養
庵
（
生
没
年
不
詳
）
を
介
し
て
山
崎
闇
斎
に
会
い
、
一
旦
は
入
門
を
断
ら
れ
た

も
の
の
、
そ
の
後
学
問
に
励
ん
で
つ
い
に
闇
斎
の
門
人
と
な
っ
た
。
晩
年
、
闇
斎

が
神
道
に
傾
倒
す
る
に
至
り
、
こ
れ
に
異
議
を
と
な
え
、
浅
見
絅
斎
と
共
に
破
門

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
最
終
的
に
は
、
絅
斎
と
共
に
崎
門
の
朱
子
学
を
継
ぐ
人
物

と
な
っ
た
、
と
い
う
二
六

。

彼
の
遺
文
集
『b

う
ん

蔵ぞ
う

録ろ
く

』（
宝
暦
二
年
〈
一
七
五
二
〉
成
立
）、『b

蔵
録
拾
遺
』

（
宝
暦
四
年
〈
一
七
五
四
〉
成
立
）
に
何
箇
所
か
恋
歌
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。

ま
ず
、『b

蔵
録
』
に
は
、

和
歌
ニ
恋
歌
ガ
一
ヨ
イ
ト
云
ノ
類
埒
モ
ナ
イ
コ
ト
ゾ
。（
中
略
）
世
上
ノ
イ
呂

ハ
歌
ハ
マ
ダ
モ
朝
ヲ
キ
セ
ヨ
ト
云
コ
ト
ナ
リ
ト
、
コ
レ
ハ
人
倫
ノ
助
ニ
ナ
ル
。

タ
ヾ
玉
ノ
緒
ヨ
タ
ヘ
ナ
バ
タ
ヘ
ネ
ト
云
ハ
、
ナ
ン
ノ
ヤ
ク
ニ
立
ヌ
。
業
平
ガ
、

妻
モ
コ
モ
レ
リ
我
モ
コ
モ
レ
リ
ヤ
、
マ
タ
ハ
人
ノ
ム
サ
ハ

マ

マ

ン
コ
ト
ヲ
シ
ゾ
思

フ
、
ト
ヨ
ム
妹
ノ
コ
ト
ヲ
ヨ
ミ
タ
歌
、
サ
テ
サ
テ
大
倫
ニ
ヲ
イ
テ
ヨ
イ
ハ
リ

ツ
ケ
道
具
ゾ
。
二
七

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
享
保
己
亥
の
年
、
す
な
わ
ち
享
保
四
年
（
一
七
一

九
）
一
一
月
一
○
日
の
講
義
に
お
け
る
直
方
の
発
言
で
あ
る
。
直
方
は
、
和
歌
に

お
い
て
恋
歌
が
一
番
よ
い
と
い
う
こ
と
は
根
拠
の
な
い
こ
と
で
、
い
ろ
は
歌
な
ら

ま
だ
人
倫
の
役
に
立
つ
が
、
例
え
ば
式
子
内
親
王
の
歌
「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶

え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る
」
な
ど
の
恋
歌
は
人
倫
に
お

い
て
罪
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、『b

蔵
録
拾
遺
』
に
は
、

○
公
家
恋
ウ
タ
ヨ
ム
ハ
何
為
ゾ
。
恋
ヲ
ス
ル
タ
メ
カ
。
ド
フ
モ
シ
レ
ヌ
コ
ト

之
。
歌
デ
ナ
ラ
ネ
バ
コ
ソ
二
八

○
恋
歌
ニ
名
歌
ハ
ア
レ
ド
モ
、
皆
ハ
ラ
ミ
句
ジ
ヤ
。
フ
ツ
ト
出
タ
テ

濁
マ
マ

ナ
ケ
レ

バ
本
性
デ
ナ
イ
ゾ
二
九

と
い
う
二
つ
の
言
説
が
見
ら
れ
る
。
前
者
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
九
月
二

四
日
の
記
事
、
後
者
は
翌
年
四
月
朔
日
の
記
事
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
直
方
の
講
義

録
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
直
方
の
恋
歌
論
の
特
徴
を
二
つ

挙
げ
て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
恋
歌
は
何
か
の
役
に
た
つ
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
、
恋
歌
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
不
必
要
で
あ
る

と
さ
え
考
え
て
い
る
。
今
の
世
の
中
で
、
恋
を
和
歌
で
語
る
必
要
性
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
、
と
い
う
。
吉
田
健
舟
（
一
九
四
八
〜
）
に
よ
る
と
、
直
方
は
「
情
緒
に

流
さ
れ
る
こ
と
を
尤
も
嫌
っ
た
人
物
」
で
あ
っ
た
。「
そ
の
面
目
を
躍
如
た
ら
し
め

る
大
事
件
が
、
元
禄
十
五
年
の
十
二
月
に
起
き
」
た
吉
良
邸
討
入
で
あ
り
、「
こ
の

事
件
に
対
し
、
世
間
は
一
斉
に
同
情
論
を
展
開
し
た
が
、
四
十
六
士
は
忠
臣
義
士

に
あ
ら
ず
、
か
え
っ
て
国
法
を
犯
し
た
犯
罪
人
に
過
ぎ
な
い
と
論
断
し
た
の
が
、

す
な
わ
ち
直
方
」
で
あ
っ
た
三
〇

。
物
事
の
判
断
に
情
を
交
え
な
い
彼
の
厳
格
な
態
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度
は
、
彼
の
恋
歌
論
に
も
表
れ
て
い
る
。
直
方
に
は
、
我
国
の
慣
習
で
あ
る
と
か

い
う
、
非
論
理
的
態
度
は
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
作
為
的
な
態
度
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
ハ
ラ
ミ
句
」
と

は
、
連
歌
・
俳
諧
で
、
前
も
っ
て
考
え
て
お
い
た
句
を
い
う
が
、
恋
歌
は
皆
そ
れ

で
あ
る
、
と
断
定
し
、
思
い
や
言
葉
が
自
然
に
湧
い
た
も
の
に
し
か
本
性
が
表
れ

な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
朱
子
学
に
は
「
人
欲
を
去
っ
て
天
理
に
つ
く
」、
す
な

わ
ち
道
徳
的
修
養
を
つ
ん
で
気
質
の
濁
り
を
除
去
し
、
本
然
の
性
を
発
現
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
考
え
が
あ
り
、「
聖
人
、
学
ん
で
至
る
べ
し
」
と
い
う

よ
う
に
、
人
が
本
然
の
性
を
内
在
し
て
い
る
以
上
、
誰
に
で
も
道
徳
的
修
養
を
通

し
て
聖
人
に
な
り
う
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
本
然
の
性
（
本
性
）
は
、
理
に

も
と
づ
く
性
の
こ
と
で
あ
り
、
本
然
の
性
に
も
と
づ
く
生
き
方
を
「
道
心
」
と
い

い
、
そ
れ
に
か
な
っ
た
生
き
方
を
す
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
た
人
間
本
来
の
生
き

方
と
す
る
。
一
方
、
気
に
も
と
づ
く
性
の
こ
と
を
気
質
の
性
と
い
い
、
こ
れ
に
も

と
づ
く
心
を
「
人
心
」
と
し
、
利
欲
や
悪
い
心
と
す
る
。
こ
の
気
質
の
性
は
食
欲
、

性
欲
な
ど
の
動
物
的
な
性
と
見
做
さ
れ
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
必
要
か
も
し
れ

な
い
が
、
聖
人
に
な
ろ
う
と
す
る
に
は
「
人
心
」
を
「
道
心
」
の
下
に
お
き
、
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
朱
子
学
で
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
直
方

に
と
っ
て
恋
歌
と
は
、
所
詮
人
心
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
本
然
の
性
が
そ
こ
に
出

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
、
物
事
の
判
断
に
情
を
交
え

な
い
態
度
、
そ
し
て
本
然
の
性
、
す
な
わ
ち
道
心
を
重
視
す
る
朱
子
学
的
思
考
に

よ
っ
て
恋
歌
が
非
難
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
、
直
方
に
も

題
詠
で
詠
ま
れ
る
恋
歌
に
、
実
情
が
出
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
ぶ
か
し
む
気
持

ち
も
十
分
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

浅
見
絅
斎

け
い
さ
い

は
、
直
方
と
共
に
「
崎
門
の
三
傑
」
と
よ
ば
れ
た
人
物
で
、
直
方
の

弟
弟
子
に
あ
た
る
。
宝
永
三
年
（
一
七
一
六
）
成
立
の
『
剳
録

さ
つ
ろ
く

』（
別
名
『
講
習
余

録
』）
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

恋
ノ
歌
モ
夫
婦
ノ
教
ノ
損
ヌ
ル
ハ
是
ヨ
リ
始
コ
ト
ニ
テ
、「
伊
勢
物
語
」

「
源
氏
物
語
」
皆
其
習
シ
ヲ
承
テ
、
タ
ワ
シ
キ
教
ノ
第
一
ナ
レ
ド
、
歌
読
人
ノ
大

切
ノ
書
ト
ア
シ
ラ
ヒ
、
相
伝
コ
ト
ト
伝
テ
モ
テ
ハ
ヤ
ス
コ
ソ
、
イ
ミ
ジ
カ
ラ
ヌ

コ
ト
ナ
レ
。
三
一

宝
永
三
年
（
一
七
○
六
）
一
一
月
五
日
夜
に
行
な
わ
れ
た
講
義
に
お
け
る
絅
斎

の
言
葉
で
あ
る
。
恋
歌
非
難
の
内
容
は
、
次
の
二
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

恋
歌
が
夫
婦
の
教
え
を
損
な
う
原
因
と
な
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
和
歌
を
詠
む

た
め
に
必
須
と
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
が
「
タ
ワ
シ
キ
」（
み
だ

ら
な
）
教
え
の
第
一
で
あ
る
の
に
珍
重
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
。
前
者
で
は
、
人

間
と
し
て
実
践
す
べ
き
道
徳
、
五
倫
（
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
と
い

う
五
つ
の
基
本
的
人
間
関
係
）
の
一
つ
で
あ
る
夫
婦
間
の
倫
理
を
、
恋
歌
が
乱
し

て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
先
に
述
べ
た
『
伊
勢
物
語
』、『
源
氏

物
語
』
を
珍
重
す
る
人
々
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
は
、
当
面
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
詳
細
な
検
討
は
差
し
控
え
る
が
、
恋
歌

に
対
す
る
評
価
と
、『
伊
勢
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
評
価
に
は
関
連
性
が

あ
る
。
後
の
時
代
、
特
に
幕
末
や
第
二
次
世
界
大
戦
時
下
で
は
『
源
氏
物
語
』
が

天
皇
を
冒
涜
す
る
物
語
で
あ
る
と
さ
れ
、
恋
歌
に
対
す
る
評
価
と
は
一
線
を
画
す

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
こ
の
両
物
語
に
対
す
る
評
価
と
、
恋
歌
に
関
す

る
そ
れ
と
の
間
に
は
、
密
接
な
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
三
二

。
こ
の
問
題

は
後
考
に
ゆ
ず
る
が
、
佐
藤
直
方
、
浅
見
絅
斎
と
い
う
初
期
崎
門
学
派
を
代
表
す

る
二
人
が
恋
歌
に
対
し
、
批
判
的
な
意
見
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
崎
門
学
派
が
講
義
を
最
重
要
視
し
て
い
た
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
恋
歌
問
題

は
看
過
で
き
な
い
非
常
に
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
儒
学
者
と
よ
ば
れ
る
人
々
が
皆
、
恋
歌
に
対
し
て
否
定
的
な
意
見
を
持

っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

例
え
ば
、
崎
門
学
派
を
代
表
す
る
一
人
で
も
あ
っ
た
人
物
に
、
正
親
町
公
通

き
ん
み
ち



（
一
六
五
三
〜
一
七
三
三
）
が
い
る
。
公
通
は
、『
正
親
町
公
通
卿
口
授
』「
和
歌

極
々
伝
」
で
「
和
歌
は
恋
慕
の
情
出い

づ

る
が
恋
の
情
也
。
そ
こ
で
好
色
は
悪
き
と
思

ふ
は
後
の
事
也
」
と
言
っ
て
い
る
三
三

。
ま
た
、
同
じ
く
崎
門
学
派
の
玉
木
正
英

（
一
六
七
○
〜
一
七
三
六
）
も
、
享
保
一
○
年
（
一
七
二
五
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る

『
玉

ぎ
ょ
く

籤せ
ん

集
し
ゅ
う

』
巻
四
「
和
歌
之
伝
」
で
「
恋
の
歌
は
殊
に
情
を
深
述
る
者
也
、
歌
は

感
情
あ
る
所
を
第
一
と
す
る
也
、
感
情
な
き
歌
は
歌
に
非
ず
、
扨
何
に
て
も
情
に

浮
む
こ
と
を
、
ま
す
ぐ
に
言
葉
に
出
す
は
祓
也
」
と
明
言
し
て
い
る
三
四

。
さ
ら
に
、

絅
斎
の
高
弟
で
あ
っ
た
若
林
強
斎
（
一
六
七
九
〜
一
七
三
二
）
も
『
強
斎
先
生
雑

話
筆
記
』
の
中
で
「
歌
書
ニ
恋
ノ
部
ヲ
立
ツ
ル
ト
云
フ
ガ
此
ノ
筋
ゾ
。
是
ヲ
知
ラ

ズ
ニ
男
女
ノ
情
欲
ノ
筋
ト
思
フ
ハ
ワ
ケ
モ
ナ
イ
コ
ト
ゾ
。
其
ノ
シ
ミ
ジ
ミ
ガ
ス
グ

ニ
道
理
ゾ
」
三
五

と
恋
歌
に
関
し
て
批
判
的
な
態
度
は
と
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
恋

歌
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
同
じ
儒
学
の
影
響
を
受
け
た
人
で
も
、
朱
子
学

的
な
考
え
を
強
固
に
信
奉
し
、
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
恋
歌
に
対
し
て
も
否
定

的
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ほ
ど
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ク
で
は
な
い
者
は
、
恋
歌
に
対
し
て

も
寛
容
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
和
歌
の
本
質
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
意
見
は
、
堂
上
歌
人
た
ち
と
同
じ
主
張
で
あ
り
、
江
戸

時
代
は
、
む
し
ろ
恋
歌
を
批
判
す
る
者
の
方
が
少
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
、

他
の
資
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

た
だ
し
、
是
非
と
も
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
ら
の
時
代
、
す
な
わ
ち
一

八
世
紀
に
入
る
と
、
女
子
に
限
ら
ず
、
男
子
の
恋
歌
を
も
含
ん
だ
恋
歌
全
体
が
批

判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
恋
歌
は
ど
う
評
価
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

本
居
宣
長
（
一
七
三
○
〜
一
八
○
一
）
が
『
排あ

し

蘆わ
け

小お

船ぶ
ね

』、『
石
上

い
そ
の
か
み

私
淑

さ
さ
め

言ご
と

』、『
玉

勝
間
』
な
ど
の
著
作
に
よ
っ
て
、
恋
歌
の
本
質
と
、
必
要
性
を
説
き
、
他
の
国
学

者
も
意
見
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
恋
歌
に
対
し
て
非
難
を
行
な
う
よ

う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
国
学
者
に
よ
る
恋
歌
論
は
、
堂
上
歌
壇
の
そ

れ
と
は
内
容
を
異
に
す
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
述
す

る
つ
も
り
で
あ
る
）。
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
儒
者
た
ち
の
非
難
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
宣
長
の
所
謂
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
も
お
そ
ら
く
は
生
れ
な
か
っ
た
し
、

強
調
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
う
い

っ
た
恋
歌
非
難
こ
そ
、
次
の
時
代
へ
と
向
か
う
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
役
割
を
果

し
た
と
い
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
、
前
時
代
ま
で
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
な
か
っ

た
恋
歌
批
判
が
、
儒
学
者
を
中
心
に
な
さ
れ
始
め
た
、
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
特

徴
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
恋
歌
を
批
判
す
る
人
は
、
ま
だ
ま
だ
少
数
派
で
あ
っ
た

も
の
の
、
そ
れ
が
徐
々
に
社
会
に
浸
透
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
明
治
時
代
に
な
っ

て
儒
学
的
な
思
考
が
、
四
民
平
等
観
念
の
も
と
、
全
国
民
に
い
き
わ
た
る
よ
う
に

な
る
と
、
恋
歌
を
非
難
す
る
声
が
明
治
一
○
年
代
半
ば
か
ら
明
治
二
○
年
代
に
か

け
て
、
大
い
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
恋
歌
非
難
が
始
ま
っ
た
江
戸
時
代
、
恋
歌
の
量
と
質
は
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
章
、
第
三
章
で
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
た
い
と
思

う
。

第
二
章：

恋
歌
の
量
的
変
化
―
歌
集
に
お
け
る
恋
歌
比
率
の
変
遷

本
章
で
は
、
様
々
な
歌
集
の
恋
歌
比
率
を
調
べ
、
そ
の
量
が
時
代
を
経
る
に
し

た
が
っ
て
ど
の
よ
う
に
推
移
す
る
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
恋

歌
比
率
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
を
、
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
に
編
ま
れ
た
す
べ
て
の
歌
集
を
対
象
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
到

底
無
理
な
事
で
あ
る
し
、
本
論
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本

論
稿
で
は
以
下
の
よ
う
な
選
別
基
準
を
設
け
た
。

①
四
季
・
恋
な
ど
の
部
立
、
あ
る
い
は
歌
群
を
設
け
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
歌
集

で
あ
る
こ
と
。
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②
完
本
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
歌
集
内
に
欠
落
等
が
な
い
こ
と
。

③
異
本
な
ど
の
あ
る
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
流
布
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は

『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）、『
校
註
国
歌
大
系
』（
講
談
社
）、『
日
本
歌
学

全
書
』（
博
文
館
）、『
女
人
和
歌
大
系
』（
風
間
書
房
）
な
ど
で
、
容
易
に
閲
覧

す
る
事
が
で
き
る
歌
集
を
用
い
る
こ
と
。

④
成
立
年
代
が
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
。

①
、
②
の
基
準
を
設
け
た
の
は
、
恋
歌
比
率
を
計
算
し
や
す
い
か
ら
と
い
う
理

由
も
あ
る
が
、
部
立
の
な
い
歌
集
や
、
欠
落
な
ど
が
あ
る
と
恋
歌
比
率
を
正
確
に

割
り
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
か
ら
だ
。

③
の
基
準
は
、
後
日
検
証
し
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
閲
覧
で
き

な
い
よ
う
な
歌
集
を
用
い
て
も
、
後
の
研
究
者
が
検
証
す
る
こ
と
が
困
難
な
だ
け

で
、
あ
ま
り
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

④
の
基
準
は
、
恋
歌
比
率
の
変
遷
を
通
史
的
に
追
う
た
め
に
は
、
年
代
を
（
そ

れ
が
た
と
え
、
厳
密
で
な
く
と
も
）
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
基
準
を
設
け
た
こ
と
で
、
対
象
と
な
る
歌
集
は
自
ず
と
絞
ら
れ
る
。

上
記
の
選
別
を
行
な
っ
た
結
果
、
選
ば
れ
た
歌
集
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
う
。

こ
れ
ら
の
規
準
に
し
た
が
っ
て
、
表
１
を
作
成
し
た
。
ち
な
み
に
、
恋
歌
は
先

に
述
べ
た
よ
う
に
歌
集
中
の
恋
部
や
恋
の
歌
群
に
あ
る
歌
を
、
そ
し
て
四
季
歌
と

は
歌
集
中
の
春
・
夏
・
秋
・
冬
部
や
歌
群
に
あ
る
歌
を
さ
す
。
以
下
、
表
か
ら
わ

か
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

江
戸
時
代
よ
り
前
に
成
立
し
た
歌
集
で
は
、
恋
歌
比
率
が
一
○
％
を
下
回
る
歌

集
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
恋
歌
が
歌
集
の
一
○
％
に
も
満

た
な
い
歌
集
が
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
刊
行
さ
れ
た

木
下
長

ち
ょ
う

嘯
し
ょ
う

子し

（
一
五
六
九
〜
一
六
四
九
）
の
私
家
集
で
あ
る
『
挙
白
集
』
に
は
、

恋
歌
が
三
・
九
％
し
か
な
い
。
ま
た
、
元
禄
一
五
年
（
一
七
○
二
）
に
成
立
し
た

戸
田
茂
睡
（
一
六
二
九
〜
一
七
○
六
）
の
私
家
集
『
鳥
の
迹
』
は
、
恋
歌
比
率
が

三
・
五
％
で
あ
り
三
六

、
し
か
も
そ
の
恋
歌
群
は
、
部
立
の
一
つ
と
し
て
独
立
し
て

は
お
ら
ず
、
巻
六
「
雑
下
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
恋
歌
比
率
が
異
常
に
低
い
歌
集
が
、
江
戸
時
代
前
期
に
は
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。

各
時
代
の
基
本
統
計
量
を
と
っ
て
み
る
と
（
表
２
）、
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
、

平
均
値
は
低
下
し
て
ゆ
き
、
平
安
時
代
に
は
二
五
％
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
二

二
％
あ
っ
た
平
均
値
が
、
江
戸
時
代
に
は
一
○
％
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
三
七

。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
歌
集
の
恋
歌
比
率
を
年
代
順
に
グ
ラ
フ
化
し
た
表
３
三
八

を

見
て
も
、
瞭
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
低
下
は
表
１
を
見
て
も
明
ら
か
な

通
り
、
室
町
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
、
特
に
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
す
で
に
、

恋
歌
比
率
の
低
下
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
ち
な
み
に
、

一
四
五
○
以
降
に
成
立
し
た
歌
集
の
平
均
は
一
六
・
二
％
）。
第
一
章
で
指
摘
し
た
、

恋
歌
が
本
来
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
宗
教
性
や
、
意
味
、
そ
の
醍
醐
味
と
い
っ
た

も
の
が
減
じ
た
こ
と
が
、
こ
の
数
字
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
ば
ら
つ
き
は
と
い
う
と
、
平
安
時
代
が
最
も
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
が
、

鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
そ
の
ば
ら
つ
き
は
、
一
旦
減
少
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸

時
代
に
は
そ
れ
が
ま
た
、
大
き
く
転
回
す
る
。
鎌
倉
・
室
町
期
に
一
旦
安
定
し
か

け
た
恋
歌
比
率
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
再
び
大
き
く
ば
ら
つ
く
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
そ
れ
は
、
恐
ら
く
草
創
期
に
お
け
る
模
索
の
時
代
で
あ

っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
様
々
な
恋
歌
比
率
を
も
つ
歌
集
が
編
ま
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
国
家
レ
ベ
ル
の
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
も
な
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
の
そ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
安
定
期
を
経
て
、
室
町
時
代

か
ら
始
ま
る
新
た
な
る
模
索
を
歌
人
た
ち
が
開
始
し
た
時
期
、
と
思
わ
れ
る
。
こ

ち
ら
は
、
第
一
章
で
見
た
、
恋
歌
に
つ
い
て
の
非
難
や
疑
念
な
ど
も
、
大
き
く
影

響
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
江
戸
時
代
は
、
個
人
レ
ベ
ル
に
よ
る
第
二
の
模
索
期
、

あ
る
い
は
変
動
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
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元号年�元号年�元号年�元号年� 西暦年�西暦年�西暦年�西暦年�

平安時代�平安時代�平安時代�平安時代� 古今和歌集� 紀貫之他� 延喜5 905 32. 7 ◎�

後撰和歌集� 源順他� 天徳2 958頃� 39. 9 ◎�

拾遺和歌集� 藤原公任� 寛弘2 1005頃� 32. 8 ◎�

後拾遺和歌集� 藤原通俊� 寛治2 1088 18. 7 ◎�

金葉和歌集（二度本）� 源俊頼� 天治2 1125 25. 0 ◎�

散木奇歌集� 源俊頼� 大治3 1128頃� 16. 5 △�

詞花和歌集� 藤原顕輔� 仁平1 1151 20. 5 ◎�

後葉和歌集� 藤原為経� 久寿2 1155頃� 20. 3 ◇�

続詞花和歌集� 藤原清輔� 永万1 1165頃� 19. 3 ◇�

今撰和歌集� 藤原顕昭� 永万1 1165頃� 23. 1 ◇�

林葉和歌集� 俊恵� 治承2 1178 28. 1 △�

千載和歌集� 藤原俊成� 文治4 1188 24. 7 ◎�

鎌倉・室町時代�鎌倉・室町時代�鎌倉・室町時代�鎌倉・室町時代� 新古今和歌集� 藤原定家他� 元久2 1205頃� 22. 5 ◎�

鴨長明集� 鴨長明� 承元1 1207 23. 1 △�

新勅撰和歌集� 藤原定家� 文暦2 1235 28. 7 ◎�

楢葉和歌集� 素俊法師� 嘉禎3 1237 15. 1 ◇�

万代和歌集� 真観他� 宝治2 1248 25. 8 ◇�

秋風抄� 小野春雄� 建長2 1250 27. 7 ◇�

続後撰和歌集� 藤原為家� 建長3 1251 27. 2 ◎�

秋風和歌集� 真観� 建長3 1251 22. 2 ◇�

新和歌集� 笠間時朝か� 弘長１� 1261頃� 20. 0 ◇�

続古今和歌集� 藤原為家他� 文永2 1265 23. 1 ◎�

続拾遺和歌集� 藤原為氏� 弘安1 1278 22. 7 ◎�

遺塵和歌集� 高階宗成� 正安2 1300 17. 9 ◇�

新後撰和歌集� 二条為世� 嘉元1 1303 27. 1 ◎�

拾遺風体和歌集� 冷泉為相� 嘉元2 1304頃� 14. 8 ◇�

続門葉和歌集� 吠若麿他� 嘉元3 1305 33. 9 ◇�

玉葉和歌集� 京極為兼� 正和2 1313 20. 6 ◎�

続千載和歌集� 二条為世� 元応2 1320 27. 9 ◎�

続後拾遺和歌集� 二条為定� 嘉暦1 1326 25. 1 ◎�

臨永和歌集� 未詳（浄弁）� 元徳3 1331 28. 6 ◇�

草庵集� 頓阿� 延元5 1340頃� 19. 4 △�

風雅和歌集� 光厳院� 貞和5 1349 20. 4 ◎�

新千載和歌集� 二条為定� 延文4 1359 26. 7 ◎�

新拾遺和歌集� 二条為明� 貞治3 1364 24. 0 ◎�

新後拾遺和歌集� 二条為重� 永徳2 1382 21. 8 ◎�

新続古今和歌集� 飛鳥井雅世� 永享11 1439 25. 8 ◎�

題林愚抄� 山科言緒か� 文安4 1447頃� 21. 4 ◇�

平忠度集� 平忠度� 文明16 1484 17. 8 △�

拾塵和歌集� 大内政弘� 明応6 1497 18. 2 △�

下葉和歌集� 堯恵� 明応7 1498頃� 15. 2 △�

閑塵集� 猪苗代兼載� 永正7 1510頃� 13. 7 △�

江戸時代�江戸時代�江戸時代�江戸時代� 挙白集� 木下長嘯子� 慶安2 1649 3.9 △�

林葉累塵集� 下河辺長流� 寛文10 1670 27. 0 ◇�

逍遊集� 松永貞徳� 延宝5 1677 11. 0 △�

往事集� 井上通女� 天和1 1681 6.0 △�

ふもとの塵� 河瀬菅雄� 天和2 1682 22. 2 ◇�

難波捨草� 浅井忠能� 貞享5 1688 19. 6 ◇�

堀江草� 浅井忠能� 元禄3 1690 17. 8 ◇�

若むらさき� 了然尼� 元禄4 1691 18. 9 ◇�

古学先生和歌集� 伊藤仁斎� 元禄14 1701 0.0 △�

鳥の迹� 戸田茂睡� 元禄15 1702 3.5 ◇�

三翁和歌永言集� 甘蔗氏元翠� 元禄15 1702 17. 2 ◇�

佐遊李葉� 祇園百合子� 享保12 1727 18. 9 △�

むろの八嶋� 石塚倉子� 寛延1 1748 3.4 △�

鈴屋集� 本居宣長� 寛政8 1796 12. 1 △�

春葉集� 荷田春満� 寛政10 1798 0.0 △�

恋歌比率（％）�恋歌比率（％）�恋歌比率（％）�恋歌比率（％）� 分類�分類�分類�分類�時代区分�時代区分�時代区分�時代区分� 歌集名�歌集名�歌集名�歌集名� 作者・編者�作者・編者�作者・編者�作者・編者�
成立年（年）�成立年（年）�成立年（年）�成立年（年）�

備考：◎：勅撰和歌集、◇：私撰集、△：私家歌集・個人歌集�

霞関集（再撰本）� 石野広通� 寛政11 1799 16. 4 ◇�

賀茂翁家集� 賀茂真淵� 享和1 1801 2.9 △�

うけらが花（初編）� 加藤千蔭� 享和2 1802 12. 3 △�

藤簍冊子� 上田秋成� 享和2 1802 0.0 △�

六帖詠草� 小沢盧庵� 文化1 1804 9.2 △�

亮々遺稿� 木下幸文� 文化5 1808 15. 6 △�

琴後集� 村田春海� 文化7 1810 7.9 △�

筑波子家集� 土岐筑波子� 文化10 1813 12. 7 △�

漫吟集類題� 契沖� 文化11 1814 7.1 △�

後鈴屋集� 本居春庭� 文化13 1816 17. 3 △�

雲錦翁家集� 賀茂季鷹� 文政3 1820 9.9 △�

稲葉集� 本居大平� 文政7 1824 8.8 △�

三草集� 松平定信� 文政10 1827 0.0 △�

桂園一枝� 香川景樹� 文政11 1828 9.1 △�

泊d舎集� 清水濱臣� 文政12 1829 8.3 △�

表1：恋歌比率変遷表
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元号年�元号年�元号年�元号年� 西暦年�西暦年�西暦年�西暦年�
恋歌比率（％）�恋歌比率（％）�恋歌比率（％）�恋歌比率（％）� 分類�分類�分類�分類�時代区分�時代区分�時代区分�時代区分� 歌集名�歌集名�歌集名�歌集名� 作者・編者�作者・編者�作者・編者�作者・編者�

成立年（年）�成立年（年）�成立年（年）�成立年（年）�

明治・大正時代�明治・大正時代�明治・大正時代�明治・大正時代� 海人の刈藻� 大田垣蓮月� 明治4 1871 3.4 △�

滝のしぶき� 黒田清綱� 明治11 1878 6.4 ◇�

月舎集� 横山由清� 明治14 1881 15. 0 △�

花仙堂家集� 松浪遊山� 明治14 1881 0.0 △�

岩倉贈太政大臣集� 岩倉具視� 明治19 1886 6.3 △�

御垣の下草� 税所敦子� 明治21 1888 4.4 △�

女子頴才集� 鈴木弘恭� 明治21 1888 0.0 ◇�

松のしづ枝� 間宮八十子� 明治24 1891 9.3 △�

竹柏園家集� 佐佐木弘綱� 明治25 1892 7.1 △�

深山乃落葉� 田辺槙子� 明治27 1894 4.0 △�

真爾園翁歌集� 大国隆正� 明治28 1895 1.5 △�

柳の露� 小池道子� 明治29 1896 2.8 △�

柳の一葉� 伊藤祐命� 明治30 1897 16. 7 △�

滝園歌集（初編）� 黒田清綱� 明治30 1897 1.6 △�

滝園歌集（第二編）� 黒田清綱� 明治35 1902 2.9 △�

御垣の下草（後編）� 税所敦子� 明治35 1902 0.0 △�

庭の摘草� 税所敦子� 明治36 1903 3.5 ◇�

放懐楼歌集� 芝山益子� 明治40 1907 4.0 △�

萩のしづく� 中島歌子� 明治41 1908 17. 8 △�

小出粲翁家集� 小出粲� 明治42 1909 6.3 △�

磯菜集� 西升子� 明治43 1910 0.0 △�

一葉歌集� 樋口夏子� 大正1 1912 21. 1 △�

滝園歌集（第三編）� 黒田清綱� 大正4 1915 3.0 △�

雪間の梅� 丸山宇米子� 大正11 1926 5.6 △�

備考：◎：勅撰和歌集、◇：私撰集、△：私家歌集・個人歌集�

江戸時代�江戸時代�江戸時代�江戸時代�

桂園一枝拾遺� 香川景樹� 嘉永2 1849 6.6 △�

柿園詠草� 加納諸平� 嘉永6 1853 7.8 △�

千々廼屋集� 千種有功� 安政2 1855 5.7 △�

しのぶ草（第二編）� 八田知紀� 安政2 1855 10. 2 △�

しのぶ草（第三編）� 八田知紀� 安政2 1855 10. 0 △�

しのぶ草（第四編）� 八田知紀� 安政2 1855 6.7 △�

大江戸倭歌集� 峰尾光世� 万延1 1860 13. 3 ◇�

菊園集� 菊池袖子� 文久1 1861 11. 6 △�

麦の舎集� 高畠式部� 文久2 1862 8.8 △�

景山詠草� 徳川斉昭� 慶応2 1866 7.8 △�

調鶴集� 井上文雄� 慶応3 1867 21. 6 △�

桂蔭� 渡忠秋� 慶応3 1867 5.0 △�

けぶりのすゑ� 多田千枝子� 文政13 1830 11. 5 △�

矢部正子小集� 矢部正子� 天保6 1835 2.4 △�

浦のしほ貝� 熊谷直好� 弘化2 1845 8.1 △�

 平安時代� 鎌倉・室町時代� 江戸時代� 明治・大正時代�

平均値（％）� 25.1 22.6 10.1 5.9 

標準偏差（％）� 7.02 4.86 6.47 5.93 

分散（％ 2）� 49.27 23.66 41.83 35.27 

最小値（％）� 16.5 13.7 0.0 0.0 

最大値（％）� 39.9 33.9 27.0 21.1 

標本数（－）� 12 30 45 24 

表2：恋歌比率の基本統計量�

表2：恋歌比率の基本統計量



さ
ら
に
、
江
戸
時
代
の
歌
集
で
注
目
す
べ
き
は
、
恋
歌
を
収
録
し
な
い
歌
集
が

出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
は
、
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
八
〜
一
七
○
五
）

の
『
古
学
先
生
和
歌
集
』（
元
禄
一
六
年
〈
一
七
○
三
〉
序
）
で
あ
る
三
九

。
仁
斎
が
、

恋
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
と
い
わ
ざ
る
を

得
ず
、
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
が
、
そ
れ
は
倫
理
的
な
立
場
か
ら
で
は
な
く
、

恐
ら
く
は
実
情
を
詠
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
仁
斎
、
も
し
く
は
仁
斎
に
連
な
る
所
謂
「
古
義
学
派
」
で
は
、

恋
歌
、
も
し
く
は
歌
を
倫
理
的
な
面
か
ら
糾
弾
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
仁
斎
の
場
合
、
和
歌
を
詩
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
『
古
学
先
生
文
集
』
巻
の
一
に
あ
る
「
和
歌
四
種
高
妙
の
序
」
中
に

詩
　
和
歌
と
、
源
を
一
に
し
て
派
殊
に
、
情
お
な
じ
ゅ
う
し
て
用
異
な
り
。

故
に
和
歌
の
説
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
詩
に
施
せ
ば
、
可
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
靡な

し
。
詩
の
評
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
和
歌
に
推
す
も
亦
然
り
。
両
つ
の
者
　
条

を
同
じ
ゅ
う
し
貫
を
共
に
し
、
一
一
吻
合
、
た
が
い
に
用
を
相あ

い

済な

さ
ず
と
い

う
こ
と
な
し
。
四
〇

と
い
う
文
章
に
も
表
れ
て
い
る
。
で
は
、
彼
の
詩
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
彼

の
詩
に
対
す
る
考
え
方
が
窺
え
る
文
章
が
『
語
孟
字
義
』
と
い
う
書
物
に
あ
る
。

詩
を
詠
む
の
法
、
善
な
る
者
は
も
っ
て
人
の
善
心
を
感
発
す
べ
し
、
悪
な
る

者
は
亦
も
っ
て
人
の
逸
志
を
懲
創
す
べ
し
と
、
固

ま
こ
と

な
り
。
し
か
れ
ど
も
詩
の

用
、
も
と
作
者
の
本
意
に
在
ら
ず
し
て
、
読
む
者
の
感
ず
る
と
こ
ろ
い
か
ん

と
い
う
に
在
り
。
け
だ
し
詩
の
情
、
千
彙
万
態
、
い
よ
い
よ
出
で
て
い
よ
い

よ
窮
ま
り
無
し
。
高
き
者
は
こ
れ
を
見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
た
め
に
高

く
、
卑ひ

く

き
者
は
こ
れ
を
見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
た
め
に
卑
し
。
円
た
り

方
た
り
、
そ
の
遇
す
る
と
こ
ろ
に
随
う
。
四
一

総研大文化科学研究 二四

�0
�5
�1�0
�1�5
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�3�0
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905 1278 1649 1813 1878 1912
西暦年�

% 恋歌比率�

表3:恋歌比率の変遷
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詩
と
い
う
も
の
は
作
者
の
意
図
と
は
関
係
な
く
、
読
者
が
ど
う
感
ず
る
か
に
依

る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
朱
子
学
者
達
の
、
詩
や
和
歌
を
作
者
の
意
図
が
反
映

さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
す
る
立
場
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
部
分
だ
け
を
読
め

ば
、
恋
歌
を
詠
ん
で
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
（
責
任
は
読
者
側
に
あ
る
の

だ
か
ら
）、
彼
ら
古
義
学
派
に
は
そ
れ
に
優
先
す
る
理
念
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
他
な
ら
ぬ
〈
情
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
当
時
の
仏
教
者

や
朱
子
学
者
が
厳
し
く
排
斥
し
よ
う
と
し
た
〈
情
〉
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
立

場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
仁
斎
の
長
男
、
東
涯
（
一
六
七
○
〜
一
七
三
六
）
の
著

書
、『
訓
幼
字
義
』
に
あ
る
次
の
よ
う
な
文
章
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章

と
は
、情

は
人
の
真
実
の
心
な
り
、
善
を
好
み
悪
を
悪
む
は
、
人
の
真
実
の
心
な
る

に
よ
り
て
、
是
を
情
と
い
ふ
、
又
色
を
好
み
食
を
嗜
の
た
ぐ
ひ
も
、
人
の
ま

こ
と
な
れ
ば
、
も
と
よ
り
情
と
い
ふ
べ
し
、
そ
れ
ゆ
へ
に
古
人
情
欲
情
愛
と

云
、
多
く
男
女
父
子
の
間
の
な
さ
け
を
い
ふ
、
此
こ
ゝ
ろ
は
お
ほ
れ
や
す
き

も
の
な
る
ゆ
へ
に
、
約
情
節
情
の
を
し
へ
あ
り
、
然
れ
ど
も
滅
情
と
い
ふ
は
、

仏
老
の
を
し
へ
に
落
て
、
聖
人
の
旨
に
あ
ら
ず
、
又
漢
儒
及
説
文
等
の
註
は
、

性
陽
情
陰
と
、
陰
陽
を
以
て
こ
れ
を
分
つ
、
こ
れ
は
た
ゞ
情
愛
情
欲
の
情
よ

り
か
く
差
別
し
て
、
善
を
こ
の
み
、
悪
を
に
く
む
も
、
人
の
ま
こ
と
な
れ
は
、

又
情
と
い
ふ
へ
き
事
を
し
ら
す
、
四
二

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
情
を
重
視
す
る
の
彼
等
の
考
え
方
は
、『
荘
子
』
に
影
響
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
東
涯
の
『
読
詩
要
領
』
と
い
う
書
物
に
、「
荘
子

に
五
経
の
事
を
説
き
て
。
詩
以
道
人
情
〈
詩
を
以
て
人
情
を
道い

ふ
―

訓
読
筆
者
〉

と
あ
り
。（
中
略
）
詩
と
云
も
の
は
。
面
面
の
志
を
の
べ
。
人
情
を
つ
く
し
た
る
書

と
い
ふ
こ
と
な
り
。
荘
子
は
異
端
の
書
な
れ
ど
も
。
こ
の
こ
と
ば
よ
く
詩
の
道
を

こ
と
わ
り
た
る
ゆ
へ
に
。
先
儒
以
来
常
に
引
用
せ
ら
る
。
詩
の
こ
と
ば
は
さ
ま
ざ

ま
な
れ
ど
も
。
道
人
情
〈
人
情
を
道
ふ
―

訓
読
筆
者
〉
と
い
ふ
の
一
句
に
て
つ
ゝ

ま
る
こ
と
な
り
」
四
三

と
あ
り
、
先
儒
（
仁
斎
）
以
来
、『
荘
子
』
中
の
「
詩
を
以
て

人
情
と
い
う
」
と
い
う
考
え
が
、
彼
等
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、

こ
の
文
章
は
示
し
て
い
る
。
彼
ら
が
、
朱
子
学
者
の
と
る
文
学
観
を
意
識
し
て
い

る
事
は
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
が
、
彼
ら
の
詩
観
、
和
歌

観
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
仁
斎
が
恋
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
理
由
は
、
実
情
を
あ
ら

わ
す
よ
う
な
恋
歌
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
が
最
も
適
当
な
解
釈
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
仁
斎
の
歌
集
、
も
し
く
は
思
想
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
の

が
、
荷
田
春

あ
ず
ま

満ま
ろ

（
一
六
六
九
〜
一
七
三
六
）
で
あ
る
。
彼
の
家
集
『
春
葉
集
』

（
前
出
）
の
序
に
は
荷
田
信
美
（
一
七
五
○
〜
一
八
二
七
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
次

の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

又
曰
く
、
古
は
真
心
を
み
て
思
ひ
を
の
み
述
ぶ
れ
ば
お
の
づ
か
ら
直
か
り
し

に
、
題
を
と
り
て
よ
め
る
よ
り
詞
を
飾
り
心
を
さ
へ
巧
み
に
作
れ
ば
、
く
る

し
げ
な
る
も
か
つ
か
つ
見
ゆ
る
ぞ
か
し
。
四
季
雑
の
題
は
見
し
折
お
も
ひ
い

で
て
も
よ
む
べ
し
、
異
国
な
る
は
筆
の
あ
と
に
て
も
お
ほ
よ
そ
に
心
え
し
る

べ
し
。
を
と
こ
女
の
な
か
ら
ひ
何
く
れ
の
物
に
よ
せ
心
に
も
あ
ら
ぬ
あ
だ
し

言
を
い
ひ
出
せ
る
は
、
真
を
の
ぶ
る
歌
の
本
意
な
ら
ず
と
て
、
恋
の
題
を
ふ

つ
に
よ
ま
ず
。
四
四

伴
蒿
蹊
（
一
七
三
三
〜
一
八
○
六
）
の
著
作
で
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
一
）
に

初
版
が
刊
行
さ
れ
た
、『
近
世
畸
人
伝
』
巻
之
三
に
も
、『
春
葉
集
』
に
関
す
る
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。



又
中
世
已
後
、
淫
風
を
な
せ
る
を
い
き
ど
ほ
り
て
、
生
涯
恋
歌
を
詠
ぜ
ず
。

そ
の
家
集
を
見
る
に
、
当
座
に
よ
せ
こ
ひ
の
題
を
さ
ぐ
り
て
は
、
其
物
を
雑

に
な
し
て
よ
め
り
。
四
五

こ
の
二
つ
の
記
述
は
意
味
合
い
が
大
き
く
違
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
春
満
が
恋
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
の
は
、
前
者
が
真
実
を
述
べ
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
だ
と
い
う
の
に
対
し
、
後
者
は
恋
歌
が
「
淫
風
を
な
せ
る
」
が
故
だ
と

述
べ
て
い
る
。『
春
葉
集
』
の
序
が
書
か
れ
た
の
が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
か

ら
一
○
年
の
間
と
思
わ
れ
る
の
で
、『
近
世
畸
人
伝
』
と
の
間
に
、
時
間
的
な
差
は

ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
れ
故
、
伝
承
さ
れ
る
間
に
変
化
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

梶
田
治
（
生
没
年
未
詳
）
は
、
こ
の
記
述
内
容
の
差
が
、
両
者
の
見
解
の
違
い
、

す
な
わ
ち
前
者
が
芸
術
的
な
立
場
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
道

徳
的
な
立
場
（
恋
歌
を
淫
奔
の
媒
と
考
え
る
朱
子
学
的
立
場
）
か
ら
見
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
う
四
六

。
だ
が
、
春
満
が
仁
斎
の
影
響
を
強
く
受
け
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
春
葉
集
』
序
の
解
釈
の
方
が
よ
り
適
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
春
満
も
恋
歌
に
「
真
心
」
す
な
わ
ち
「
実
情
」
を
詠
み
こ

む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、『
伊
勢
物

語
童
子
問
』（
享
保
十
四
年
〈
一
七
二
九
〉
以
前
の
成
立：

こ
の
書
名
は
仁
斎
の

『
童
子
問
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
に
お
い
て
、
春
満
は

『
伊
勢
物
語
』
を
「
此
物
語
、
実
事
を
作
る
こ
と
な
く
、
一
条
も
人
道
の
助
に
は
な

ら
で
、
好
色
不
義
の
媒
と
な
る
べ
き
作
物
が
た
り
」
と
し
な
が
ら
も
、「
歌
学
の
本

源
、
道
学
の
論
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
は
、

朱
子
学
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
彼
の
判
断
基
準
は
「
実
」

か
、「
虚
」
か
、
で
あ
っ
た
。
春
満
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
「
虚
」
の
物
語
と
断
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
古
今
和
歌
集
』

や
『
後
撰
和
歌
集
』
な
ど
を
史
実
、
つ
ま
り
「
実
」
と
考
え
た
こ
と
と
関
わ
り
が

深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
春
満
は
、
古
歌
（
漠
然
と
中
世
以
前
の
和
歌
を
指
す
）
と

い
う
の
は
「
ま
こ
と
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
歌
は
本
来
そ
う
い
っ
た
も
の
で

あ
る
の
に
、
中
世
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
詠
ま
れ
た
恋
歌
は
、
真
実
を
述
べ

て
い
な
い
、
と
判
断
し
、
恋
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
春
満
の
『
春
葉
集
』
は
、
少
な
く
と
も
二
人
の
人
物
の
恋
歌

観
に
影
響
を
与
え
た
。
一
人
は
、
伴
蒿
蹊
（
一
七
三
三
〜
一
八
○
六
）、
も
う
一
人

は
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
〜
一
八
○
九
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
な

い
が
、
彼
ら
の
恋
歌
観
は
明
ら
か
に
『
春
葉
集
』
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
恋
歌
も
非
常
に
少
な
い
。
松
平
定
信
（
一
七
五
八
〜
一
八
二
九
）
も
自
家

集
『
三
草
集
』
に
恋
歌
を
全
く
載
せ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
も
春
満
ら
の
考
え
と
同

じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
禿
筆
余
興
』
で
彼
は
恋
歌
を
詠
ま
な
い
理
由
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
恋
の
道
は
人
々
つ
ゝ
し
む
道
を
な
ど
、
古
の
み
だ
り
か
は
し
き
に
な

ら
ひ
て
よ
み
侍
ら
ん
や
。
今
は
ま
た
恋
の
山
路
に
た
ち
い
ら
ざ
る
も
の
も
、

古
へ
の
人
の
よ
み
お
き
し
歌
な
ど
に
な
ら
ひ
て
め
た
に
よ
み
侍
る
は
い
か
な

る
事
ぞ
。
い
ろ
な
ん
ど
は
さ
ら
な
り
。
人
な
ど
に
も
み
す
べ
き
も
の
に
し
あ

ら
ず
。（
中
略
）
然
れ
ど
も
、
古
の
人
の
恋
の
歌
よ
む
は
、
ま
こ
と
の
其
情
よ

り
出
た
る
ゆ
ゑ
、
い
と
ふ
か
し
。
今
の
人
、
恋
の
道
へ
い
ら
ぬ
も
の
、
も
と

め
て
古
の
人
の
歌
な
ど
に
ま
な
び
詠
侍
る
は
、
ぬ
す
人
の
道
を
ま
な
び
て
人

に
は
ぢ
ず
は
な
し
も
の
す
る
が
如
し
。
四
七

端
的
に
言
え
ば
、
昔
か
ら
の
習
慣
に
よ
っ
て
恋
歌
を
詠
む
の
は
何
故
な
の
か
わ

か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
人
の
人
の
歌
は
誠
の
情
よ
り
出
て
い
る
か

ら
良
い
け
れ
ど
も
、
当
世
の
人
で
恋
に
関
係
な
い
人
ま
で
古
歌
の
恋
歌
を
ま
ね
て

詠
む
の
は
、
ま
る
で
盗
み
の
方
法
を
学
ん
で
、
そ
れ
を
恥
じ
な
い
人
の
態
度
と
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
決
し

て
道
徳
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
事
実
に
基
づ
く
事
柄
を
詠
ん
で
い
る
か
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ど
う
か
、
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
恋
歌
を
詠
ま
な
い
、
あ
る
い
は
歌
集
に
載
せ
な
い
、
と
い
う
人

の
多
く
は
、
倫
理
的
な
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
実
情
を
詠
む
こ
と
が
難
し
い
、
あ

る
い
は
出
来
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
傾
向
は
、
当
時
の

和
歌
、
そ
れ
も
恋
歌
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
題
詠
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
情
と
も

関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
題
詠
を
直
接
批
判
す
る
よ
う
な
言
説
は
、
江
戸
も
後
期
を

俟
た
な
い
と
声
高
に
は
主
張
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
様
々
な

と
こ
ろ
に
顕
現
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
恋
歌
比
率
が
極
端
に
高
い
一
派
も
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
江
戸
派
」
と
よ
ば
れ
る
歌
人
集
団
の

流
れ
を
引
く
人
々
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
明
治
初
期
の
歌
壇
は
「
桂
園
派
」

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。「
桂
園
派
」
の
人
々
は
多
く
の
恋
歌
を
残
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
賀
茂
真
淵
―

加
藤
千
蔭
・
村
田
春
海
―

岸
本
由
豆
流
―

井
上
文

雄
・
加
藤
千
浪
と
い
う
系
統
、
い
わ
ゆ
る
「
江
戸
派
」
を
引
き
継
い
だ
一
派
に
だ

け
は
、
恋
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
名
前
を
挙
げ
る
と
、
井
上

文
雄
、
横
山
由
清

よ
し
き
よ

、
伊
東
祐
命

す
け
こ
と

、
中
島
歌
子
、
樋
口
一
葉
な
ど
が
そ
れ
に
相
当
す

る
。
こ
の
人
々
に
は
、
従
来
の
恋
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
言
葉
（
例
え
ば
俳
諧
で
使

用
さ
れ
る
言
葉
）
や
、
新
し
い
女
性
の
心
意
気
を
示
す
よ
う
な
新
し
い
表
現
方
法
、

な
い
し
思
想
を
読
み
込
ん
で
い
る
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
井

上
文
雄
、
中
島
歌
子
に
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
二
人
を
取
り

上
げ
、
そ
の
特
徴
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
に
す
る
。

井
上
文
雄
（
一
八
○
○
〜
一
八
七
一
）
は
、
江
戸
に
生
ま
れ
、
江
戸
派
村
田
春

海
門
の
岸
本
由
豆
流
（
一
七
八
九
〜
一
八
四
六
）
な
ど
に
国
学
を
学
ん
だ
。
佐
佐

木
信
綱
（
一
八
七
二
〜
一
九
六
三
）
に
よ
る
と
、
彼
は
「
撰
集
よ
り
も
家
集
を
自

由
に
し
て
個
人
性
の
発
揮
さ
れ
た
の
を
喜
」
び
、
そ
の
歌
風
は
「
総
じ
て
優
美
な

う
ち
に
打
寛
ろ
い
だ
趣
」
が
あ
る
と
い
う
四
八

。『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
は
、「
家
集

『
調
鶴
集
』
に
は
、
後
の
和
歌
革
新
に
先
行
す
る
清
新
な
詠
歌
が
見
ら
れ
る
」
と
し

て
い
る
四
九

。『
調
鶴
集
』
は
、
現
存
伝
本
に
写
本
と
版
本
と
が
あ
り
、『
新
編
国
歌

大
観
』（
以
下
『
大
観
』
と
す
る
）
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
版
本
を
底
本
と

し
て
い
る
。『
大
観
』
掲
載
の
『
調
鶴
集
』
は
、
総
歌
数
九
三
九
首
、
四
季
歌
・
恋

歌
・
雑
歌
か
ら
な
る
。『
調
鶴
集
』
の
恋
歌
は
二
○
三
首
あ
る
が
、
そ
の
「
恋
の
歌
」

は
次
の
歌
か
ら
始
ま
る
。
題
は
「
恋
」
で
あ
り
、
歌
は

是
ぞ
此
神
の
は
じ
め
し
よ
の
中
の
物
の
あ
は
れ
を
し
る
と
い
ふ
道

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
彼
の
恋
に
対
す
る
考
え
方
が
窺
わ
れ
よ
う
。

恋
は
こ
の
国
の
は
じ
め
か
ら
あ
る
も
の
で
、
し
か
も
「
あ
は
れ
を
し
る
」
道
で
あ

る
と
い
う
の
が
、
彼
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
集
の
恋
歌
は
、
総
じ
て
平
明
で
、
愉

快
で
さ
え
あ
る
。
諧
謔
的
で
あ
り
、
か
つ
情
熱
的
で
明
る
い
印
象
を
受
け
る
五
〇

。

例
え
ば
、「
片
恋
」
と
い
う
題
詠
は

人
し
れ
ぬ
草
葉
隠
れ
の
は
ぬ
け
鳥
か
た
は
に
物
を
お
も
ひ
け
る
か
な

と
い
う
も
の
で
あ
る
五
一

。
こ
れ
を
他
の
歌
集
と
比
べ
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
本
居
宣
長
（
一
七
三
○
〜
一
八
○
一
）
の
『
鈴
屋
歌
集
』
と
比
べ
て

み
る
。『
鈴
屋
歌
集
』
に
は
「
片
思
」
と
い
う
題
詠
が
三
首
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の

歌
は

関
守
の
う
ち
ぬ
る
ひ
ま
は
あ
る
よ
ひ
も
心
か
よ
は
ぬ
中
は
か
ひ
な
し

と
い
う
も
の
で
、「
片
思
」
の
感
情
が
十
分
に
出
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
残
り
の

二
首
も
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
。
次
に
桂
園
派
歌
人
で
あ
る
熊
谷
直
好
（
一
七
八
二

〜
一
八
六
二
）
の
歌
集
『
浦
の
し
ほ
貝
拾
遺
』
と
比
べ
て
み
よ
う
。『
浦
の
し
ほ
貝

拾
遺
』
収
載
の
「
片
思
」
の
歌
、



我
の
み
や
か
な
し
き
も
の
と
眺
む
ら
ん
む
な
し
き
空
に
た
て
る
白
雲

と
い
う
歌
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
こ
の
歌
は
「
片
思
」
の
気
持
ち
は
十
分
表
現
で

き
て
い
る
が
、
旧
来
の
和
歌
の
発
想
や
表
現
の
域
を
出
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

井
上
の
歌
と
性
質
を
全
く
異
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
五
二

。
こ
の
よ
う

に
一
読
す
れ
ば
、
井
上
の
歌
風
が
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
俳
諧
的

な
要
素
を
多
分
に
取
り
入
れ
、
そ
れ
が
彼
独
自
の
歌
風
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ

れ
に
加
え
、
彼
は
奇
抜
な
題
詠
を
行
な
っ
て
い
る
。
恋
題
に
限
っ
て
言
え
ば
、
従

来
の
も
の
に
加
え
、「
懸
命
恋
」、「
等
恋
五
人
」、「
等
思
七
人
」
な
ど
と
い
っ
た
、

こ
れ
ま
で
に
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
題
詠
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
か
ら
見
れ
ば
、
井
上
は
ず
い
ぶ
ん
独
創
的
な
歌
人
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

け
れ
ど
も
、
正
岡
子
規
（
一
八
六
七
〜
一
九
○
二
）
に
と
っ
て
は
所
詮
、
失
望
の

対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
子
規
は
、「
曙
覧
の
歌
」
と
い
う
一
文
に
『
調
鶴
集
』
を

読
ん
だ
印
象
を
残
し
て
い
る
。

或
人
余
に
勧
め
て
俊
頼
集
文
雄
集
曙
覧
集
を
見
よ
と
い
ふ
。
其
斯
く
い
ふ
は

三
家
の
集
が
尋
常
歌
集
に
異
な
る
所
あ
る
を
以
て
な
り
。
先
づ
源
俊
頼
の
散

木
奇
歌
集
を
見
て
失
望
す
。
い
く
ら
か
の
珍
し
き
語
を
用
ゐ
た
る
外
に
何
の

珍
し
き
事
も
あ
ら
ぬ
な
り
。
次
に
井
上
文
雄
の
調
鶴
集
を
見
て
亦
失
望
す
。

こ
れ
も
物
語
な
ど
に
あ
り
て
普
通
の
歌
に
用
ゐ
ざ
る
語
を
用
ゐ
た
る
外
に
何

の
珍
し
き
事
も
あ
ら
ぬ
な
り
。
五
三

子
規
は
、『
散
木
奇
歌
集
』、『
調
鶴
集
』、『
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
が
普
通
の
歌
集

と
は
趣
が
違
う
の
で
読
ん
で
み
ろ
と
人
に
勧
め
ら
れ
た
が
、
先
の
二
歌
集
に
は
用

語
以
外
に
お
も
し
ろ
み
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
局
、

子
規
は
橘
曙
覧
（
一
八
一
二
〜
一
八
六
八
）
を
高
く
評
価
し
た
。
子
規
の
評
価
は

と
も
か
く
、
こ
の
記
述
で
は
二
つ
の
事
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、『
調
鶴
集
』
が

普
通
の
歌
集
と
は
趣
を
異
に
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
、

そ
の
趣
の
違
い
と
し
て
珍
し
い
用
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
数
あ
る
歌
集
の
中
で
も

井
上
文
雄
の
歌
集
は
一
風
変
っ
た
歌
集
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
特
に
用
語

の
面
に
お
い
て
従
来
の
歌
集
と
の
差
異
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
、
中
島
歌
子
（
一
八
四
四
〜
一
九
○
三
）
は
、
十
八
歳
の
時
、
水
戸
藩
士

林
忠
左
衛
門
に
嫁
す
が
、
藩
内
の
争
い
で
夫
は
殺
さ
れ
、
未
亡
人
と
な
る
。
後
に

生
家
に
戻
り
、
加
藤
千
浪
の
門
人
と
な
っ
て
、
和
歌
を
学
ん
だ
。「
萩は

ぎ

の
舎

の

や

」
と
号

し
た
五
四

。『
女
人
和
歌
大
系
』
に
お
け
る
彼
女
の
評
価
は
、「
江
戸
派
に
終
始
し
類

型
的
な
も
の
が
多
い
。
特
に
歌
風
に
執
せ
ず
女
性
の
い
ま
だ
学
ぶ
道
の
開
か
れ
て

い
な
か
つ
た
時
に
一
般
教
養
と
し
て
の
和
歌
へ
の
道
を
広
く
開
い
た
こ
と
に
意
味

が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
歌
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
五
五

。
門
下
に
樋
口
一
葉
（
一
八
七
二
〜
一
八
九
六
）、
三
宅
花
圃
（
一
八
六
八

〜
一
九
四
三
）、
田
辺
龍
子
（
夏
子：

一
八
七
二
〜
一
九
四
六
）
が
い
る
。
彼
女
の

事
績
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
樋
口
一
葉
研
究
の
一
環
と
し
て
比
較
的
研
究

が
進
ん
で
い
る
五
六

。
彼
女
の
歌
集
『
萩
の
し
ず
く
』
は
、
明
治
四
一
年
（
一
九
○

八
）
に
上
下
二
巻
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
没
後
五
年
祭
に
際
し
、
三
宅

花
圃
が
撰
修
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
構
成
は
、
春
歌
か
ら
始
ま
る
四
季
歌

が
五
七
○
首
、
恋
歌
が
一
六
二
首
、
雑
歌
が
一
七
六
首
で
、
総
歌
数
九
○
八
首
と

な
っ
て
い
る
。
彼
女
の
恋
歌
に
は
特
異
な
題
の
も
の
が
多
い
。
い
く
つ
か
例
を
挙

げ
る
と
、「
恋
力
」、「
恋
声
」、「
恋
車
」
な
ど
と
い
っ
た
従
来
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

題
の
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
歌
は
総
じ
て
力
強
く
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
な
い

意
思
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
例
え
ば
、「
人
妻
」
と
い
う
題
詠
歌
は

い
と
ふ
な
よ
人
の
つ
ま
と
は
し
り
な
が
ら
か
か
る
心
も
宿
世
な
ら
ず
や

総研大文化科学研究 二八
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
恋
声
」
と
い
う
題
詠
歌
で
は

仄
な
る
こ
ゑ
に
も
胸
は
と
ど
ろ
き
の
は
し
た
な
き
ま
で
見
ま
ほ
し
き
か
な

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。「
人
妻
」
と
い
う
題
詠
で
は
「
恋
す
る
人
が
た
と
え
人
妻

で
あ
っ
た
と
し
て
も
決
し
て
避
け
て
は
い
け
な
い
、
そ
れ
は
前
世
か
ら
の
因
縁
で

は
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
具
合
で
、
世
間
に
対
す
る
恐
れ
や
、
背
徳
心
な
ど
と
い

っ
た
も
の
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
大
胆
な
歌
と
い
え
よ
う
。
姦
通
罪
さ
え
あ
っ
た

時
代
に
、
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
、
驚
く
に
充
分
値
す
る
。

ま
た
、「
恋
声
」
の
題
詠
は
「
ふ
と
し
た
機
会
に
遠
く
あ
な
た
の
声
を
聞
い
た
と
き
、

私
の
胸
は
高
鳴
り
ま
し
た
。
そ
し
て
女
で
あ
る
こ
と
の
た
し
な
み
ま
で
忘
れ
る
ほ

ど
に
、
あ
な
た
と
二
人
き
り
で
お
会
い
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
お
伝
え
せ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
と
ど
ろ
き
の

は
し

●

●

」（
近
江
国
の
歌
枕
）
と
「
は
し

●

●

た
な
き
」
の
掛
詞
な
ど
の
修
辞
が
使
わ
れ
て

い
る
も
の
の
、
歌
の
内
容
は
非
常
に
大
胆
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
恋
歌

を
楽
し
ん
で
作
っ
て
い
る
よ
う
な
気
配
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、『
女
人
和
歌
大
系
』
で
は
「
類
型
的
な
も
の
が
多
い
」
と
い

う
評
価
で
あ
っ
た
が
、
こ
と
恋
歌
に
関
し
て
は
、
同
時
代
の
他
の
女
性
歌
人
に
は

見
ら
れ
な
い
よ
う
な
意
思
の
強
さ
と
、
新
鮮
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
試

み
に
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
生
ま
れ
の
桂
園
派
歌
人
で
あ
る
小
池
道
子
（
一

八
四
五
〜
一
九
二
九
）
の
歌
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
彼
女
の
家
集
『
柳
の
露
』
に

所
載
の
「
春
恋
」
と
い
う
題
詠
歌
は
、

雨
た
り
の
音
か
す
か
な
る
春
夜
も
物
お
も
ひ
を
れ
ば
し
づ
心
な
し

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
小
池
の
恋
歌
は
総
じ
て
も
の
静
か
で
、
か
つ
受
動
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
を
含
め
、
そ
れ
ま
で
の
和
歌
で
は
総
じ
て
女
性
の
恋
歌

は
受
動
的
な
表
現
を
と
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
う
い
う
伝
統
と
、
時
代
的
背

景
を
考
え
る
と
中
島
の
恋
歌
は
、
決
し
て
「
類
型
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
与
謝
野
晶
子
に
通
じ
る
よ
う
な
、
新
鮮
さ
と
大
胆
さ
さ
え
感
じ
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
。

井
上
や
中
島
の
よ
う
な
一
部
の
歌
人
た
ち
は
、
歌
語
の
革
新
、
あ
る
い
は
新
題

で
も
っ
て
新
し
い
和
歌
、
恋
歌
の
形
を
模
索
し
て
い
た
。
彼
ら
の
表
現
方
法
や
モ

チ
ー
フ
か
ら
、
い
ず
れ
到
来
す
る
新
派
和
歌
（
近
代
短
歌
）
に
通
じ
る
よ
う
な
要

素
は
、
十
分
感
応
す
る
こ
と
で
き
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恋
歌
は
ど
ん
ど
ん
歌
集
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
恋
歌
が
本
当
に
詠
ま
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
証
左
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
的
を
え
た
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

現
実
は
、
歌
塾
な
ど
で
恋
歌
を
詠
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
集
と
し
て
公

に
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
故
意
に
除
く
と
い
っ
た
操
作
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
も

十
分
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
、
恋
歌
を
堂
々
と
発
表
し
て
も
よ
い
よ
う
な

社
会
的
環
境
が
、
徐
々
に
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
。
そ
れ
に
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
儒
教
的
な
倫
理
観
の
高
ま
り
も
勿
論
あ
る

だ
ろ
う
が
、
本
章
で
述
べ
た
よ
う
に
真
情
を
吐
露
で
き
な
い
、
吐
露
し
に
く
い
と

い
っ
た
考
え
方
や
環
境
が
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。次

章
で
は
、
歌
集
に
お
け
る
恋
部
の
構
造
変
化
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
影
響
を
江
戸
時
代
の
恋
歌
に
与
え
た
か
、
を
探
っ
て
み
た
い
。

第
三
章：

恋
歌
の
質
的
変
化
―
恋
部
に
お
け
る
内
部
構
造
の
変
化

第
二
章
に
お
い
て
、
恋
歌
が
江
戸
時
代
以
降
、
徐
々
に
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
量
の
変
化
を
見
た
の
み
で
、
質
の
変
化
に

つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
質
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
よ



う
と
思
う
。

特
に
、
本
稿
で
は
、
歌
集
に
お
け
る
恋
部
の
構
造
に
注
目
し
、
議
論
を
す
す
め

た
い
と
思
う
。

江
戸
時
代
の
歌
集
の
構
造
を
見
る
前
に
、
ま
ず
そ
れ
以
前
の
歌
集
に
ど
の
よ
う

な
構
造
変
化
が
あ
っ
た
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
江
戸
時
代
よ
り
前
の
時
代
、
歌
壇
、
歌
人
た
ち
に
最
も
影
響

力
の
あ
っ
た
勅
撰
和
歌
集
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ

の
勅
撰
和
歌
集
の
構
造
、
配
列
が
そ
の
時
代
の
規
範
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

勅
撰
和
歌
集
の
恋
部
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
観
点
で
論
じ
る
か
が
、
問
題
と

な
っ
て
く
る
が
、
本
論
稿
で
は
、
恋
部
が
ど
の
よ
う
な
形
で
終
わ
る
の
か
、
と
い

う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
観
点
を
導
入
し
た
の
は
、
決
し
て
恣
意
的
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
明
確
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
恋
部
に
限
ら
ず
、
あ

る
部
立
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
巻
頭
歌
と
巻
軸
歌
（
こ
こ
で
は
各
部
の
初
め
と
終

わ
り
の
歌
を
さ
す
。
以
下
同
）
は
、
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

就
中
、
巻
頭
歌
は
、
順
徳
院
（
一
一
九
七
〜
一
二
四
二
）
が
『
八
雲
御
抄
』
で
そ

の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
然
る
べ
き
人
物
で
あ
る
必
要
が
あ
っ

た
五
七

。
そ
れ
故
、
こ
れ
ま
で
に
も
巻
頭
歌
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
研
究
が
な
さ
れ

て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
巻
軸
歌
は
そ
の
部
を
閉
め
る
役
割
を
担
う
と
い
う
重
要
な

役
割
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

恋
の
経
過
順
に
恋
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
歌
集
の
場
合
、
巻
頭
歌
が
常
に
恋
の
始
ま

り
で
あ
る
の
に
対
し
、
巻
軸
歌
は
比
較
的
自
由
度
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
恋
部
を

ど
の
よ
う
な
形
で
終
え
る
か
は
撰
者
の
撰
集
態
度
や
時
代
の
嗜
好
が
反
映
さ
れ
や

す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
勅
撰
二
一
代
集
に
つ
い
て

恋
部
の
巻
軸
歌
を
調
べ
た
。
各
勅
撰
和
歌
集
の
巻
軸
歌
を
表
に
し
た
の
が
、
表
４

で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

①
『
詞
花
和
歌
集
』
以
後
、
巻
軸
に
恋
を
総
括
す
る
歌
が
消
滅
す
る
。

②
『
千
載
和
歌
集
』
か
ら
「
う
ら
む
」
歌
が
巻
軸
に
く
る
事
が
多
く
な
る
。
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歌集�歌集�歌集�歌集� 作者�作者�作者�作者� 歌�歌�歌�歌� 巻名�巻名�巻名�巻名�

古今和歌集� よみ人しらず� 流れては妹背の山のなかにおつるよしのの河のよしや世中� 恋歌五�

後撰和歌集� 藤原ときふる� あらたまの年はけふあすこえぬべし相坂山を我やおくれん� 恋六�

拾遺和歌集� よみ人しらず� かしまなるつくまの神のつくづくとわが身ひとつにこひをつみつる� 恋五�

後拾遺和歌集� 和泉式部� しらつゆもゆめもこのよもまぼろしもたとへていへばひさしかりけり� 恋五�

金葉和歌集� 源俊頼朝臣� あさましやこはなに事のさまぞとよこひせよとてもむまれざりけり� 恋部下�

詞花和歌集� よみ人しらず� わすらるる人めばかりをなげきにてこひしきことのなからましかば� 恋下�

千載和歌集� 和泉式部� うらむ�うらむ�うらむ�うらむ�べき心ばかりはあるものをなきになしてもとはぬ君かな� 恋歌五�

新古今和歌集� よみ人しらず� さしてゆくかたはみなとのうらたかみう�ら�み�うらみ�うらみ�うらみ�てかへるあまのつりぶね� 恋歌五�

新勅撰和歌集� つらゆき� 花ならではななるものはしかすがにあだなる人の心なりけり� 恋歌五�

続後撰和歌集� 三条院女蔵人左近� ことさらにう�ら�む�うらむ�うらむ�うらむ�ともなしこのごろのねざめばかりをしらせてしかな� 恋歌五�

続古今和歌集� 前大納言為家� いさしらずなるみのうらにひくしほのはやくぞ人はとほざかりにし� 恋歌五�

続拾遺和歌集� 正三位知家� おちたぎつよしのの川やいもせ山つらきが中の涙なるらん� 恋歌五�

新後撰和歌集� 近衛関白左大臣� うきながらなれぬる物はとし月のつらさをかこつなみだなりけり� 恋歌六�

玉葉和歌集� 和泉式部� 夕暮は人のうへさへなげかれぬまたれし比に思ひあはせて� 恋歌五�

続千載和歌集� 左京大夫顕輔� つらからむことのはもがな侘びつつはう�ら�み�うらみ�うらみ�うらみ�てだにもなぐさめにせむ� 恋歌五�

続後拾遺和歌集� 従二位家隆� とこは海まくらは山となりぬべしなみだも塵も積るう�ら�み�うらみ�うらみ�うらみ�は� 恋歌四�

風雅和歌集� 前大納言為氏� わすれじの人のたのめはかひなくていけるばかりのとし月ぞうき� 恋歌五�

新千載和歌集� 寂蓮法師� よしさらばつらき人ゆゑくたしてん身をう�ら�み�うらみ�うらみ�うらみ�てもぬれぬ袖かは� 恋歌五�

新拾遺和歌集� 後嵯峨院御製� 忘れじのことのはなくは中中にとはぬ月日をう�ら�み�うらみ�うらみ�うらみ�ざらまし� 恋歌五�

新後拾遺和歌集� 伏見院御製� つらしとて人をう�ら�み�うらみ�うらみ�うらみ�んことわりのなきにうき身のほどぞしらるる� 恋歌五�

新続古今和歌集� 万秋門院一条� あしがきのまぢかくみえし通路はたがうきかたにへだてはつらん� 恋歌五�

表4：恋部巻末歌一覧
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か
を
、
分
布
図
と
し
て
示
し
た
の
が
、
図
１
で
あ
る
（
歌
詞
、
詞
書
の
両
方
に
該

当
語
が
あ
る
場
合
は
、
一
首
と
カ
ウ
ン
ト
し
た
）。
こ
こ
で
は
、
歌
集
に
よ
っ
て
恋

歌
の
歌
数
が
違
う
の
で
、
恋
部
全
体
を
１
０
０
％
と
し
た
（
た
だ
し
『
拾
遺
和
歌

集
』
の
「
雑
恋
」
部
は
恋
部
と
し
て
連
続
性
が
な
い
の
で
除
外
し
た
）。
そ
れ
が
横

軸
で
あ
る
。
縦
軸
は
歌
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
集
の
前
の
番
号
は
、
勅
撰

和
歌
集
の
中
で
何
番
目
に
選
ば
れ
た
か
を
表
し
た
も
の
で
、
数
字
の
小
さ
い
も
の

ほ
ど
早
い
時
期
に
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
（
カ
ッ
コ
内
に
お
お
よ
そ
の
成
立
年
を

付
記
し
た
）。

③
『
玉
葉
和
歌
集
』、『
風
雅
和
歌
集
』、『
新
続
古
今
和
歌
集
』
な
ど
、
二
条
派
歌

人
以
外
の
手
に
よ
る
撰
集
の
巻
軸
に
は
、「
う
ら
む
」
歌
は
配
さ
れ
て
い
な
い
。

若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。『
詞
花
和
歌
集
』
以
前
の
歌
集
で
は
、『
古
今

和
歌
集
』
を
は
じ
め
と
し
て
巻
軸
歌
に
恋
を
総
括
す
る
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
の
巻
軸
歌
は
よ
み
人
し
ら
ず
の

流
れ
て
は
妹
背
の
山
の
な
か
に
お
つ
る
よ
し
の
の
河
の
よ
し
や
世
中

と
い
う
歌
で
あ
る
。
藤
原
清
輔
（
一
一
○
四
〜
一
一
七
七
）
が
『
奥
儀
抄
』
の
中

で
「
男
女
の
な
ら
か
ひ
を
す
べ
て
い
ひ
た
る
歌
に
て
、
恋
部
の
は
て
に
も
此
歌
を

ば
た
て
る
也
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
恋
が
果
て
た
後
に
回
顧
し
な
が
ら
そ
れ

を
総
括
し
て
い
る
歌
で
あ
る
五
八

。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
『
金
葉
和
歌
集
』
ま
で
続

く
が
、『
詞
花
和
歌
集
』
か
ら
は
恋
を
回
顧
、
総
括
す
る
歌
は
消
滅
す
る
。
か
わ
っ

て
表
れ
る
の
が
「
う
ら
む
」
歌
で
巻
軸
を
閉
じ
る
方
法
で
あ
る
。『
千
載
和
歌
集
』

の
巻
軸
は
、
和
泉
式
部
（
生
没
年
不
詳
）
の
歌
、

う
ら
む
べ
き
心
ば
か
り
は
あ
る
も
の
を
な
き
に
な
し
て
も
と
は
ぬ
君
か
な

で
あ
る
。
大
意
は
「
あ
な
た
を
恨
め
る
な
ら
う
ら
み
た
い
気
持
ち
は
あ
る
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
気
持
ち
さ
え
抱
い
て
い
る
私
を
無
視
な
さ
っ
て
訪
ね
て
下
さ
ら
な

い
の
で
す
ね
」
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
以
後
の
勅
撰
和
歌
集
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
う
ら
む
」
歌

が
巻
軸
に
配
さ
れ
る
。
例
外
は
、
京
極
派
の
撰
に
よ
る
『
玉
葉
和
歌
集
』、『
風
雅

和
歌
集
』、
あ
る
い
は
飛
鳥
井
雅
世
（
一
三
九
○
〜
一
四
五
二
）
撰
の
『
新
続
古
今

和
歌
集
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
事
実
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
歌

詞
、
詞
書
に
「
う
ら
む
」「
う
ら
み
」
な
ど
の
言
葉
が
入
っ
て
い
る
歌
（
以
下
「
う

ら
み
歌
」
と
す
る
）
を
抽
出
し
、
そ
れ
が
歌
集
の
ど
の
位
置
に
ど
の
く
ら
い
あ
る

３：拾遺和歌集(1005年頃)

４：後拾遺和歌集(1088年)

１：古今和歌集１：古今和歌集(905年頃年頃)
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　　　２：後撰和歌集(958年頃)
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５：金葉和歌集(1126年頃)

６：詞花和歌集(1151年)

７：千載和歌集(1188年頃)

８：新古今和歌集(1205年頃)

９：新勅撰和歌集(1235年)

１０：続後撰和歌集(1251年)

１１：続古今和歌集(1265年)

１２：続拾遺和歌集(1278年)

１３：新後撰和歌集(1303年)

１４：玉葉和歌集(1313年)

１５：続千載和歌集(1320年)

１６：続後拾遺和歌集(1326年)

１７：風雅和歌集(1349年)

１８：新千載和歌集(1359年)

１９：新拾遺和歌集(1364年)

２０：新後拾遺和歌集(1382年)

２１：新続古今和歌集(1439年)

図1：勅撰和歌集における「うらみ」の歌分布図
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３：拾遺和歌集３：拾遺和歌集(1005年頃年頃)

�0
�2
�4
�6
�8
�1�0
�1�2
�1�4
�1�6
�1�8
�2�0
�2�2

�
5

�
1�
0

�
1�
5

�
2�
0

�
2�
5

�
3�
0

�
3�
5

�
4�
0

�
4�
5

�
5�
0

�
5�
5

�
6�
0

�
6�
5

�
7�
0

�
7�
5

�
8�
0

�
8�
5

�
9�
0

�
9�
5

�
1�
0�
0

%

首
�

４：後拾遺和歌集(1088年)
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１：古今和歌集(905年頃)

　　　２：後撰和歌集(958年頃)

５：金葉和歌集５：金葉和歌集(1126年頃年頃)
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６：詞花和歌集６：詞花和歌集(1151年)
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７：千載和歌集(1188年頃)

８：新古今和歌集(1205年頃)

９：新勅撰和歌集(1235年)

１０：続後撰和歌集(1251年)

１１：続古今和歌集(1265年)

１２：続拾遺和歌集(1278年)

１３：新後撰和歌集(1303年)

１４：玉葉和歌集(1313年)

１５：続千載和歌集(1320年)

１６：続後拾遺和歌集(1326年)

１７：風雅和歌集(1349年)

１８：新千載和歌集(1359年)

１９：新拾遺和歌集(1364年)

２０：新後拾遺和歌集(1382年)

２１：新続古今和歌集(1439年)

３：拾遺和歌集(1005年頃)

４：後拾遺和歌集(1088年)

１：古今和歌集(905年頃)

　　　２：後撰和歌集(958年頃)

５：金葉和歌集(1126年頃)

６：詞花和歌集(1151年)

７：千載和歌集７：千載和歌集(1188(1188年頃年頃)
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８：新古今和歌集(1205年頃)
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９：新勅撰和歌集９：新勅撰和歌集(1235年)
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１０：続後撰和歌集(1251年)
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１１：続古今和歌集(1265年)

１２：続拾遺和歌集(1278年)

１３：新後撰和歌集(1303年)

１４：玉葉和歌集(1313年)

１５：続千載和歌集(1320年)

１６：続後拾遺和歌集(1326年)

１７：風雅和歌集(1349年)

１８：新千載和歌集(1359年)

１９：新拾遺和歌集(1364年)

２０：新後拾遺和歌集(1382年)

２１：新続古今和歌集(1439年)
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３：拾遺和歌集(1005年頃)

４：後拾遺和歌集(1088年)

１：古今和歌集(905年頃)

　　　２：後撰和歌集(958年頃)

５：金葉和歌集(1126年頃)

６：詞花和歌集(1151年)

７：千載和歌集(1188年頃)

８：新古今和歌集(1205年頃)

９：新勅撰和歌集(1235年)

１０：続後撰和歌集(1251年)

１１：続古今和歌集(1265年)

１２：続拾遺和歌集(1278年)

１３：新後撰和歌集(1303年)

１４：玉葉和歌集(1313年)

１５：続千載和歌集１５：続千載和歌集(1320年)
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１６：続後拾遺和歌集(1326年)
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１７：風雅和歌集(1349年)

�0
�2
�4
�6
�8
�1�0
�1�2
�1�4
�1�6
�1�8
�2�0
�2�2

�
5

�
1�
0

�
1�
5

�
2�
0

�
2�
5

�
3�
0

�
3�
5

�
4�
0

�
4�
5

�
5�
0

�
5�
5

�
6�
0

�
6�
5

�
7�
0

�
7�
5

�
8�
0

�
8�
5

�
9�
0

�
9�
5

�
1�
0�
0

%

首
�

１８：新千載和歌集１８：新千載和歌集(1359年)
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１９：新拾遺和歌集(1364年)

２０：新後拾遺和歌集(1382年)

２１：新続古今和歌集(1439年)

３：拾遺和歌集(1005年頃)

４：後拾遺和歌集(1088年)

１：古今和歌集(905年頃)

　　　２：後撰和歌集(958年頃)

５：金葉和歌集(1126年頃)

６：詞花和歌集(1151年)

７：千載和歌集(1188年頃)

８：新古今和歌集(1205年頃)

９：新勅撰和歌集(1235年)

１０：続後撰和歌集(1251年)

１１：続古今和歌集(1265年)
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１２：続拾遺和歌集(1278年)
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１３：新後撰和歌集１３：新後撰和歌集(1303年)
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１４：玉葉和歌集１４：玉葉和歌集(1313年)
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１５：続千載和歌集(1320年)

１６：続後拾遺和歌集(1326年)

１７：風雅和歌集(1349年)

１８：新千載和歌集(1359年)

１９：新拾遺和歌集(1364年)

２０：新後拾遺和歌集(1382年)

２１：新続古今和歌集(1439年)



こ
の
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か

っ
た
「
う
ら
む
」
歌
が
徐
々
に
増
加
し
、
と
り
わ
け
『
新
後
撰
和
歌
集
』（
一
三
○

三
年
成
立
）
以
後
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
巻
軸
部
に
著
し
く
偏
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
「
う
ら
み
」
歌
、

つ
ま
り
「
う
ら
む
」
あ
る
い
は
「
う
ら
み
」
と
い
う
言
葉
が
、
歌
な
い
し
詞
書
に

入
っ
て
い
る
歌
群
で
恋
部
を
と
じ
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
確
立
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。

と
こ
ろ
で
、「
う
ら
み
」
歌
の
歌
群
が
巻
軸
部
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
『
玉
葉
和

歌
集
』、『
風
雅
和
歌
集
』、『
新
続
古
今
和
歌
集
』
な
ど
は
、「
う
ら
む
」
歌
群
の
後

に
雑
恋
的
な
歌
を
配
し
て
い
る
の
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
う
ら
み
」

歌
の
歌
群
が
最
後
に
集
中
す
る
の
は
、
二
条
派
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
勅
撰
和
歌

集
に
顕
著
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
条
派
歌
人
の
撰
集
意
識
が
、
こ
の

構
造
変
化
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

勅
撰
和
歌
集
の
撰
集
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
は
、
基
本
的
に
私
家
集
、
私
撰
集

も
基
本
的
に
は
勅
撰
和
歌
集
に
従
う
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
、
特
に
私
家
集
は
日

記
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
歌
物
語
的
な
も
の
な
ど
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

る
た
め
、
一
概
に
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
が
、
部
立
を
採
用
し
て
い
る
歌
集
は
、

勅
撰
和
歌
集
に
倣
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
が
〈
第
一
の
変
化
〉
で
あ
る
。

も
う
一
つ
大
き
な
変
化
が
恋
部
に
現
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
勅
撰
和
歌
集

で
は
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
恋
の
経
過
順
に
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
一
四
世
紀
頃
か
ら
私
家
集
を
中
心
に
「
恋
の
経
過
順
」
の
歌
を
前
半
に
、

そ
し
て
「
寄
物
恋
題
」
の
歌
群
を
そ
の
後
に
配
置
す
る
と
い
う
二
部
構
成
の
歌
集

が
登
場
し
、
次
第
に
そ
れ
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
。
表
５
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
私
家
集
で
は
正
安
四
年
（
一
三
○
二
）
以
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
法
性

寺
為
信
集
』、
私
撰
集
で
は
嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）
成
立
の
『
続
門
葉
和
歌
集
』

を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
前
述
し
た
よ
う
な
二
部
構
成
を
有
す
る
歌
集
が
現
れ
る
。

総研大文化科学研究 三四

３：拾遺和歌集(1005年頃)

４：後拾遺和歌集(1088年)

１：古今和歌集(905年頃)

　　　２：後撰和歌集(958年頃)

５：金葉和歌集(1126年頃)

６：詞花和歌集(1151年)

７：千載和歌集(1188年頃)

８：新古今和歌集(1205年頃)

９：新勅撰和歌集(1235年)

１０：続後撰和歌集(1251年)

１１：続古今和歌集(1265年)

１２：続拾遺和歌集(1278年)

１３：新後撰和歌集(1303年)

１４：玉葉和歌集(1313年)

１５：続千載和歌集(1320年)

１６：続後拾遺和歌集(1326年)

１７：風雅和歌集(1349年)

１８：新千載和歌集(1359年)

１９：新拾遺和歌集１９：新拾遺和歌集(1364年)
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２０：新後拾遺和歌集２０：新後拾遺和歌集(1382(1382年)
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２１：新続古今和歌集(1439年)
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＜私家集＞�＜私家集＞�＜私家集＞�＜私家集＞�
歌集�歌集�歌集�歌集� 作者�作者�作者�作者� 西暦年�西暦年�西暦年�西暦年� 構成�構成�構成�構成� 二部以上�二部以上�二部以上�二部以上�

是則集� 坂上是則� 958～1005頃�恋の経過順�

賀茂保憲女集� 賀茂保憲� 993頃�恋の経過順�

散木奇歌集� 源俊頼� 1127頃�規則性なし�

清輔集� 藤原清輔� 1177以前�前半：題詠、後半：長い詞書歌の二部構成� ○�

出観集� 覚性法親王� 1169頃�恋の経過順�

林葉和歌集� 俊恵� 1178 歌合の恋歌に続き題詠歌�

林下集� 後徳大寺実定� 1181頃�特になし�

頼輔集� 藤原頼輔� 1182 恋の経過順�

親盛集� 藤原親盛� 1182 恋の経過順�

隆信集� 藤原隆信� 1204 前半：題詠、後半：長い詞書歌の二部構成� △�

瓊玉和歌集� 宗尊親王� 1264 恋の経過順�

法性寺為信集� 藤原為信� 1302以前�前半：経過順（恨恋で終）、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

俊光集� 日野俊光� 1312頃�前半：経過順（恨恋で終）、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

拾藻鈔� 法印公順� 1334 恋の経過順�

花園院御集� 光厳院� 1342以前�前半：経過順（恋獣で終）、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

草庵集� 頓阿� 1359頃�恋の経過順（最終部恨歌群）�

続草庵集� 頓阿� 1366頃�恋の経過順（最終部恨歌群）�

公義集� 薬師寺公義� 1379～81 前半：経過順（隠恋で終）、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

宗祇集� 宗祇� 1491以後�恋の経過順�

拾塵和歌集� 大内政弘� 1497 恋の経過順�

下葉集� 尭恵� 1498 恋の経過順（春・秋恋十首の前久絶恋）�

閑塵集� 猪苗代兼載� 1510頃�恋の経過順（最後寄歌群、その前恨恋歌）�

挙白集� 木下長嘯子� 1649 恋の経過順（直前に旅恋二首）�

逍遊集� 松永貞徳� 1677 前半：恋の経過順、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

晩花集� 下河辺長流� 1681 一応恋の経過順（歌数少なし）�

鈴屋集� 本居宣長� 1803 前半：恋の経過順、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

うけらが花（初編）� 加藤千陰� 1803 恋の経過順、寄物題歌、長い詞書歌の三部構成� ○�

賀茂翁家集� 賀茂真淵� 1806 一応恋の経過順（歌数少なし）�

六帖詠草� 小沢盧庵� 1811 恋の経過順、寄物題歌、名所恋の三部構成� ○�

琴後集� 村田春海� 1813 恋の経過順、雑恋、寄物題歌の三部構成� ○�

桂園一枝� 香川景樹� 1830 前半：恋の経過順、後半：雑恋（寄物題歌なし）の二部構成� ○�

浦のしほ貝� 熊谷直好� 1845 前半：恋の経過順（恨で終）、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

亮々遺稿� 木下幸文� 1847頃�恋の経過順、雑恋、寄物題歌の三部構成� ○�

桂園一枝拾遺� 香川景樹� 1850 基本的には経過順（寄物題歌有）�

調鶴集� 井上文雄� 1867 恋の経過順、雑恋、寄物題歌、雑恋の四部構成� ○�

海人の刈藻� 大田垣蓮月� 1871 春～冬恋歌、寄物題歌の二部構成� ○�

＜私撰集＞�＜私撰集＞�＜私撰集＞�＜私撰集＞�
歌集�歌集�歌集�歌集� 撰者�撰者�撰者�撰者� 西暦年�西暦年�西暦年�西暦年� 構成�構成�構成�構成� 二部以上�二部以上�二部以上�二部以上�

後葉和歌集� 藤原為経� 1155頃�恋の経過順�

続詞花和歌集� 藤原清輔� 1165頃�恋の経過順�

今撰和歌集� 顕昭� 1165頃�ほぼ恋の経過順�

楢葉和歌集� 素俊法師� 1237 ほぼ恋の経過順�

万代和歌集� 真観他� 1248 恋の経過順�

秋風抄� 小野春雄� 1250 恋の経過順�

秋風和歌集� 真観� 1251 恋の経過順�

新和歌集� 笠間時朝か� 1261頃�恋の経過順�

遺塵和歌集� 高階宗成� 1300 恋の経過順�

拾遺風体和歌集� 冷泉為相� 1304頃�恋の経過順�

続門葉和歌集� 吠若麿他� 1305 前半：恋の経過順、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

臨永和歌集� 未詳（浄弁）� 1331 恋の経過順�

藤葉和歌集� 小倉実教� 1344頃�恋の経過順�

題林愚抄� 山科言緒か� 1447頃�恋の経過順、雑恋、寄物題歌の三部構成� ○�

林葉累塵集� 下河辺長流� 1670 恋の経過順�

ふもとの塵� 河瀬菅雄� 1682 恋の経過順、雑恋、寄物題歌の三部構成� ○�

難波捨草� 浅井忠能� 1688 前半：恋の経過順、後半：寄物題歌の二部構成� ○�

鳥の迹� 戸田茂睡� 1702 恋の経過順（歌数少なく二部構成の可能性も有り）� △�

新明題和歌集� 不明� 1710 恋の経過順（寄物題歌を含む）、雑恋、寄物題歌の三部構成� ○�

霞関集� 石野広通� 1798 恋の経過順�

大江戸倭歌集� 峰尾光世� 1860 恋の経過順、寄物題歌、雑恋の三部構成� ○�

備考�備考�備考�備考�：○：恋の経過順、寄物題歌の二部構成以上の構造を持つ歌集、、△：○以外で二部構成、あるいはその可能性のあるもの�

表５：恋部の構成



特
に
、
江
戸
の
中
期
以
降
は
ほ
と
ん
ど
が
二
部
以
上
（
間
に
「
雑
恋
」
な
ど
が
入

る
）
の
構
成
を
持
つ
恋
部
を
形
成
し
た
歌
集
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
し

た
と
こ
ろ
で
は
、
私
家
集
で
は
、
十
九
世
紀
以
降
、
私
撰
集
で
は
十
八
世
紀
に
は

ほ
と
ん
ど
の
歌
集
の
恋
部
は
、
上
記
の
よ
う
な
構
造
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

が
二
つ
目
の
変
化
で
あ
る
。

〈
第
一
の
変
化
〉
は
、
内
容
上
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、〈
第
二
の
変
化
〉

は
、
視
覚
的
な
変
化
で
あ
る
。

以
下
こ
れ
ら
二
つ
の
変
化
が
、
そ
れ
以
降
の
恋
歌
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
、〈
第
一
の
変
化
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恋
部
の
「
自
己
完
結
性
」

の
欠
如
を
起
こ
し
た
だ
け
で
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
単
純
化
を
も
た
ら
し
た
。『
金

葉
和
歌
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
で
は
、
恋
部
は
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
循
環
的
な
構

造
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
が
『
千
載
和
歌
集
』
以
降
は
「
う
ら
む
」
歌
で
終
了
す

る
た
め
、
循
環
性
が
失
わ
れ
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
た
直
線
的
な
構
造
と
な
っ
た
。

こ
れ
が
、
恋
部
の
「
自
己
完
結
性
」
を
欠
如
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
一
四
世
紀
に
な

る
と
、「
う
ら
み
歌
」
の
歌
群
が
巻
軸
部
に
集
中
し
て
く
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ス

ト
ー
リ
ー
と
そ
の
表
現
方
法
が
単
純
化
し
た
。
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
持
つ
歌
が
群

を
な
し
て
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
ず
と
恋
の
展
開
は
単
純
化
す
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日
本
の
恋
歌
に
は
、
恋

の
喜
び
を
詠
っ
た
も
の
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
存
在
し
な
い
、
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
逢
え
な
い
つ
ら
さ
や
、
逢
っ
た
後
に
相
手
の
気
持
ち
が
離
れ
て
い
く
不

安
、
別
れ
た
の
ち
に
相
手
を
恨
む
歌
と
い
っ
た
不
遇
の
歌
で
日
本
の
恋
歌
、
特
に

『
古
今
和
歌
集
』
以
後
の
恋
歌
は
占
め
ら
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
身
の
不
幸

を
歌
う
の
が
日
本
の
恋
歌
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
特
徴
か
ら
考
え

る
と
、
こ
の
変
化
は
、
恋
の
「
切
実
さ
」、
あ
る
い
は
「
あ
は
れ
さ
」
の
度
合
い
を

増
し
た
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
た

原
因
の
一
つ
に
、『
千
載
和
歌
集
』
以
降
、
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
述

懐
歌
」
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
述

懐
歌
」
と
は
主
と
し
て
「
こ
の
世
に
生
き
な
ず
み
我
が
身
を
嘆
く
」
歌
、
す
な
わ

ち
身
の
不
遇
を
訴
え
る
歌
で
あ
り
、
そ
の
述
懐
歌
が
急
速
に
市
民
権
を
得
て
い
く

の
は
崇
徳
天
皇
の
在
位
時
代
（
一
一
二
三
〜
一
一
四
一
）
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。

そ
し
て
、「
王
法
や
仏
法
、
神
祇
と
い
っ
た
超
越
的
な
価
値
に
向
っ
て
、
自
己
の
卑

小
さ
、
無
力
さ
を
訴
え
る
と
い
う
表
現
形
態
が
、
中
世
人
の
心
に
か
な
」
い
、

「『
千
載
集
』
は
、
述
懐
歌
を
多
く
擁
す
る
こ
と
と
な
」
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
五
九

。

こ
の
こ
と
か
ら
、
身
の
不
遇
を
嘆
く
述
懐
的
要
素
が
恋
歌
に
も
影
響
し
、「
う
ら
み

歌
」
を
最
後
に
配
し
、
恋
の
不
遇
感
を
表
現
し
た
構
造
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
だ
が
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
四
世
紀
以
降

の
歌
群
形
成
が
、
恋
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
単
純
化
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

一
方
、〈
第
二
の
変
化
〉
は
何
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

こ
の
変
化
は
視
覚
的
な
効
果
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
構
造
は
、
恋

部
が
よ
り
作
為
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
。〈
第

二
の
変
化
〉
が
顕
著
に
表
れ
、
こ
の
構
造
が
定
着
し
始
め
る
江
戸
初
期
に
は
、
恋

歌
は
ほ
ぼ
全
て
が
題
詠
歌
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、「
恋
の
経
過
順
」、「
寄
物
題

歌
」
と
い
う
二
部
構
成
に
整
然
と
並
べ
ら
れ
た
恋
歌
群
は
、
鑑
賞
す
る
者
に
と
っ

て
、
よ
り
作
為
的
な
印
象
を
与
え
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で
は
、
こ
の
変
化
は
、
恋
部
に
お
け
る
「
ス
ト
ー
リ
ー
性
」
を
喪
失
さ
せ
た
、

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
題
詠
歌
ば
か
り
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
「
恋
の
経
過
順
」
に
恋

歌
が
配
さ
れ
て
い
れ
ば
、
鑑
賞
者
は
そ
こ
に
一
つ
の
物
語
を
思
い
描
く
こ
と
が
で

き
る
。
だ
が
「
恋
の
経
過
順
」
に
配
さ
れ
た
歌
群
の
後
に
、「
寄
物
題
歌
」
群
が
配

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
容
易
に
消
失
す
る
。
こ
う
な
る
と
、
恋
歌
は
所

詮
作
り
物
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
こ
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
性
」

の
喪
失
は
、
恋
歌
の
実
情
感
を
も
消
失
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
収
録
さ
れ

た
恋
歌
は
、
範
例
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
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こ
れ
ら
二
つ
の
質
的
な
変
化
が
、
江
戸
時
代
以
前
に
起
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が

ほ
ぼ
す
べ
て
の
歌
集
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
変
化
が
起
こ
っ
た
た
め
に
、
恋
歌
に
対
す
る
面
白
み
が
薄
れ
、

よ
り
作
為
的
な
印
象
を
も
人
々
に
与
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
、
室
町
後
期
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
起
こ
っ
た
、
恋
歌
比
率
の
減
少
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

終
　
章

本
論
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

①
恋
歌
は
そ
の
始
原
に
お
い
て
、「
天
人
感
応
」
と
い
う
宗
教
的
思
想
が
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
。

②
室
町
時
代
前
後
に
な
る
と
、
恋
歌
の
効
用
や
、
恋
歌
こ
そ
歌
の
本
質
で
あ
る
、

と
い
っ
た
言
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
連
歌
に

お
い
て
は
、
恋
の
句
の
道
理
を
忘
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
一
五
世
紀
に
は
恋
歌
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
恋
歌
の
面
白
み
が
な
く
な

っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
言
説
を
今
の
と
こ
ろ
見
出
し
得
て
い
な
い
が
、
恋
歌

を
詠
む
意
味
や
、
面
白
み
と
い
っ
た
も
の
に
疑
問
を
も
つ
よ
う
な
人
々
が
い

た
こ
と
も
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。

③
江
戸
時
代
、
数
の
上
で
は
恋
歌
を
詠
む
必
要
性
を
説
く
人
々
が
多
い
が
、
儒

教
の
倫
理
観
に
加
え
、
実
情
を
詠
ん
で
い
な
い
（
虚
構
で
あ
る
）、
と
い
っ
た

非
難
が
、
儒
学
者
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
。

④
儒
学
者
た
ち
に
よ
る
恋
歌
非
難
は
、
女
子
教
訓
書
か
ら
始
ま
り
、
当
初
（
一

七
世
紀
）
は
女
子
の
詠
歌
行
為
の
み
を
非
難
の
対
象
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

古
歌
の
恋
歌
や
、
男
子
の
詠
歌
行
為
に
は
非
難
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
一

八
世
紀
に
入
る
と
、
ま
ず
古
歌
の
恋
歌
も
非
難
対
象
と
な
り
、
間
も
な
く
男

子
の
詠
歌
行
為
さ
え
も
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
。

⑤
平
安
時
代
以
降
に
成
立
し
た
歌
集
の
恋
歌
比
率
を
調
査
し
た
結
果
、
時
代
が

下
る
に
従
い
、
恋
歌
比
率
が
低
下
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
恋
部
の
な
い

歌
集
や
、
恋
歌
を
全
く
載
せ
な
い
歌
集
ま
で
が
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
嚆
矢
は
、
伊
藤
仁
斎
の
『
古
学
先
生
和
歌
集
』
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想

を
受
け
た
荷
田
春
満
な
ど
も
、
恋
歌
を
詠
ん
で
い
な
い
。
彼
ら
が
恋
歌
を
詠

ま
な
い
理
由
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
「
実
情
」
を
盛
り
込
め
る
と
は
到
底
思

え
な
か
っ
た
た
め
で
、
自
分
に
正
直
な
気
持
ち
だ
け
を
和
歌
に
託
し
て
、
詠

も
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
と
推
察
さ
れ
る
。

⑥
そ
の
一
方
で
、
井
上
文
雄
、
中
島
歌
子
な
ど
「
江
戸
派
」
の
流
れ
を
汲
む
歌

人
た
ち
は
、
歌
語
や
歌
題
を
刷
新
し
、
恋
歌
を
積
極
的
に
詠
み
、
そ
れ
を
歌

集
に
も
残
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
試
み
に
は
、
近
代
短
歌
に
通
じ
る
も
の
を

十
分
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑦
恋
部
の
巻
軸
部
に
注
目
し
、
そ
の
質
的
変
化
を
探
っ
た
結
果
、
二
つ
の
大
き

な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
第
一
は
、『
千
載
和
歌
集
』（
一
一
八
八
年
成
立
）
以

降
、
巻
軸
歌
に
「
う
ら
む
」
歌
が
配
さ
れ
、「
う
ら
み
歌
」
の
歌
群
が
、
巻
軸

部
に
偏
っ
て
配
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
、『
新
後
撰
和
歌
集
』（
一
三
○
五
年

成
立
）
頃
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
特
に
二
条
派
歌
人

に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
勅
撰
集
に
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
第
二
は
、
一
四
世
紀

前
後
か
ら
、「
恋
の
経
過
順
」、「
寄
物
題
歌
」
と
い
う
二
部
構
成
を
有
す
る
歌

集
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
徐
々
に
こ
の
よ
う
な
二
部
以
上
の

構
成
を
も
つ
歌
集
が
主
流
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
形
が

一
般
的
に
な
る
。
江
戸
時
代
は
、
こ
れ
ら
の
変
化
の
定
着
、
完
成
期
で
あ
っ

た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
も
う
一
度
江
戸
時
代
の
恋
歌
を
考
え
直
し
て
み
よ

う
と
思
う
。
江
戸
時
代
以
降
、
そ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
恋
歌
に
対
す

る
非
難
が
始
ま
り
、
恋
歌
比
率
の
低
下
も
顕
著
に
な
る
、
と
い
う
の
は
事
実
で
あ



る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
兆
候
は
す
で
に
一
五
世
紀
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
恐
ら
く
、
歌
壇
だ
け
で
な
く
、
連
歌
、
俳
諧
と
い
っ
た
和
歌
と
密
接
に
関
わ

り
の
あ
っ
た
分
野
で
、
恋
に
関
す
る
問
題
が
す
で
に
議
論
の
的
に
な
る
こ
と
が
あ

っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
儒
教
的
な
文
学
観
、
そ
し
て
本
稿
で
指
摘
し
た

質
的
変
化
な
ど
と
相
俟
っ
て
表
面
化
し
て
き
た
の
が
、
江
戸
時
代
で
は
な
か
っ
た

か
。
恋
歌
が
本
来
持
っ
て
い
た
宗
教
性
が
徐
々
に
剥
落
し
、
現
世
的
な
も
の
、
実

用
的
な
も
の
だ
け
を
人
々
が
重
ん
じ
た
結
果
、
恋
歌
は
衣
を
剥
ぎ
取
ら
れ
そ
う
な

状
態
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
恋
歌
こ
そ
が
、
人
の
情
を
最
も
表
す
も
の
で
あ
り
、

和
歌
の
本
質
で
も
あ
る
、
と
い
う
考
え
も
根
強
く
あ
り
、
恋
歌
は
何
と
か
生
き
残

っ
た
。
恋
歌
に
と
っ
て
江
戸
時
代
は
そ
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
。

恋
歌
が
完
全
に
古
い
衣
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
明
治
時
代
で
あ
る
。

時
代
が
明
治
に
な
る
と
、
恋
歌
に
対
す
る
非
難
が
激
化
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
制
度
上
、
四
民
が
平
等
に
な
り
、
儒
教
観
念
が
広
く
い
き
わ
た
る
と
と
も
に
、

教
育
者
、
道
徳
家
と
い
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
恋
歌
は
激
し
く
非
難
さ
れ
る
。
と
り

わ
け
明
治
一
○
年
代
半
ば
か
ら
、
明
治
二
○
年
代
は
恋
歌
に
と
っ
て
受
難
の
時
で

あ
っ
た
。
当
時
の
状
況
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
、『
百
人
一
首
』
で
行
な
わ
れ
た
。

恋
歌
だ
け
を
除
い
た
『
百
人
一
首
』
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
一
六
（
一
八

八
三
）
年
に
は
西
村
茂
樹
編
『
新
撰
百
人
一
首
』
が
、
同
二
六
年
（
一
八
九
三
）

に
は
蔦つ

た

廼の

舎や

主
人
編
『
修
正
小
倉
百
首
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
問
題

に
な
ら
な
か
っ
た
『
百
人
一
首
』
の
恋
歌
が
明
治
に
な
っ
て
非
難
を
浴
び
た
の
で

あ
る
六
〇

。
や
が
て
、
こ
う
い
っ
た
状
況
を
通
過
し
た
と
こ
ろ
に
、『
み
だ
れ
髪
』
が

生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
恋
歌
に
つ
い
て
も
、
今
後
稿
を
改
め
て

述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
恋
歌
に
関
す
る
通
史
を
完
成
さ
せ

る
つ
も
り
で
い
る
。

本
論
稿
で
は
、
主
に
先
に
挙
げ
た
①
〜
⑦
ま
で
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

今
後
に
残
し
た
課
題
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、
江
戸
時

代
か
ら
様
々
な
恋
の
表
現
方
法
が
確
立
さ
れ
、
展
開
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考

慮
に
入
れ
て
論
じ
な
け
れ
ば
、
恋
歌
の
問
題
も
決
し
て
明
ら
か
に
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
様
々
な
草
子
類
は
も
と
よ
り
、
歌
謡
、
小
唄
、
端
歌
、
艶
書
な
ど
で
何
が
表

現
さ
れ
、
何
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
か
、
を
恋
歌
の
内
容
と
比
較
す
る
事
も
重
要

な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
恋
歌
が
担
っ
て
い
た
部
分
が
、
他

の
ジ
ャ
ン
ル
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る

い
は
新
し
い
も
の
が
、
恋
歌
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
で
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
時
流

に
合
致
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
連
歌
の
動
向
に
も
、
よ
り
一
層
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
言
説
、
歌
数
比
率
、
構
造
変
化
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
間
に
、
大
き
な
変
化
が
お
こ
っ
て
い

る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
、
連
歌
の
一
大
改
革
期
で
も
あ
っ
た
。

延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
に
連
歌
最
初
の
准
勅
撰
集
『
莵
玖
波
集
』
が
二
条
良
基

（
一
三
二
○
〜
一
三
八
八
）
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
別
々

で
あ
っ
た
宮
廷
連
歌
と
、
地
下
の
連
歌
が
統
一
さ
れ
た
。
ま
た
、
応
安
五
年
（
一

三
七
二
）
に
は
、
同
じ
く
良
基
が
、『
連
歌
新
式
』
が
制
定
し
、
従
来
諸
説
あ
っ
た

連
歌
式
目
を
整
理
統
合
、
全
国
統
一
を
図
っ
た
、
と
さ
れ
る
六
一

。
加
え
て
、
和
歌

と
連
歌
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
、「
和
歌
連
歌
一
体
観
」
と
い
う
も
の
が
、
良
基
以

降
、
特
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
六
二

。
こ
う
い
っ
た
時
期
と
、
恋
歌

の
変
動
期
は
重
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
良
基
こ
そ
、
構
造
変
化
に
大
き
く
寄
与
し

て
い
た
二
条
派
の
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

連
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
整
理
統
合
し
よ
う
と
す
る
意
識
（
特
に
二
条

派
に
お
け
る
）
が
、
恋
歌
の
変
動
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
も
、
十
分
に
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
い
っ
た
可
能
性
を
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
解
析
し
て
い
く
作
業
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
他
に
も
様
々
な
取
り
組
み
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆

を
置
き
、
次
稿
に
備
え
た
い
。
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【
付
記
】
本
論
稿
中
の
引
用
文
に
お
け
る
漢
字
に
つ
い
て
は
現
在
一
般
に
使
用
さ

れ
て
い
る
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。
ま
た
翻
刻
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
原
文
ど
お
り
引
用
す
る
が
、
句
読
点
な
ど
が
な
い
場
合
は
、
読
み
や
す
さ
を
考

慮
し
て
そ
れ
ら
を
お
ぎ
な
っ
た
。
な
お
、
原
文
を
あ
ら
た
め
た
場
合
は
、
必
ず
注

記
し
た
（
二
字
以
上
に
わ
た
る
く
り
返
し
記
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
に
該
当
す
る

記
号
が
存
在
し
な
い
た
め
使
用
せ
ず
、
そ
の
音
に
あ
た
る
文
字
を
用
い
た
。
こ
の

場
合
は
一
々
注
記
し
な
い
）。
ま
た
、
人
物
に
つ
い
て
は
す
べ
て
敬
称
を
略
す
。

一
　
　

福
井
久
蔵
『
大
日
本
歌
学
史
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
六
年
二
月
、
四
九
五
頁

二
　
　

鈴
木
健
一
「
恋
歌
の
江
戸
」『
ユ
リ
イ
カ
』
第
三
三
巻
一
号
、
青
土
社
、
平
成
一
三
年
一
月
。
後
に
、

鈴
木
健
一
『
江
戸
詩
歌
史
の
構
想
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
六
年
三
月
）
第
一
章
第
三
節
に
「
観
念

性
の
高
ま
り
‐
恋
歌
の
江
戸
」
と
し
て
再
録
。

三
　
　

前
掲
「
恋
歌
の
江
戸
」、
一
○
九
頁

四
　
　

前
掲
「
恋
歌
の
江
戸
」、
一
一
五
頁

五
　
　

林
達
也
「
近
世
和
歌
研
究
の
諸
問
題
―
十
七
世
紀
恋
歌
を
め
ぐ
っ
て
」『
江
戸
文
学
』
第
二
七
号
、

ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
一
四
年
一
一
月

六
　
　

前
掲
「
近
世
和
歌
研
究
の
諸
問
題
―
十
七
世
紀
恋
歌
を
め
ぐ
っ
て
」、
一
二
頁

七
　
　

日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
七
巻
、
小
学
館
、
昭
和
四
九
年
一
月
、
三
八
四

頁

八
　
　

窪
田
空
穂
他
編
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』、
明
治
書
院
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
、
三
二
六
頁
。
青
木
生

子
執
筆
担
当

九
　
　

沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
平
沢
竜
介
・
矢
嶋
泉
『
歌
経
標
式
　
注
釈
と
研
究
』、
桜
楓
社
、
平
成
五
年

五
月
、
一
一
三
〜
一
一
四
頁
。
漢
文
読
下
し
も
こ
の
書
に
従
っ
た
。

一
〇
　

天
人
感
応
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
辰
巳
正
明
「
天
人
感
応
の
詩
学
」（『
古
代
文
学
』
第
三
四
号
、

古
代
文
学
会
、
平
成
七
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
辰
巳
は
、『
詩
の
起
源
―
東
ア
ジ
ア
文

化
圏
の
恋
愛
詩
』（
笠
間
書
院
、
平
成
一
二
年
五
月
）
に
お
い
て
、『
万
葉
集
』
の
恋
歌
を
、
次
の

五
つ
（
特
別
分
類
を
入
れ
る
と
六
分
類
）
に
分
類
し
て
い
る
（
二
二
頁
）。

娯
神
情
歌
　
　
神
と
神
、
神
と
人
と
の
恋
愛
を
歌
う
、
神
に
供
す
る
恋
歌
。

―
第
一
分
類

文
娯
情
歌
　
　
人
々
が
聞
い
て
楽
し
む
、
専
門
歌
手
に
よ
る
恋
歌
。

―
第
二
分
類

社
交
情
歌
　
　
社
交
を
中
心
と
し
た
、
歌
遊
び
の
性
格
の
強
い
恋
歌
。

―
第
三
分
類

恋
人
情
歌
　
　
男
女
の
恋
人
が
結
婚
を
目
的
に
、
歌
路
に
沿
っ
て
歌
う
恋
歌
　
　
　
―
第
四
分
類

愛
情
故
事
歌
　
恋
愛
の
事
件
を
中
心
に
、
物
語
的
に
歌
う
恋
歌
。

―
第
五
分
類

失
愛
情
歌
　
　
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
別
離
し
た
男
女
・
夫
婦
が
悲
し
み
の
歌
う
恋
歌
。―
特
別
分
類

さ
ら
に
辰
巳
は
、
恋
歌
の
詩
学
と
し
て
、（
一
）
恋
歌
は
公
開
さ
れ
る
、（
二
）
恋
愛
は
恋
歌
の
中

に
存
在
す
る
、（
三
）
男
女
の
恋
歌
は
《
歌
路

か

ろ

》
に
よ
っ
て
進
行
す
る
、（
四
）
恋
歌
の
中
の
恋
愛

は
模
擬
恋
愛
で
あ
る
、（
五
）
恋
歌
は
駆
け
落
ち
・
情
死
へ
と
向
か
う
、（
六
）
恋
歌
は
五
種
類
に

分
類
出
来
る
、
と
い
う
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
（
二
三
〜
二
七
頁
）。
こ
れ
が
適
当
か
否
か
の
考
証

は
差
し
控
え
る
が
、
古
代
の
恋
歌
だ
け
で
な
く
、
恋
歌
の
本
質
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
参
考
に

な
る
見
解
で
あ
る
。

一
一
　

佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
三
巻
、
風
間
書
房
、
昭
和
三
一
年
一
二
月
、
一
○
八
頁
。

以
下
、
単
に
『
大
系
』
と
し
た
場
合
は
こ
れ
を
指
す
。

一
二
　

『
大
系
』
第
三
巻
、
二
六
九
頁

一
三
　

『
大
系
』
第
三
巻
、
四
○
七
頁

一
四
　

『
大
系
』
第
五
巻
、
昭
和
三
二
年
七
月
、
四
一
九
頁

一
五
　

伝
心
抄
研
究
会
編
『
伝
心
抄
』、
笠
間
書
院
、
平
成
八
年
二
月
、
一
三
五
頁
。『
伝
心
抄
』
は
元
亀

三
年
（
一
五
七
二
）
十
二
月
六
日
か
ら
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
実
枝

か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
「
古
今
伝
授
」
講
釈
の
聞
書
き
で
あ
る
。

一
六
　

林
屋
辰
三
郎
校
注
『
古
代
中
世
芸
術
論
』（『
日
本
思
想
大
系
』
二
三
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年

一
○
月
、
五
四
四
頁

一
七
　

宗
牧
は
宗
祇
・
兼
載
・
宗
長
・
肖
柏
・
実
隆
・
宗
碩
と
共
に
「
連
歌
七
子
」
の
一
人
と
し
て
数
え

ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。

一
八
　

木
藤
才
蔵
校
注
『
連
歌
論
集
』（
四
）、
三
弥
井
書
店
、
平
成
二
年
四
月
、
三
七
二
頁

一
九
　

例
え
ば
、
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
る
各
務

か
が
み

支し

考こ
う

（
一
六
六
五
〜
一
七
三
一
）
は
、『
二
十
五
箇
条
』（
元

禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉
跋：

芭
蕉
の
奥
書
が
あ
り
支
考
が
芭
蕉
の
名
を
借
り
て
発
表
し
た
も
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）「
恋
の
句
の
事
」
で
、「
恋
の
句
の
事
は
古
式
を
用
ひ
ず
。
其

故
は
嫁
・
む
す
め
杯
、
野
郎
、
傾
城
の
文
字
、
名
目
に
て
恋
と
い
は
ず
、
只
当
句
の
心
に
恋
の
心

あ
ら
ば
、
文
字
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
恋
を
附
く
べ
し
」（『
古
典
俳
文
学
大
系
』
第
一
○
巻
〈
蕉
門
俳

論
俳
文
集
〉、
集
英
社
、
昭
和
四
五
年
九
月
、
七
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

二
〇
　

谷
宗
養
（
一
五
二
六
〜
一
五
六
三
）
の
『
三
好
永
慶
宛
書
状
』（
弘
治
三
年
〈
一
五
五
七
〉
成
立
）

に
は
、「
恋
の
本
意
と
申
は
、
と
は
ぬ
を
か
な
し
び
、
名
の
立
を
い
と
ひ
な
ど
、
色
々
に
心
を
尽
し
、

待
暮
に
遅
を
う
ら
み
、
別
る
ゝ
を
し
た
ひ
な
ど
す
る
を
恋
の
本
意
と
は
申
候
」
と
あ
る
（
伊
地
知

鉄
男
校
注
『
連
歌
論
新
集
』
三
、
古
典
文
庫
、
昭
和
三
八
年
六
月
、
一
五
六
頁
）。
こ
こ
で
語
ら
れ

る
恋
の
本
意
と
は
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
み
で
あ
っ
て
、『
歌
経
標
式
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
宗
教
性

は
全
く
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
細
川
幽
斎
（
一
五
三
四
〜
一
六
一
○
）『
聞
書
全
書
』（
成
立
年
未

詳
）
に
は
、「
心
ふ
か
く
こ
ま
や
か
に
や
さ
し
き
が
恋
の
本
意
と
申
す
べ
き
。
又
代
々
の
集
に
恋
の

歌
多
く
入
る
事
、
恋
に
は
人
の
本
意
を
顕
す
も
の
な
れ
ば
如
此
と
な
ん
」（『
大
系
』
第
六
巻
、
昭

和
三
一
年
四
月
、
一
一
○
頁
）
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
天
人
感
応
」
の
思
想
は
見
出
せ
な
い
。
こ

れ
ら
の
事
実
か
ら
、
恋
歌
が
本
来
も
っ
て
い
た
は
ず
の
宗
教
性
が
、
室
町
末
期
に
は
完
全
に
喪
失

し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

二
一
　

中
村A

斎
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
柴
田
篤
・
辺
土
名
朝
邦
『
中
村A

斎
・
室
鳩
巣
』（
明
徳
出
版
社
、



昭
和
五
八
年
一
二
月
）
が
最
も
詳
し
い
。

二
二
　

『
近
世
女
子
教
育
思
想
』
第
二
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
三
年
一
一
月
新
装
版
第
一
刷
、

二
三
三
頁
。「
述
言
篇
」
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
○
六
）
刊
行
。
原
念
斎
『
先
哲
叢
談
』（
文
化
一

四
年
〈
一
八
一
七
〉
序
）
に
は
「
中
村A

斎
」
に
関
す
る
八
条
に
及
ぶ
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
第

七
条
に
「『
姫
鑑
』
三
十
二
巻
、
婦
女
の
為
め
に
之
れ
を
著
す
。
則
ち
綴つ

づ

る
に
国
字
を
以
て
し
、
其

の
門
を
分
つ
略
々

ほ

ぼ

『
小
学
』
に
倣な

ら

ひ
て
之
れ
を
敷
衍
し
、
博
く
倭
漢
古
今
の
賢
媛
を
纂
録
す
。
此

の
邦
の
女
誡
、
其
の
克よ

く
世
教
を
裨た

す

く
る
、
蓋
し
此
の
書
に
過
ぎ
た
る
莫な

し
」（
源
了
圓
・
前
田
勉

校
註
『
先
哲
叢
談
』〈
東
洋
文
庫
五
七
四
〉、
平
凡
社
、
平
成
六
年
二
月
、
一
九
○
頁
）
と
い
う
記

述
が
見
え
、
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
勝
又
基
は
「『
比
売
鑑
』
の
写
本
と
刊
本
」

（『
近
世
文
芸
』
第
七
○
号
、
日
本
近
世
文
学
会
、
平
成
一
一
年
七
月
）
で
、A

斎
の
自
序
は
「
寛

文
元
年
」
で
は
な
く
、「
延
宝
三
年
」（
一
六
七
五
）
の
可
能
性
が
あ
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
当
否
は
即
断
で
き
な
い
の
で
本
論
稿
で
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
「
寛
文
元
年
」
説
を
と
っ

て
お
く
。

二
三
　

正
宗
敦
夫
編
『
増
訂
蕃
山
全
集
』
第
二
巻
、名
著
出
版
、昭
和
五
三
年
八
月
、三
六
七
〜
三
六
八
頁

二
四
　

前
掲
『
益
軒
全
集
』
巻
之
参
、
二
一
七
頁

二
五
　

前
掲
『
先
哲
叢
談
』、
二
二
○
頁

二
六
　

前
掲
『
先
哲
叢
談
』（
二
一
九
〜
二
二
五
頁
）
に
九
条
に
わ
た
り
彼
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
彼
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
吉
田
健
舟
・
海
老
田
輝
巳
『
佐
藤
直
方
・
三
宅

尚
斎
』（
明
徳
出
版
社
、
平
成
二
年
一
○
月
）
が
詳
し
い
。

二
七
　

日
本
古
典
学
会
編
『
佐
藤
直
方
全
集
』、
日
本
古
典
学
会
、
昭
和
一
六
年
四
月
、
二
五
五
頁
。
読
み

易
さ
を
考
慮
し
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。『B

蔵
録
』
は
直
方
の
高
弟
、
稲
葉
迂
斎
（
一
六
八
四

〜
一
七
六
○
）
の
子
で
あ
る
、
黙
斎
（
一
七
三
二
〜
一
七
九
九
）
が
直
方
の
遺
文
を
編
集
し
た
も

の
で
、
一
六
巻
か
ら
な
り
直
方
の
没
か
ら
三
三
年
後
に
成
立
し
た
書
物
で
あ
る
。

二
八
　

前
掲
『
佐
藤
直
方
全
集
』、
五
七
七
頁
。『B

蔵
録
拾
遺
』
は
『B

蔵
録
』
の
続
編
で
、
同
じ
く
稲

葉
黙
斎
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
九
　

前
掲
『
佐
藤
直
方
全
集
』、
三
三
五
頁
。
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

三
〇
　

前
掲
『
佐
藤
直
方
・
三
宅
尚
斎
』、
一
頁

三
一
　

西
順
蔵
・
阿
部
隆
一
・
丸
山
真
男
校
注
『
山
崎
闇
斎
学
派
』（『
日
本
思
想
大
系
』
三
一
）、
岩
波
書

店
、
昭
和
五
五
年
三
月
、
三
六
五
頁

三
二
　

『
源
氏
物
語
』
の
享
受
に
関
し
て
は
、
今
井
卓
爾
『
源
氏
物
語
批
評
史
の
研
究
』（
鮎
沢
書
店
、
昭

和
二
三
年
九
月：

後
に
日
向
一
雄
編
『
源
氏
物
語
研
究
叢
書
』
第
一
二
巻
、
ク
レ
ス
出
版
、
平
成

九
年
一
○
月
と
し
て
発
刊
）
と
い
う
一
書
が
あ
る
他
、
同
「
源
氏
物
語
批
評
史
」（
今
井
卓
爾
他
編

『
源
氏
物
語
講
座
』
第
八
巻
、
勉
誠
社
、
平
成
四
年
一
二
月
）、
今
井
源
衛
「『
源
氏
物
語
』
の
享
受

と
紫
式
部
観
の
変
遷
」（
前
掲
『
今
井
源
衛
著
作
集
』
第
三
巻
、
平
成
一
五
年
七
月
所
収
）、
同

「
女
子
教
訓
書
お
よ
び
艶
書
文
学
と
『
源
氏
物
語
』」（
前
掲
『
今
井
源
衛
著
作
集
』
第
四
巻
、
平
成

一
五
年
九
月
所
収
）
な
ど
に
詳
し
い
。
一
方
、『
伊
勢
物
語
』
の
享
受
史
に
つ
い
て
は
未
だ
ま
と
ま

っ
た
も
の
（
通
史
的
な
も
の
）
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
書
は
多
く
「
源
語
勢
語
」
な
ど
と

言
っ
て
、
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
恐
ら
く
『
源
氏
物
語
』
と
同
様
の
傾
向
を
と
る

と
思
わ
れ
る
。

三
三
　

佐
伯
有
義
校
訂
『
垂
加
神
道
』
上
巻
、
春
陽
堂
、
昭
和
一
○
年
三
月
、
二
四
五
頁

三
四
　

早
川
純
三
郎
編
『
神
道
叢
説
』、
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
四
年
一
○
月
、
二
七
九
頁

三
五
　

岡
次
郎
編
『
強
斎
先
生
雑
話
筆
記
』
第
七
冊
、
虎
文
斎
、
発
行
年
不
明
、
第
一
二
丁

三
六
　

た
だ
し
、
林
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
長
嘯
子
に
は
、『
恋
の
歌
尽
し
』（
寛
永
中
刊
）
と
い
う
八

四
九
首
か
ら
な
る
恋
歌
だ
け
の
歌
集
が
あ
る
（
吉
田
幸
一
編
『
長
嘯
子
全
集
』
第
一
巻
、
古
典
文

庫
、
昭
和
四
七
年
六
月
所
収
）。
そ
の
他
に
も
、『
四
生
の
歌
合
』
に
も
恋
の
歌
が
多
い
。
一
方
、

戸
田
茂
睡
の
『
梨
本
書
』（
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉
奥
書
あ
り
）
に
は
、「
人
の
心
に
ま
こ
と
す

く
な
く
成
り
て
、
人
道
に
そ
む
く
ゆ
へ
に
、
此
お
し
へ
を
た
て
た
り
」（
早
川
純
三
郎
編
『
戸
田
茂

睡
全
集
』、
国
書
刊
行
会
、
大
正
四
年
四
月
、
一
八
九
頁
）
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
儒
教

の
教
え
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
理
由
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
が
、
彼
に
も
「
人
の
心
に
ま
こ
と
す

く
な
く
成
り
て
」
と
い
っ
た
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
七
　

各
時
代
の
恋
歌
比
率
の
平
均
値
に
つ
い
て
、
分
散
が
等
し
く
な
い
と
仮
定
し
た
と
き
の
検
定
（
有

意
水
準
５
％
）
を
行
な
っ
た
結
果
、
平
安
と
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
鎌
倉
・
室
町
と
江
戸
時
代
で
は
、
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
。

三
八
　

表
３
に
お
い
て
正
確
な
成
立
年
代
が
わ
か
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
九
○
五
年
頃
」
と
あ
る
も

の
は
「
九
○
五
年
」
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
し
た
。
ま
た
成
立
年
が
重
な
る
も
の
は
、
そ
の
平
均
値
を

プ
ロ
ッ
ト
し
た
。
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
も
の
の
、
恋
歌
比
率
が
減
少
傾
向
に
あ
る
の
は
、
明
ら
か

で
あ
る
。

三
九
　

厳
密
に
言
え
ば
、『
古
学
先
生
和
歌
集
』
は
、
恋
部
の
な
い
歌
集
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
は
な

い
。
恋
歌
の
な
い
歌
集
は
、
寛
平
四
年
（
八
九
四
）
に
成
立
し
た
『
大
江
千
里
集
』（
別
名
『
句
題

和
歌
』）
が
現
在
確
認
で
き
る
最
も
早
い
例
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
歌
集
は
詩
を
歌
に
変
換
し
た
よ
う

な
歌
集
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
手
本
と
し
た
詩
は
唐
代
の

詩
で
、
も
は
や
そ
の
頃
の
詩
に
は
恋
を
詠
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
仁
斎

の
『
古
学
先
生
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
、
南
川
金
渓
（
一
七
三
二
〜
一
七
八
一
）
の
『
金
渓
雑
話
』

補
遺
、
に
「
仁
斎
興
感
ア
レ
バ
和
歌
ヲ
詠
ズ
。
其
事
行
状
ニ
見
ヘ
タ
リ
。
ソ
ノ
詠
出
ノ
和
歌
ヲ
自

ラ
集
メ
テ
一
巻
ト
シ
、
且
自
ラ
点
ヲ
加
ヘ
跋
ヲ
撰
ス
。（
中
略
）
総
計
二
百
八
十
余
首
ニ
テ
、
閨
怨

コ

ヒ

ノ
歌
ハ
一
首
モ
ナ
シ
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る(

森
銑
三
・
野
間
光
辰
・
中
村
幸
彦
・
朝
倉
治
彦
編

『
随
筆
百
花
苑
』
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
七
年
四
月
、
二
三
一
頁：

同
文
が
『
閑
散
余
録
』

下
巻
・
補
遺
に
も
あ
る)

。

四
〇
　

吉
川
幸
次
郎
・
清
水
茂
校
注
『
伊
藤
仁
斎
　
伊
藤
東
涯
』（『
日
本
思
想
大
系
』
三
三
）、
岩
波
書
店
、

昭
和
四
六
年
一
○
月
、
一
七
六
頁

四
一
　

前
掲
『
伊
藤
仁
斎
　
伊
藤
東
涯
』、
八
六
頁

四
二
　

井
上
哲
次
郎
・
蟹
江
義
丸
編
『
日
本
倫
理
彙
編
』
第
五
巻
、
育
成
会
、
明
治
三
四
年
一
二
月
、
四

九
二
頁

四
三
　

『
日
本
儒
林
叢
書
』
第
五
巻
、
鳳
出
版
、
昭
和
五
三
年
四
月
、
九
頁

総研大文化科学研究 四十
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四
四
　

国
民
図
書
編
『
校
註
国
歌
大
系
』
第
一
五
巻
、
講
談
社
、
昭
和
五
一
年
一
○
月
、
二
七
○
頁

四
五
　

宗
政
五
十
緒
校
注
『
近
世
畸
人
伝
・
続
近
世
畸
人
伝
』（
東
洋
文
庫
二
○
二
）、
平
凡
社
、
昭
和
四

七
年
一
月
、
一
一
六
頁

四
六
　

梶
田
治
「
春
葉
集
を
読
む
」『
心
の
花
』
第
一
○
巻
第
七
号
、
竹
柏
会
、
明
治
三
九
年
七
月
、
一
二

〜
一
三
頁

四
七
　

楠
瀬
恂
編
『
随
筆
文
学
選
集
』
第
二
、
書
斎
社
、
昭
和
二
年
三
月
、
四
六
四
〜
四
六
五
。
原
文
に

は
句
読
点
が
な
い
た
め
、
読
み
易
さ
を
考
慮
し
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

四
八
　

佐
佐
木
信
綱
『
近
世
和
歌
史
』、
博
文
館
、
大
正
一
二
年
一
月
、
三
○
二
頁

四
九
　

前
掲
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』、
八
七
二
頁
。
松
本
幸
執
筆
担
当

五
〇
　

斎
藤
茂
吉
は
「
文
雄
の
歌
風
を
一
貫
す
る
の
は
軽
妙
の
二
字
で
あ
る
。」
と
評
し
て
い
る
（『
斎
藤

茂
吉
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
一
二
月
、
二
四
頁
）。
ま
た
、
前
川
佐
美
雄
「
井

上
文
雄
」
は
、
彼
の
生
い
立
ち
や
気
性
、
歌
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
を
知
る
上
で
大
変
参
考
に
な

る
資
料
で
あ
る
（『
短
歌
講
座
』
第
七
巻
、
改
造
社
、
昭
和
六
年
一
二
月
）。

五
一
　

こ
の
歌
の
第
三
句
に
あ
る
「
は
ぬ
け
鳥
」
は
夏
の
季
語
で
あ
る
。
俳
諧
の
世
界
で
多
く
使
用
さ
れ

て
お
り
（
例
え
ば
小
林
一
茶
の
句
に
「
な
か
な
か
に
安
堵
顔
な
り
羽
抜
鳥
」
が
あ
る
）、
現
在
で
も

そ
れ
が
季
語
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
管
見
で
は
、
和
歌
に
よ
る
使
用
例
は
た
だ
一
例
で
、
そ
れ
は

藤
原
為
家
の
歌
で
「
夏
草
の
野
沢
が
く
れ
の
羽
ぬ
け
鳥
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
な
る
わ
が
身
か
な
」

と
い
う
も
の
。
こ
の
歌
は
『
新
撰
和
歌
六
帖
』、『
六
華
和
歌
集
』、『
夫
木
和
歌
抄
』
な
ど
に
収
載

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
有
名
な
歌
で
は
な
い
。
恐
ら
く
井
上
は
こ
の
言
葉
を
俳
諧
の
世
界
か

ら
取
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
二
　

「
片
恋
」
と
「
片
思
」
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
武
義
「
万
葉
語
と
し
て
の
『
片
恋
』
と
『
片

思
』」（
片
野
達
郎
編
『
日
本
文
芸
思
潮
論
』、
桜
楓
社
、
平
成
三
年
三
月
）
に
詳
し
い
。
佐
藤
に
よ

る
と
、「
片
思
」
が
「
一
方
的
に
相
手
を
脳
裡
に
思
い
浮
か
べ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、

「
片
恋
」
は
「
一
方
的
に
眼
前
に
い
な
い
人
に
思
慕
す
る
」
も
の
で
、
こ
れ
は
「
一
方
な
思
慕
で
相

手
と
の
交
感
が
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
片
思
」
は
「
相
手
と
の
交
感
が
あ
る
と
い

う
点
で
は
、『
片
恋
』
よ
り
は
、
は
る
か
に
進
展
し
た
恋
愛
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
佐
藤
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
世
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
両
者
の

差
は
曖
昧
に
な
っ
て
お
り
、
本
論
稿
で
挙
げ
た
例
も
同
じ
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
方
的
に
恋
す
る

こ
と
」
と
い
う
意
味
の
題
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

五
三
　

正
岡
子
規
「
曙
覧
の
歌
」『
子
規
全
集
』
第
七
巻
、
講
談
社
、
昭
和
五
○
年
七
月
、
一
三
五
頁
。
初

出
は
明
治
三
二
年
三
月
二
二
日
の
『
日
本
』
誌
上
。

五
四
　

彼
女
の
歌
塾
「
萩
の
舎
」
に
つ
い
て
は
、
藤
井
公
明
「
新
旧
歌
壇
の
推
移
―
樋
口
一
葉
の
萩
の
舎

時
代
‐
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
（
幸
田
露
伴
・
樋
口
一
葉
）』、
有
精
堂
出
版
、
昭
和
五
七

年
四
月
）
が
最
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

五
五
　

長
沢
美
津
編
『
女
人
和
歌
大
系
』
第
五
巻
、
風
間
書
房
、
昭
和
五
三
年
六
月
、
一
九
四
頁

五
六
　

中
島
歌
子
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
藤
井
公
明
『
続
樋
口
一
葉
研
究
―
中
島
歌
子
の
こ
と
―
』（
桜
楓

社
、
昭
和
五
九
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

五
七
　

『
八
雲
御
抄
』
に
は
、「
巻
々
一
番
」
と
題
さ
れ
た
一
文
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
各
巻
頭
に
は
古
人

現
存
に
関
わ
ら
ず
、
然
る
べ
き
人
の
歌
を
配
す
べ
き
で
あ
り
、
高
貴
な
身
分
の
人
は
特
別
上
手
な

歌
人
で
な
く
て
も
配
し
、
女
歌
、
よ
み
人
し
ら
ず
は
こ
れ
に
准
じ
る
と
い
う
旨
の
記
述
が
あ
る

（『
日
本
歌
学
大
系
』
第
三
巻
、
六
九
頁
）。

五
八
　

『
日
本
歌
学
大
系
』
第
一
巻
、
昭
和
三
三
年
一
一
月
、
三
三
六
頁
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
飯
尾

宗
祇
（
一
四
二
一
〜
一
五
○
二
）
が
東
常
縁
（
一
四
○
一
〜
一
四
九
四
）
か
ら
文
明
三
年
（
一
四

七
一
）
に
受
け
た
講
説
を
ま
と
め
た
『
両
度
聞
書
』
に
も
、「
此
歌
は
恋
部
五
巻
を
か
ね
た
る
歌
ぞ
。

（
中
略
）
恋
路
は
つ
ゐ
に
邪
正
一
如
の
道
理
な
り
。
一
部
の
さ
と
り
、
此
歌
に
こ
も
る
べ
き
に
や
」

（
片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
三
、
赤
尾
照
文
堂
、
昭
和
五
六
年
八
月
、
七
二
六
頁
）

と
い
っ
た
評
が
な
さ
れ
て
お
り
、
恋
を
総
括
す
る
歌
で
あ
り
、
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ

う
な
歌
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

五
九
　

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』、
角
川
書
店
、
平
成
一
一
年
五
月
、
四
三

三
頁
。
渡
部
泰
明
執
筆
担
当

六
〇
　

恋
歌
を
排
除
し
た
『
百
人
一
首
』
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
恋
歌
の
消
滅
―
『
百
人
一
首
』
の
近
代

的
特
徴
に
つ
い
て
」（『
日
本
研
究
』
第
二
七
集
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
五
年

三
月
所
収
）、
も
し
く
は
拙
稿
「
恋
歌
の
消
滅
―
百
人
一
首
の
近
代
的
特
徴
」（
白
幡
洋
三
郎
編

『
百
人
一
首
万
華
鏡
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
一
七
年
一
月
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、

恋
歌
を
排
除
し
た
『
百
人
一
首
』
の
成
立
事
情
に
は
、
歌
留
多
会
の
変
質
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い

る
。
江
戸
時
代
に
は
ほ
ぼ
女
性
、
子
供
だ
け
の
遊
び
で
あ
っ
た
歌
留
多
取
り
が
、
明
治
時
代
に
な

る
と
男
女
の
出
会
う
場
と
し
て
も
機
能
し
始
め
た
。
そ
れ
が
、『
百
人
一
首
』
か
ら
恋
歌
が
除
去
さ

れ
る
一
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
も
前
掲
拙
稿
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

六
一
　

前
掲
『
和
歌
文
學
大
辞
典
』、
一
一
○
三
〜
一
一
○
四
頁
。
伊
地
知
鉄
男
執
筆
担
当

六
二
　

「
和
歌
連
歌
一
体
観
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
義
光
「
和
歌
連
歌
一
体
観
と
心
敬
の
立
場
」（『
中
世

連
歌
の
研
究
』、
有
精
堂
出
版
、
昭
和
五
四
年
九
月
所
収
）
に
詳
し
い
。


