
元
来
、
伝
承
や
生
活
の
場
を
拠
り
所
と
し
て
い
た
枕
詞
と
被
枕
詞
の
有

縁
関
係
を
、
『
萬
槃
集
』
第
二
期
の
柿
本
人
麻
呂
は
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば

の
有
縁
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
直
し
、
歌
の
主
意
の
文
脈
に
関
与
す
る
有

(
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意
性
の
強
い
修
辞
と
し
て
、
枕
詞
の
可
能
性
を
開
い
た
。
降
っ
て
第
三
期

以
後
の
歌
人
に
な
る
と
、
ひ
と
し
な
み
に
枕
詞
の
使
用
率
が
減
少
し
て
お

(
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り
、
修
辞
と
し
て
の
枕
詞
を
人
麻
呂
の
ご
と
く
重
視
し
て
い
た
形
跡
は
認

め
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
期
の
大
伴
家
持
に
至
っ
て
は
、
た
と
え

ば
、
宴
席
で
先
に
詠
ま
れ
た
序
歌
、

燈
火
の
光
に
見
ゆ
る
さ
百
合
花
後
も
逢
は
む
と
思
ひ
そ
め
て
き

（
巻
十
七
•
四
0
八
七
、
内
蔵
縄
麻
呂
）

の
連
接
部
分
を
受
け
て
、

ー

内

り

さ
百
合
花
後
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
今
の
ま
さ
か
も
う
る
は
し
み
す

れ

（

四

0
八
八
）

と
和
し
、
「
さ
百
合
花
」
に
女
性
の
印
象
を
喚
起
さ
せ
る
な
ど
、
枕
詞
そ

(3) 

の
も
の
に
表
象
性
を
喚
起
せ
し
め
る
例
が
際
立
つ
。
か
よ
う
な
枕
詞
の
あ

り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
家
持
の
意
識
的
な
営
為
と
捉
え
う
る
も
の

の
、
修
辞
と
し
て
の
枕
詞
の
役
割
が
一
見
後
退
し
た
と
み
え
る
第
三
期
に

あ
っ
て
、
そ
こ
に
さ
ら
な
る
変
化
を
も
た
ら
す
萌
し
が
す
で
に
生
じ
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
な
か
で
も
、
第

三
期
か
ら
第
四
期
へ
の
橋
渡
し
を
担
い
、
家
持
へ
の
影
響
も
大
き
い
と
み

う
る
坂
上
郎
女
の
枕
詞
の
用
法
に
は
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
第
三
期
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
人
麻
呂
の
方
法
を
踏

襲
し
た
、
歌
の
文
脈
に
関
わ
る
枕
詞
を
用
い
る
例
の
み
え
る
こ
と
は
当
然

の
な
り
ゆ
き
と
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
笠
金
村
の
み
の
例
と
し
て
掲
出
し
う
る
、

た

ゆ

ひ

…

…

夏

手

結

が

浦

に

海

人

娘

子

塩

焼

く

煙

草

枕

旅

に
し
あ
れ
ば
独
り
し
て
見
る
し
る
し
な
み
わ
た
つ
み
の
手

に
巻
か
し
た
る
珠
欅
懸
け
て
し
の
ひ
つ
大
和
嶋
根
を

（
巻
三
・
三
六
六
）

の
「
大
夫
の
」
は
、
懸
詞
「
手
結
」
を
介
し
て
地
名
「
手
結
が
浦
」
に
か

か
る
枕
詞
で
あ
る
。
こ
の
、
懸
詞
を
介
す
る
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
は
、
人

麻
呂
の
、天

数
ふ
大
津
の
子
が
逢
ひ
し
日
に
凡
に
見
し
く
は
今
ぞ
悔
し
き

（
巻
ニ
・
ニ
―
九
）

坂
上
郎
女
の
枕
詞
の
性
格

家
持
の
方
法
の
前
提
と
し
て
|
|
＇

白

井

伊

津

子
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に
同
じ
い
。
人
麻
呂
の
ば
あ
い
、
大
雑
把
に
宙
で
か
ぞ
え
る
と
い
う
意
の

枕
詞
「
天
数
ふ
」
を
、
懸
詞
「
お
ほ
（
凡
）
」
を
介
し
て
地
名
「
大
津
」

に
冠
し
、
一
首
に
お
い
て
、
枕
詞
の
文
脈
で
あ
る
「
天
数
ふ
お
ほ
（
凡
）
」

(4) 

の
意
味
を
、
第
四
句
の
「
凡
」
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
大
津

の
子
」
と
の
出
会
い
の
不
確
か
さ
を
印
象
づ
け
る
に
至
っ
て
い
る
。

金
村
の
当
面
歌
に
つ
い
て
は
、
犬
養
孝
氏
『
笠
金
村
』
（
第
四

・
1
0
、

丈
夫
皇
威
神
亀
天
平
の
人
）
が
、
作
中
の
語
旬
に
お
い
て
、
女
性
と
対
に

な
る
「
大
夫
」
を
詠
み
込
ん
だ
例
の
ひ
と
つ
に
数
え
、
金
村
の
歌
に
特
徴

的
な
、
「
大
夫
」
の
女
性
に
対
す
る
思
慕
を
看
取
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

当
面
歌
の
枕
詞
、
「
大
夫
の
」
は
、
具
体
的
な
登
場
人
物
で
は
な
い
も
の

の
、
「
海
人
娘
子
」
が
塩
を
焼
い
て
い
る
「
手
結
が
浦
」
に
こ
れ
を
冠
し
、

対
と
な
る
一
組
の
男
女
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
独
り
し
て
見
る

し
る
し
な
み
」
と
い
う
自
身
の
姿
を
対
照
的
に
詠
み
込
ん
で
い
よ
う
。

同
様
の
点
か
ら
注
目
す
べ
き
は
、
人
麻
呂
の
枕
詞
の
語
句
を
こ
と
さ
ら

(
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に
意
識
し
て
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
山
上
憶
良
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し

て、

…
…
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
に
天
飛
ぶ
や
領
巾
か
た
し
き

ま
玉
手
の
玉
手
さ
し
か
へ
あ
ま
た
夜
も
寝
ね
て
し
か
も
秋

に

あ

ら

ず

と

も

（

巻

八

・

一

五

二

0
)

と
み
え
る
枕
詞
「
天
飛
ぶ
や
」
を
挙
げ
う
る
。
先
立
つ
人
麻
呂
は
、

ー

天
飛
ぶ
や
軽
の
路
は
我
妹
子
が
里
に
し
あ
れ
ば
…
…

（
巻
ニ
・
ニ

0
七）

の
ご
と
く
用
い
て
お
り
、
澤
潟
久
孝
氏
「
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麻
呂

の
独
創
性
」
（
「
萬
薬
の
作
品
と
時
代
」
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
は
、

歌
謡
の
「
あ
ま
だ
む
軽
の
娘
子
」
（
記
歌
謡
八
三
）
を
、
「
あ
ま
と
ぶ
鳥

も
使
ひ
ぞ
」
（
記
歌
謡
八
五
）
の
例
に
照
ら
し
て
「
天
飛
ぶ
」
の
意
に
解
し
、

さ
ら
に
語
調
を
整
え
る
た
め
に
「
や
」
を
加
え
て
「
天
飛
ぶ
や
」
に
改
め

た
と
捉
え
て
よ
い
。
当
面
の
憶
良
の
「
天
飛
ぶ
や
」
が
、
歌
謡
の
「
あ
ま

と
ぶ
鳥
」
に
倣
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
人
麻
呂
の
「
天

飛
ぶ
や
軽
」
の
例
を
念
頭
に
置
き
、
自
身
は
、
「
天
（
空
）
を
飛
ぶ
」

ひ

れ
領
巾
と
い
う
修
飾
語
に
近
い
意
味
に
お
い
て
使
用
し
た
と
み
る
の
が
穏
当

だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
左
注
な
ど
か
ら
憶
良
の
作
と
認
め
ら
れ
る
「
恋
二
男
子
名

あ
か
ぼ
し

古
日
一
歌
」
の
、

ぁ

ー

…
…
白
玉
の
我
が
子
古
H
は

明

く

る

朝

は

し

き

た

ゆ
ふ
へ

拘
塊
の

へ
の
床
の
辺
去
ら
ず
（
中
略
）
ダ
馳
び
夕
に
な
れ
ば
い
ざ
寝

よ

と

手

を

携

は

り

…

…

（

巻

五

・

九

0
四）

に
お
い
て
、
枕
詞
と
被
枕
詞
が
類
音
の
繰
り
返
し
を
も
ち
、
か
つ
対
と
な

る
「
明
星
の
明
く
る
朝
」
と
「
夕
星
の
夕
」
を
取
り
上
げ
う
る
。
枕
詞

「
明
星
の
」
は
、
『
萬
葉
集
』
中
、
こ
の
一
例
で
、
ま
た
「
夕
星
の
」
も
、

他
に
は
、
人
麻
呂
の
「
夕
星
の
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
」
（
巻
ニ
・
一
九
六
）
が

残
る
の
み
で
あ
る
。

右
の
憶
良
の
例
に
つ
い
て
、
芳
賀
紀
雄
氏
「
掌
中
の
愛
ー
恋
男
子
名
古
日

歌
ー
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
十
八
年
八
月
号
）
は
、
「
夕
」
に
枕
詞
を

冠
す
る
に
、
「
ぬ
ば
た
ま
の
夕
」
（
巻
ニ
・
一
九
九
、
人
麻
呂
）
で
は
、
暗

さ
を
強
調
す
る
方
向
に
傾
く
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
人
麻
呂
の
「
夕
星
の

か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
」
を
承
知
し
た
上
で
、
宵
の
明
星
の
も
つ
明
る
い
印
象

を
新
た
に
引
き
出
し
、
さ
ら
に
『
毛
詩
』
（
小
雅
・
谷
風
之
什
「
大
東
」
）
の

「
東
有
啓
明
一
、
西
有
長
庚
＿
」
を
踏
ま
え
て
、
対
と
な
る
「
明
星
の
」

を
配
す
る
に
至
っ
た
と
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
文
脈
の
上
で
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は
、
「
『
明
星
』
と
『
夕
星
』
と
が
、
古

H
親
子
の
情
愛
の
日
々
に
、
さ
ら

な
る
光
明
を
点
ず
べ
き
も
の
と
し
て
象
徴
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
」
と
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
憶
良
の
態
度
は
、
人
麻
呂
の
枕
詞
「
夕
星

の
」
を
意
識
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
身
の
歌
の
文
脈
上
の
効
果
を
高
め
る

べ
く
、
詩
の
表
現
を
も
取
り
入
れ
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
を
対
句
に
し
て

詠
む
と
い
う
点
で
、
人
麻
呂
の
、
「
春
花
の
貴
か
ら
む
と
望
月
の
満
は

し
け
む
と
」
（
巻
ニ
・
一
六
七
）
に
代
表
さ
れ
る
方
法
に
、
ま
さ
し
く
連
な

る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
坂
上
郎
女
の
ば
あ
い
、
詩
文
を
踏
ま
え
て
枕
詞
を
用
い
る
端
的

な
例
は
見
出
し
難
い
。
だ
が
、
従
前
の
枕
詞
「
ま
そ
鏡
」
を
、
「
磨
ぐ
」

に
冠
し
た
、ー

…
…
ま
そ
鏡
磨
ぎ
し
心
を
許
し
て
し
そ
の
日
の
極
み
（
中
略
）

通
は
し
し
君
も
来
ま
さ
ず
玉
梓
の
使
ひ
も
見
え
ず
な
り
ぬ

し
る

れ
ば
い
た
も
す
べ
な
み
（
中
略
）
た
わ
や
め
と
い
は
く
も
著
く
た

わ
ら
は
の
音
の
み
泣
き
っ
っ
た
も
と
ほ
り
君
が
使
ひ
を
待

ち
や
か
ね
て
む
…
…
（
巻
四
・
六
一
九
「
怨
恨
歌
」
）

し
る
し

ま
そ
鏡
磨
ぎ
し
心
を
許
し
て
ば
後
に
云
ふ
と
も
験
あ
ら
め
や
も

（
巻
四
・
六
七
三
）

の
例
は
、
上
代
で
は
、
坂
上
郎
女
が
用
い
た
右
の
二
首
の
み
で
あ
り
、
注

意
を
要
す
る
。
「
磨
ぐ
」
に
枕
詞
を
冠
す
る
例
は
、
巻
十
三
に
、ま

つ

…
…
つ
れ
も
な
き
城
の
上
の
宮
に
大
殿
を
仕
へ
奉
り
て
殿

隠
り
隠
り
い
ま
せ
ば
（
中
略
）
使
は
し
し
舎
人
の
子
ら
は
（
中

略
）
剣
大
刀
磨
ぎ
し
心
を
天
雲
に
思
ひ
は
ぶ
ら
し
臥
い
ま

ろ
び
ひ
づ
ち
泣
け
ど
も
飽
き
足
ら
ぬ
か
も
（
三
三
二
六
）

の
ご
と
く
「
剣
大
刀
磨
ぐ
」
が
み
え
、
「
ま
そ
鏡
」
は
、
「
ま
そ
鏡
仰
ぎ

て
見
れ
ど
」
（
巻
三
・
ニ
三
九
、
人
麻
呂
）
、
「
ま
そ
鏡
見
と
も
言
は
め
や
」

（
巻
十
一
・
ニ
五
0
九
、
人
麻
呂
歌
集
）
の
よ
う
に
、
「
見
る
」
に
か
か
る
枕

詞
と
し
て
一
般
化
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
枕
詞
・
被

枕
詞
関
係
を
単
に
組
み
替
え
て
「
ま
そ
鏡
」
を
「
磨
ぐ
」
に
冠
し
て
い
る

と
は
即
断
し
え
な
い
。
当
面
の
、
坂
上
郎
女
の
歌
に
は
、
「
ま
そ
鏡
磨
ぎ

し
心
」
と
あ
り
、
主
意
の
文
脈
で
「
磨
ぐ
」
の
対
象
と
な
る
の
は
「
心
」

な
の
だ
が
、
枕
詞
の
文
脈
で
は
、
「
ま
そ
鏡
」
が
「
磨
ぐ
」
の
対
象
と
な

る
。
つ
ま
り
、
枕
詞
の
位
置
に
あ
る
語
句
が
「
磨
ぐ
」
の
対
象
と
な
る
た

め
、
こ
こ
で
は
女
性
が
「
磨
ぐ
」
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
「
ま
そ
鏡
」

を
択
び
取
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
巻
十
三

の
「
剣
大
刀
磨
ぐ
」
に
比
し
て
み
て
も
、
こ
の
「
ま
そ
鏡
」
は
、
女
性

(
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の
印
象
に
結
び
付
き
や
す
い
素
材
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
後
の
例
だ

が
、
家
持
が
、

お

も

わ

桃
の
花
紅
色
に
に
ほ
ひ
た
る
面
輪
の
う
ち
に
青
柳
の
細

き
眉
根
を
笑
み
ま
が
り
朝
影
見
つ
つ
娘
子
ら
が
手
に
取
り

持
て
る
ま
そ
鏡
二
上
山
に
…
…
（
巻
十
九
•
四
一
九
二
）

の
ご
と
く
、
「
二
上
山
」
を
導
く
際
に
、
「
ま
そ
鏡
」
を
女
性
の
道
具
と
し

て
、
長
い
叙
述
を
伴
っ
て
詠
む
こ
と
も
、
そ
の
結
び
付
き
の
傍
証
と
な
る
。

従
っ
て
、
「
ま
そ
鏡
」
が
、
ま
そ
鏡
を
磨
ぐ
と
い
う
、
こ
と
ば
と
こ
と

ば
の
有
縁
関
係
に
即
し
て
択
び
取
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
た
と
え
ば
先

掲
人
麻
呂
の
「
天
数
ふ
お
ほ
（
凡
）
」
の
枕
詞
の
文
脈
が
、
主
意
の
文
脈

と
意
味
的
な
関
わ
り
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
女
性
の

心
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
情
調
に
傾
く
と
認
め
ら
れ
る
。
．
仮
に
、
「
怨
恨

歌
」
の
「
ま
そ
鏡
」
の
例
が
、
長
歌
後
半
の
「
た
わ
や
め
」
と
対
応
す
べ

く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
「
ま
そ
鏡
」
が
、
主
意
の
文
脈
に
何
ほ
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ど
も
限
定
的
な
意
味
を
も
た
ら
さ
な
い
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
坂
上
郎
女
の
枕
詞
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
期
に
入
っ
て
、

枕
詞
が
慣
用
的
に
用
い
ら
れ
る
実
際
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。

第
三
期
を
代
表
す
る
歌
人
の
ば
あ
い
、
枕
詞
の
使
用
率
は
下
が
る
も
の

の
、
半
面
、
た
と
え
ば
、
「
お
し
て
る
（
お
し
て
る
や
）
難
波
」
の
よ
う

に
、
記
紀
歌
謡
に
み
え
る
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
を
慣
用
的
に
用
い
る
例
が

次
第
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
も
と
よ
り
、
「
お
し
て
る
（
お

し
て
る
や
）
」
と
「
難
波
」
の
本
来
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い

が
、
歌
謡
で
は
、

ー

お
し
て
る
や
難
波
の
崎
よ
出
で
立
ち
て
我
が
国
見
れ
ば
淡

島
お
の
ご
ろ
島
あ
ぢ
ま
さ
の
島
も
見
ゆ
さ
け
つ
島
見
ゆ

（
記
歌
謡
五
三
）

，
 

お
し
て
る
難
波
の
崎
の
並
び
浜
並
べ
む
と
こ
そ
そ
の
子
は
有
り
け

め

（

紀

歌

謡

四

八

）

の
よ
う
に
、
「
難
波
」
は
い
ず
れ
も
「
難
波
の
崎
」
と
あ
っ
て
、
海
に
関

わ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
『
萬
葉
槃
』
の

時
代
に
、
そ
の
意
味
関
係
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
神
社
老
麻
呂

は
、
草
香
山
を
越
え
る
時
に
こ
れ
を
推
し
は
か
っ
て
、

お

し

て

る

や

な

に

は

の

う

み

直
越
え
の
こ
の
道
に
て
し
押
照
哉
難
波
乃
海
と
名
付
け
け
ら
し
も

（
巻
六
・
九
七
七
、
天
平
五
年
）

と
詠
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
右
の
歌
を
も
含
め
て
、
「
押
光
」
（
巻
三
•
四

四
三
）
「
忍
照
」
（
巻
八
・
一
四
二
八
）
な
ど
の
表
記
に
は
、
当
時
の
解
釈
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
け
て
も
、
第
三
期
の
山

し
じ
に
生
ひ
た
る

部
赤
人
の
詠
ん
だ
、

天

地

の

遠

き

が

ご

と

く

日

月

の

長

き

が

ご

と

く

臨

荊

難

波
の
宮
に
我
ご
大
王
国
知
ら
す
ら
し
…
…
（
巻
六
・
九
三
三
）

の
歌
の
「
臨
照
」
の
ば
あ
い
、
皇
帝
の
威
光
が
下
方
に
降
り
注
が
れ
る
と

い
う
意
の
漢
語
「
臨
照
」
を
「
お
し
て
る
」
に
当
て
、
「
難
波
の
宮
」
を

(
9
)
 

讃
え
る
気
持
ち
を
表
し
た
と
捉
え
う
る
。

だ
が
、
一
方
で
、
同
時
期
の
金
村
の
詠
ん
だ
、

忍

照

難

波

の

国

は

葦

垣

の

古

り

に

し

郷

と

人

皆

の

思

ひ

や
す
み
て
つ
れ
も
な
く
あ
り
し
間
に
…
…
（
巻
六
・
九
二
八
）

の
歌
か
ら
は
、
「
お
し
て
る
」
に
讃
辞
の
性
格
を
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し

い
。
さ
ら
に
、
坂
上
郎
女
の
、

押
照
難
波
の
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
君
が
聞
こ
し
て
…
…

（
巻
四
・
六
一
九
「
怨
恨
歌
」
）

で
も
、
「
お
し
て
る
難
波
の
菅
の
」
が
、
懸
詞
「
ね
（
根
）
」
を
介
し
て

「
ね
も
こ
ろ
」
を
導
く
序
詞
と
な
っ
て
お
り
、
「
お
し
て
る
」
が
、
「
難
波
」

に
対
し
て
慣
用
的
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
第
三
期
の
歌
人
の
作
品
に
お
い
て
、
歌
の
表
現
に
お
け

る
修
辞
と
し
て
の
枕
詞
の
占
め
る
位
置
が
次
第
に
後
退
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
、
歌
作
の
態
度
と
無
関
係
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

人
麻
呂
が
、
集
団
の
場
に
お
い
て
共
有
し
う
る
心
情
を
、
枕
詞
と
し
て
用

い
た
景
物
に
よ
っ
て
讐
喩
的
に
描
写
し
た
の
に
対
し
、
人
麻
呂
と
同
じ
く

宮
廷
を
中
心
に
活
躍
し
た
赤
人
の
ば
あ
い
は
、
あ
く
ま
で
も
、
客
観
的
な

景
の
表
現
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
に
そ
の
一
因
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

用
言
に
冠
す
る
枕
詞
の
例
が
、
か
つ
が
つ
、

三
諸
の
神
奈
備
山
に
五
百
枝
さ
し

ヽヽ
っ
ヵ
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た
ま
か
つ
ら

/`‘、̀‘‘‘,…

の
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
玉
慈
絶
ゆ
る
こ
と
な
く

つ
も
止
ま
ず
通
は
む
明
日
香
の
古
き
都
は
…
…

（
巻
ニ
・
三
二
四
）

に
お
け
る
「
玉
葛
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
の
み
で
あ
る
点
か
ら
も
証
さ
れ

る
。
し
か
も
、
こ
の
「
玉
癌
＝
は
、
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
に
冠
す
る
た

め
に
意
図
的
に
引
き
込
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
「
つ
が
の
木
の
い
や
継

ぎ
継
ぎ
に
」
と
並
列
的
で
あ
り
、
そ
の
場
の
景
物
の
長
久
性
に
即
し
て
、

古
京
を
讃
美
す
る
表
現
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
用
言
に
冠
す
る
枕

詞
に
執
し
て
い
た
人
麻
呂
と
は
、
隔
た
り
が
大
き
い
と
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。ま

た
、
大
伴
旅
人
が
、
『
萬
葉
集
』
の
主
立
っ
た
歌
人
の
中
で
、
も
っ

と
も
枕
詞
の
使
用
率
が
低
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
阿
蘇
瑞
枝
氏
は
、

「
私
情
を
率
直
に
詠
む
こ
と
が
多
く
、
表
現
形
式
に
技
巧
を
凝
ら
す
こ
と

(10) 

の
少
な
い
彼
の
歌
風
か
ら
み
て
も
当
然
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
個
性
的
な
主
題
を
展
開
し
た
憶
良
も
ま
た
同
然

と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
人
麻
呂
に
次
ぐ
枕
詞
の
使
用
率
を
示
す
金
村
に

あ
っ
て
も
、
先
の
「
お
し
て
る
難
波
」
の
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、
元
来
、

旅
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
り
、
旅
の
困
難
さ
を
表
す
「
草
枕
」
を
「
旅
」

に
冠
す
る
「
草
枕
旅
」
の
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
を
、
逆
に
、
旅
を
楽
し

む
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
す
歌
に
詠
み
込
ん
だ
、

わ
れ

…
…
真
土
山
越
ゆ
ら
む
君
は
（
中
略
）
む
つ
ま
し
み
我
は
思
は

ず
草
枕
旅
を
よ
ろ
し
と
思
ひ
つ
つ
君
は
あ
る
ら
む
と
あ

そ
そ
に
は
か
つ
は
知
れ
ど
も
…
…
（
巻
四
・
五
四
三
）

草
枕
胴
行
く
人
も
行
き
触
れ
ば
に
ほ
ひ
ぬ
べ
く
も
咲
け
る
萩
か
も

（
巻
八
・
一
五
三
二
）

あ
り
つ

の
よ
う
に
、
そ
の
枕
詞
は
、
単
に
五
音
句
を
充
た
す
の
み
の
措
辞
的
な
用

法
に
偏
る
。
ゆ
え
に
、
一
見
、
人
麻
呂
の
方
法
を
意
識
的
に
用
い
た
か
と

み
う
る
、
前
述
の
「
大
夫
の
手
結
が
浦
に
海
人
娘
子
塩
焼
く
煙
」
に

(11) 

お
け
る
工
夫
も
、
当
時
の
宮
廷
人
の
、
私
情
を
相
聞
的
に
詠
む
趣
向
に
従
っ

た
ま
で
に
過
ぎ
な
い
と
見
倣
し
う
る
の
で
あ
る
。

叙
上
の
よ
う
に
、
第
三
期
の
金
村
や
坂
上
郎
女
に
至
っ
て
顕
著
に
な
る

枕
詞
の
単
な
る
措
辞
的
な
用
法
は
、
枕
詞
が
被
枕
詞
と
の
間
に
お
い
て
の

み
固
定
的
な
関
係
を
も
つ
に
と
ど
ま
り
、
人
麻
呂
が
、
枕
詞
を
歌
の
主
意

の
文
脈
と
意
味
的
な
関
わ
り
を
も
た
せ
る
べ
く
使
用
し
た
こ
と
に
比
し

て
、
極
め
て
限
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
首
に
お
い

て
、
枕
詞
と
被
枕
詞
と
の
形
式
的
な
つ
な
が
り
が
、
枕
詞
と
し
て
用
い
ら

れ
た
こ
と
ば
の
も
つ
意
味
、
な
い
し
枕
詞
と
被
枕
詞
の
こ
と
ば
と
こ
と
ば

に
よ
る
有
縁
関
係
よ
り
も
優
先
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
掲
坂

上
郎
女
の
「
ま
そ
鏡
磨
ぐ
」
の
例
は
、
形
式
的
な
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係

の
中
で
、
意
味
的
な
有
縁
関
係
を
有
し
つ
つ
も
、
そ
の
独
自
な
あ
り
方
と

し
て
、
主
意
の
文
脈
か
ら
遊
離
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
か
よ
う
な

措
辞
的
な
枕
詞
の
あ
り
よ
う
と
歩
み
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ

ろっ
坂
上
郎
女
の
ば
あ
い
、
前
掲
「
お
し
て
る
難
波
」
を
詠
み
込
ん
だ
「
怨

恨
歌
」
に
お
い
て
、
記
紀
歌
謡
以
来
の
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
」
（
記
歌
謡
三

な
ど
）
、
お
よ
び
人
麻
呂
の
こ
ろ
よ
り
一
般
化
し
た
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」

（
巻
十
一
・
ニ
四
一
六
な
ど
）
「
玉
梓
の
使
ひ
」
（
巻
ニ
・
ニ
0
七
な
ど
）
を

連
続
し
て
使
用
す
る
な
ど
、
従
前
か
ら
の
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
を
、
そ
の
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と
こ
ろ
が
、
最
初
の
二
つ
の
「
ち
は
や
ぶ
る
神
か
離
け
け
む
う
つ

ま
ま
引
き
写
す
の
み
と
見
受
け
ら
れ
る
例
の
目
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

スっ

お
し
て
る
難
波
の
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
君
が
聞
こ
し
て
年
深

く
長
く
し
云
へ
ば
ま
そ
鏡
磨
ぎ
し
情
を
許
し
て
し
そ
の

日
の
極
み
浪
の
む
た
靡
く
玉
藻
の
か
に
か
く
に
心
は
も
た

た
の

ず
大
船
の
頼
め
る
時
に
ち
は
や
ぶ
る
神
か
離
け
け
む
う

つ
せ
み
の
人
か
さ
ふ
ら
む
通
は
し
し
君
も
来
ま
さ
ず
玉
梓

の
使
ひ
も
見
え
ず
な
り
ぬ
れ
ば
い
た
も
す
べ
な
み
ぬ
ば
た

ま
の
夜
は
す
が
ら
に
赤
ら
ひ
く
日
も
く
る
る
ま
で
嘆
け
ど

も
し
る
し
を
無
み
思
へ
ど
も
た
づ
き
を
知
ら
に
…
…

（
巻
四
・
六
一
九
）

た
だ
し
、
こ
こ
で
見
逃
し
え
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
固
定
的
な
枕
詞
・
被

枕
詞
を
対
句
中
に
用
い
る
点
で
あ
る
。
当
面
の
三
つ
の
対
旬
の
う
ち
、
第

三
の
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
赤
ら
ひ
く
日
も
く
る
る
ま
で
」

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、

…
…
山
科
の
鏡
の
山
に
夜
は
も
夜
の
こ
と
ご
と
昼
は
も

日
の
こ
と
ご
と
音
の
み
を
泣
き
つ
つ
あ
り
て
や
…
…

（
巻
ニ
・
一
五
五
、
額
田
王
）

な
ど
、
「
夜
」
と
「
日
（
昼
）
」
を
対
旬
と
し
た
例
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、

枕
詞
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
と
「
あ
か
ら
ひ
く
」
を
一
首
に
用
い
た
、

ー

，
 

ー

ぬ
ば
た
ま
の
こ
の
夜
な
明
け
そ
あ
か
ら
ひ
く
朝
行
く
君
を
待
た
ば
苦

し

も

（

巻

十

一

・

ニ

三

八

九

、

人

麻

呂

歌

集

）

と
い
う
作
も
あ
り
、
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
も
の
し
た
と
考
え
ら
れ

る。

せ
み
の
人
か
さ
ふ
ら
む
」
お
よ
び
「
通
は
し
し
君
も
来
ま
さ
ず

玉
梓
の
使
ひ
も
見
え
ず
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
と
同
じ
対
旬
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
「
神
」
と
「
人
」
お
よ
び
「
君
」
と
「
使
ひ
」
の
対
も
従

前
に
は
残
ら
な
い
。
し
か
も
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
「
玉
梓
の
使
ひ
」

の
ご
と
く
、
対
旬
の
一
方
で
枕
詞
を
用
い
る
の
に
対
し
て
、
他
方
で
は

「
う
つ
せ
み
の
人
」
と
「
通
は
し
し
君
」
の
ご
と
く
、
い
ず
れ
も
上

の
五
音
旬
を
、
「
人
」
お
よ
び
「
君
」
の
修
飾
語
と
し
て
い
る
。
人
麻
呂

の
歌
で
も
、
長
歌
中
に
枕
詞
を
連
続
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、

先
掲
の
「
春
花
の
貴
か
ら
む
と
望
月
の
満
は
し
け
む
と
」
（
巻
ニ
・

一
六
七
）
を
は
じ
め
と
し
、
対
句
に
お
い
て
、
一
方
に
枕
詞
・
被
枕
詞
関

係
を
用
い
た
ば
あ
い
、
他
方
に
も
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
を
用
い
て
対
応
さ

(12) 

せ
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
こ
で
坂
上
郎
女
の
特
異
性
が
浮
き
彫
り

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
対
句
の
構
成
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
坂

上
郎
女
が
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
「
玉
梓
の
使
ひ
」
の
固
定
的
な
枕

詞
・
被
枕
詞
関
係
に
、
「
う
つ
せ
み
の
人
」
「
通
は
し
し
君
」
の
五
音

と
七
音
の
二
句
に
わ
た
っ
て
の
慣
用
的
な
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
が
ほ
ぼ

等
し
い
も
の
と
受
け
止
め
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
「
ち
は

や
ぶ
る
」
は
、
『
古
事
記
』
歌
謡
に
「
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
の
渡
り
に
」
（
五

0
)
と
あ
り
、
元
来
は
、
地
名
「
宇
治
」
に
冠
す
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
を
人
麻
呂
は
「
凶
暴
な
」
と
い
う
意
味
に
解
し
、
し
か

も
「
ま
つ
ろ
は
ぬ
」
と
対
旬
に
し
て
、

ゃ
ゎ

…
…
ち
は
や
ぶ
る
人
を
和
せ
と
ま
つ
ろ
は
ぬ
国
を
治
め
と

皇
子
な
が
ら
任
け
た
ま
へ
ば
…
…
（
巻
ニ
・
一
九
九
）

と
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
第
三
期
以
降
は
、
む
し
ろ
人
麻
呂
歌
集
中
に
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み
え
る
、i
 

ち
は
や
ぶ
る
神
の
持
た
せ
る
命
を
ば
誰
が
た
め
に
か
も
長
く
欲
り
せ

む

（

巻

十

一

・

ニ

四

一

六

）

の
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
の
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
を
襲
っ
た
、

I

_

た
ば

ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
に
我
が
掛
け
し
幣
は
賜
ら
む
妹
に
逢
は
な
く

（
巻
四
・
五
五
八
、
土
師
水
通
）

な
ど
、
「
神
」
に
対
し
て
慣
用
的
と
捉
え
る
べ
き
措
辞
的
な
使
用
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る

c

ま
た
、
枕
詞
「
玉
梓
の
」
は
、
人
麻

呂
の
例
は
も
と
よ
り
、
『
萬
葉
集
』
中
、
お
お
む
ね
「
使
ひ
」
に
冠
せ
ら

れ
て
お
り
、
固
定
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
喋
喋
す
る
ま
で
も
な
い
。

か
た
や
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
と
対
に
な
る
「
う
つ
せ
み
の
人
」
は
、

「
う
つ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
」
（
巻
四
・
五
九
七
、
笠
女
郎
。
巻
十
ニ
・
ニ

九
三
二
）
の
ご
と
く
、
と
く
に
萬
葉
後
期
に
お
い
て
慣
用
さ
れ
る
例
で
あ

り
、
坂
上
郎
女
が
こ
れ
に
倣
う
こ
と
は
た
や
す
い
。
「
玉
梓
の
使
ひ
」
と

対
に
な
る
「
通
は
し
し
君
」
の
ば
あ
い
、
い
さ
さ
か
事
情
が
異
な
り
、
「
通

ひ
し
君
が
来
ね
ば
悲
し
も
」
（
巻
十
一
・
ニ
三
六
〇
、
人
麻
呂
歌
集
）
「
通
ひ

し
君
が
見
え
ぬ
こ
ろ
か
も
」
（
巻
四
•
五
一
八
、
石
川
郎
女
）
な
ど
、
先
立

つ
類
例
は
、
い
ず
れ
も
修
飾
・
被
修
飾
関
係
が
五
音
旬
内
に
お
さ
ま
り
、

二
旬
に
わ
た
る
例
は
残
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
例
と
、
「
玉
梓
の

使
ひ
」
「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
「
う
つ
せ
み
の
人
」
の
用
法
に
照
ら
し
て
、

坂
上
郎
女
が
直
ち
に
成
し
え
た
旬
作
り
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
固
定
的
な
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
に
お
け
る
枕
詞
の
措
辞
的

な
用
法
と
、
修
飾
・
被
修
飾
関
係
の
慣
用
的
な
使
用
が
前
提
と
し
て
あ
り
、

坂
上
郎
女
は
、
当
面
歌
に
お
い
て
、
そ
の
二
つ
の
形
式
を
対
応
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
枕
詞
と
五
音
句
と
が
い
ず
れ
も
装
飾
的
な
修
飾
と
い
う
点

に
お
い
て
等
価
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
し
た
と
見
倣
し
う
る
の
で
あ

る。
ま
た
、
家
持
が
、
坂
上
郎
女
の
竹
田
の
庄
に
至
っ
て
作
っ
た
、

た

ま

ほ

こ

あ

ー

玉
梓
の
道
は
遠
け
ど
は
し
き
や
し
妹
を
相
見
に
出
で
て
ぞ
我
が
来

し

（

巻

八

・

一

六

一

九

）

の
歌
に
、
坂
上
郎
女
が
和
し
た
、

ー

あ
ら
た
ま
の
月
立
つ
ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
し
見
つ
つ
思
ひ
ぞ
我

が

せ

し

(

-

六

二

0
)

の
「
あ
ら
た
ま
の
月
」
も
、
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
と
し
て
は
、
つ
と
に

『
古
事
記
』
の
歌
謡
（
二
八
）
に
み
え
る
固
定
的
な
例
だ
が
、
こ
こ
に
も
同

様
の
エ
夫
が
窺
え
る
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
当
面
歌
に
お
い
て
留
意

さ
れ
る
の
は
、
坂
上
郎
女
が
、
家
持
の
結
句
「
出
で
て
ぞ
我
が
来
し
」
に

対
応
さ
せ
て
、
自
ら
も
「
思
ひ
ぞ
我
が
せ
し
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
語
旬
を
対
応
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
の
歌
の
体

裁
を
整
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
意

識
は
、
家
持
の
第
四
旬
「
妹
を
相
見
に
」
の
「
見
る
」
を
受
け
て
、
「
夢

に
し
見
つ
つ
」
と
応
じ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
初
旬
と
第
二
旬
の
枕

詞
・
被
枕
詞
に
つ
い
て
も
、
家
持
の
「
玉
梓
の
道
」
に
対
応
さ
せ
て
、

「
あ
ら
た
ま
の
月
」
を
用
い
た
こ
と
に
も
及
ん
で
い
る
と
捉
え
う
る
。

贈
答
あ
る
い
は
唱
和
の
歌
に
お
い
て
、
い
ず
れ
に
も
枕
詞
が
用
い
ら
れ

て
い
る
作
品
を
検
討
し
て
み
る
と
、
答
（
和
）
え
る
側
が
、
先
の
歌
の
枕

詞
な
い
し
枕
詞
・
被
枕
詞
を
そ
の
ま
ま
襲
う
ば
あ
い
と
、
同
じ
旬
の
位
置

に
対
応
さ
せ
つ
つ
も
、
異
な
っ
た
枕
詞
・
被
枕
詞
を
用
い
る
ば
あ
い
が
認

め
ら
れ
る
。
前
者
が
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
一
般
的
な
あ
り
方
と
認
め
ら

(14) 

れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
該
当
す
る
例
は
後
期
の
作
品
に
目
立
つ
。
そ
の
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大
宰
少
弐
石
川
朝
臣
足
人
歌
一
首

さ
す
竹
の
大
宮
人
の
家
と
住
む
佐
保
の
山
を
ば
思
ふ
や
も
君

（
巻
六
・
九
五
五
）

帥
大
伴
卿
和
歌
一
首

ー

や
す
み
し
し
我
が
大
王
の
食
す
国
は
大
利
も
こ
こ
も
同
じ
と
ぞ
思

ふ

．

（

九

五

六

、

大

伴

旅

人

）

の
よ
う
に
、
固
定
的
な
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
の
「
さ
す
竹
の
大
宮
人
」

を
用
い
て
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
、
や
は
り
固
定
的
な
「
や
す
み
し
し
我

が
大
王
」
で
も
っ
て
和
す
る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
土
師
水
通
（
字
は
志
婢

麻
呂
）
が
、
巨
勢
豊
人
と
巨
勢
斐
太
朝
臣
の
顔
の
黒
い
こ
と
を
咄
っ
て

作
っ
た
、ぬ

ば
た
ま
の
斐
太
の
大
黒
見
る
ご
と
に
巨
勢
の
小
黒
し
思
ほ
ゆ
る
か

も
（
巻
十
六
・
三
八
四
四
、
「
喘
咲
黒
色
一
歌
一
首
」
）

で
は
、
元
来
「
黒
」
お
よ
び
黒
い
も
の
に
か
か
っ
て
ゆ
く
、
枕
詞
「
ぬ
ば

た
ま
の
」
を
、
巨
勢
斐
太
朝
臣
を
さ
す
「
斐
太
の
大
黒
」
に
冠
し
、
こ
の

歌
を
聞
い
て
答
え
た
と
い
う
巨
勢
豊
人
が
、
志
婢
麻
呂
の
姓
、
「
土
師
」

(15) 

の
職
掌
か
ら
、
「
駒
造
る
」
を
枕
詞
と
し
、

ー

駒
造
る
土
師
の
志
婢
麻
呂
白
く
あ
れ
ば
諾
欲
し
か
ら
む
そ
の
黒
き
色

を

（

三

八

四

五

、

「

答

歌

一

首

」

）

の
ご
と
く
対
応
さ
せ
て
詠
ん
だ
、
即
興
的
な
例
も
残
る
。

当
面
歌
に
お
い
て
、
坂
上
郎
女
も
ま
た
、
家
持
の
「
玉
梓
の
道
」
を
、

固
定
的
な
枕
詞
・
被
枕
詞
と
し
て
了
解
し
、
固
定
的
な
枕
詞
・
被
枕
詞
関

係
の
「
あ
ら
た
ま
の
月
」
を
詠
み
込
ん
で
い
よ
う
が
、
前
述
し
た
よ
う

な
語
句
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
強
い
意
識
か
ら
推
し
て
、
家
持
と
同
じ
く

中
で
は

四

「
た
ま
（
玉
）
」
の
語
を
含
む
枕
詞
を
択
び
、
自
身
の
枕
詞
に
取
り
入
れ

た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
枕
詞
「
あ
ら
た
ま
の
」
は
、
一
見
措
辞
的
で
あ

り
な
が
ら
、
二
首
の
対
応
関
係
に
お
い
て
、
「
た
ま
（
玉
）
」
を
喚
起
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
装
飾
的
な
性
格
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
と
捉
え
う
る
。

か
か
る
装
飾
性
は
、
第
三
期
の
歌
人
が
、
人
麻
呂
の
確
立
し
た
枕
詞
・

被
枕
詞
関
係
の
方
法
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
次
第
に
そ
の
方
法
か
ら
離
れ

て
枕
詞
を
単
な
る
措
辞
的
な
も
の
と
し
て
い
っ
た
中
で
、
坂
上
郎
女
に

至
っ
て
必
然
的
に
あ
ら
わ
に
な
っ
た
枕
詞
の
―
つ
の
あ
り
よ
う
と
把
握
で

き
よ
う
。
従
っ
て
、
固
定
的
な
枕
詞
の
み
な
ら
ず
、
萬
葉
後
期
に
至
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
枕
詞
を
坂
上
郎
女
が
用
い
る
ば
あ
い
、
や
は
り
そ
こ
に
も
、

従
前
と
は
異
な
る
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

一
体
に
、
坂
上
郎
女
の
相
聞
・
贈
答
歌
に
お
け
る
濃
厚
な
恋
情
表
現
は
、

(16) 

当
時
の
み
や
び
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
恋
情

の
微
妙
な
動
き
を
詠
出
し
た
、

ー

思
は
じ
と
言
ひ
て
し
も
の
を
は
ね
ず
色
の
移
ろ
ひ
や
す
き
我
が
心
か

も

（

巻

四

・

六

五

七

）

の
歌
で
は
、
美
し
い
が
色
の
あ
せ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
は
ね
ず

色
」
を
「
移
ろ
ふ
」
の
枕
詞
と
し
て
い
る
。
類
例
と
し
て
は
、
『
萬
葉
集
』

に
ほ
か
に
、

は
ね
ず
色
の
移
ろ
ひ
や
す
き
心
あ
れ
ば
年
を
ぞ
来
経
る
言
は
絶
え
ず

て

（

巻

十

ニ

・

三

0
七
囮
、
寄
物
陳
思
）

が
残
る
が
、
こ
の
歌
の
「
移
ろ
ひ
や
す
き
心
」
は
、
相
手
の
心
の
変
わ
り

易
い
、
移
り
気
な
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
坂
上
郎
女
の
歌
で
は
、
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も
う
思
う
ま
い
と
い
っ
て
い
た
の
に
、
相
手
に
傾
い
て
し
ま
っ
て
い
る
自

分
の
心
を
「
移
ろ
ひ
や
す
き
我
が
心
」
と
詠
む
。
「
移
ろ
ふ
」
に
冠
す
る

枕
詞
の
、
坂
上
郎
女
に
先
立
つ
例
と
し
て
、
「
咲
く
花
の
移
ろ
ひ
に
け
り
」

（
巻
五
・
八

0
四
・
一
云
、
憶
良
）
、
「
月
草
の
移
ろ
ひ
や
す
く
」
（
巻
四
・

五
八
三
、
坂
上
大
嬢
）
が
み
え
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
「
移
ろ
ひ
や
す
き
我

が
心
」
に
対
し
て
、
好
ま
し
い
と
思
う
「
は
ね
ず
色
」
を
、
枕
詞
と
し
て

択
び
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
の
た
め
に
揺
れ
動
く
「
我
が
心
」
を
美
的

に
彩
り
か
つ
象
徴
す
る
意
識
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
も
、
天
平
期
に
人
っ
て
、
坂
上
郎
女
を
は
じ
め
と
し
て
、
相

(17) 

聞
歌
に
お
い
て
自
身
の
恋
を
美
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、

夏
の
野
の
繁
み
に
咲
け
る
姫
百
合
の
知
ら
え
ぬ
恋
は
苦
し
き
も

の

ぞ

（

巻

八

・

一

五

0
0
)

な
ど
、
と
く
に
序
詞
に
そ
の
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
枕
詞
は
、

も
と
よ
り
序
詞
に
比
し
て
叙
述
性
に
乏
し
く
、
お
の
ず
と
限
界
が
あ
っ
た

と
は
い
え
、
枕
詞
に
も
、
こ
の
よ
う
な
趣
向
を
求
め
た
と
考
え
る
こ
と
は

十
分
可
能
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
大
伴
坂
上
郎
女
歌
七
首
」
（
巻
四
・
六
八
三
ー
六
八
九
）
の

第
一
首
、言

ふ
こ
と
の
恐
き
国
ぞ
紅
の
色
に
な
出
で
そ
思
ひ
死
ぬ
と
も

の
「
紅
の
色
に
な
出
で
そ
」
も
、
そ
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
表
に

あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
意
味
の
「
色
に
出
づ
」
に
枕
詞
を
冠
す
る
の
は
、
『
萬

葉
集
』
中
、
坂
上
郎
女
の
例
の
み
で
、
通
常
は
、
序
詞
を
伴
っ
て
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
。

よ
そ外

の
み
に
見
つ
つ
恋
ひ
な
む
紅
の
末
摘
む
花
の
色
に
出
で
ず
と
も

（
巻
＋
•
-
九
九
三
、
夏
相
聞
「
寄
レ
花
」
）

そ

の

ふ

か

ら

あ

ゐ

隠
り
に
は
恋
ひ
て
死
ぬ
と
も
み
苑
生
の
韓
藍
の
花
の
色
に
出
で
め
や

も

（

巻

十

一

・

ニ

七

八

四

、

寄

物

陳

思

）

前
者
の
「
紅
の
末
摘
む
花
」
、
後
者
の
「
み
苑
生
の
韓
藍
の
花
」
は
、
い

ず
れ
も
、
そ
の
花
の
色
が
目
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
色
に
出
づ
」
を
導

く
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
花
に
、
自
身
の
恋
す
る
心
を
託
し
、
一
首

を
美
し
く
彩
る
べ
く
詠
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
坂
上
郎
女
の
「
紅

の
」
に
つ
い
て
、
注
釈
書
で
は
、
「
紅
花
」
を
さ
す
と
す
る
説
（
鴻
巣
盛
広

氏
「
萬
策
集
全
釈
」
、
澤
潟
久
孝
氏
「
萬
葉
集
注
釈
』
、
木
下
正
俊
氏
『
萬
築
集
全

注
巻
第
四
」
な
ど
）
と
、
「
紅
色
」
そ
の
も
の
を
さ
す
と
す
る
説
（
土
屋
文

明
氏
『
萬
策
集
私
注
」
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
萬
葉
集
一
」
な
ど
）
と
に
分
か

れ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
鮮
や
か
な
色
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
色

に
出
づ
」
に
か
か
っ
て
ゆ
く
と
解
さ
れ
る
。
一
首
に
つ
い
て
は
、
窪
田
空

穂
氏
『
萬
華
集
評
釈
』
の
「
調
べ
が
張
っ
て
、
強
さ
を
含
ん
で
い
る
た
め

に
、
誇
張
が
自
然
な
も
の
と
な
り
、
全
体
と
し
て
美
し
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
冴
え
た
美
し
さ
で
あ
る
」
の
評
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

「
紅
の
」
は
、
そ
の
美
し
さ
と
不
可
分
の
印
象
を
与
え
よ
う
。
一
首
に
お

け
る
「
紅
の
」
の
あ
り
よ
う
は
、
前
に
掲
げ
た
序
詞
に
等
し
い
と
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
「
は
ね
ず
色
の
」
「
紅
の
」
の
よ
う
な
、
用
言
に
冠
す
る
讐
喩

的
な
枕
詞
が
象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
る
例
と
し
て
は
、
相
聞
歌
で
は
な
い

が
、
す
で
に
人
麻
呂
に
、

ー

ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
華
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
ぞ

来
し
（
巻
―
•
四
七
）

な
ど
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
で
は
、
「
過
ぐ
」
に
、
「
黄
葉
の
」
を
冠

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
黄
蕪
の
凋
落
の
さ
ま
を
喚
起
さ
せ
て
い
る
と
み
う
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る
が
、
実
景
は
「
荒
野
」
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
黄
華
の
散
る
さ
ま
が
、

一
首
全
体
を
お
お
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
一

方
、
恋
の
心
を
詠
ん
だ
序
歌
の
ば
あ
い
、

山
ぢ
さ
の
白
露
重
み
う
ら
ぶ
れ
て
心
に
深
く
我
が
恋
止
ま
ず

（
巻
十
一
・
ニ
四
六
九
、
人
麻
呂
歌
集
•
寄
物
陳
思
）

道
の
辺
の
い
ち
し
の
花
の
い
ち
し
ろ
く
人
み
な
知
り
ぬ
我
が
恋
妻
は

（
巻
十
一
・
ニ
四
八
〇
、
人
麻
呂
歌
集
•
寄
物
陳
思
）

の
よ
う
に
、
止
ま
な
い
恋
の
思
い
に
う
ち
し
お
れ
る
自
身
の
姿
を
、
白
露

の
重
み
で
た
わ
む
「
山
ぢ
さ
」
と
し
て
、
ま
た
「
吾
が
恋
妻
」
の
姿
を
、

あ
ざ
や
か
な
「
道
の
辺
の
い
ち
し
の
花
」
の
美
し
さ
と
し
て
印
象
づ
け
る

例
が
、
つ
と
に
人
麻
呂
歌
集
に
み
え
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
坂
上
郎
女
の

件
の
枕
詞
は
、
相
聞
歌
に
お
け
る
か
よ
う
な
序
詞
の
用
法
を
、
枕
詞
に
取

り
入
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

実
際
、
「
大
伴
坂
上
郎
女
歌
七
首
」
に
は
、

あ
れ

青
山
を
横
切
る
雲
の
い
ち
し
ろ
く
我
と
笑
ま
し
て
人
に
知
ら
ゆ
な

（
巻
四
・
六
八
八
）

の
ご
と
く
、
「
青
山
を
横
切
る
雲
」
の
そ
の
白
さ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
い

ち
し
ろ
く
」
を
導
く
序
歌
と
し
て
詠
む
一
首
が
あ
る
。
右
の
歌
に
つ
い
て
、

五
味
智
英
氏
『
増
補
古
代
和
歌
』
が
、
「
青
山
を
横
切
つ
て
飛
ぶ
白
雲
の

鮮
や
か
な
色
と
姿
と
が
目
に
泌
み
る
や
う
で
あ
っ
て
、
序
で
は
あ
る
が
恋

人
の
笑
顔
の
美
し
さ
が
印
象
的
で
あ
る
」
と
捉
え
る
よ
う
に
、
序
詞
の

「
青
山
を
横
切
る
雲
」
に
、
「
恋
人
の
笑
顔
の
美
し
さ
」
と
い
う
象
徴
的

な
意
味
を
担
わ
せ
て
い
る
。
同
様
に
、
「
は
ね
ず
色
の
」
「
紅
の
」
の
枕
詞

は
、
主
想
部
の
内
容
に
関
わ
っ
て
一
首
に
鮮
明
な
印
象
を
与
え
て
お
り
、

坂
上
郎
女
は
、
す
ぐ
れ
て
美
的
な
印
象
を
も
ち
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
主
意

の
内
容
の
象
徴
と
も
な
る
こ
と
ば
を
、
強
い
意
識
を
も
っ
て
択
び
取
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
坂
上
郎
女
が
、
娘
の
坂
上
大
嬢
か
ら
の
歌
に
報
え
た
と
い

う
「
大
伴
坂
上
郎
女
従
―
一
跡
見
庄
一
賜
函
戸
宅
女
子
大
嬢
亘
5

―
首
」
の
反

歌、

ー

な

ね

朝
髪
の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
汝
姉
が
恋
ふ
れ
ぞ
夢
に
見
え
け

る

（

巻

四

・

七

二

四

）

の
枕
詞
「
朝
髪
の
」
が
、
一
首
全
体
の
意
味
に
か
か
わ
っ
て
、
表
象
性
の

効
果
を
発
揮
し
た
端
的
な
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ゆ
え
な
し
と
し
な

い
。
す
な
わ
ち
、
通
常
、
「
思
ひ
乱
る
」
ま
た
「
乱
る
」
に
冠
す
る
枕
詞

ょ、
9,

'~' 

う
ち
ひ
さ
す
宮
道
に
逢
ひ
し
人
妻
ゆ
ゑ
に
玉
の
緒
の
思
ひ
乱
れ
て
寝

る

夜

し

ぞ

多

き

（

巻

十

一

・

ニ

三

六

五

、

古

歌

集

）

い
な
と
云
は
ば
強
ひ
め
や
我
が
背
菅
の
根
の
思
ひ
乱
れ
て
恋
ひ
つ
つ

も

あ

ら

む

（

巻

四

・

六

七

九

、

中

臣

女

郎

）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
「
玉
の
緒
」
「
菅
の
根
」
な
ど
で
、
植
物
や
も
の

の
乱
れ
る
形
状
を
讐
喩
的
に
捉
え
て
の
も
の
で
あ
る
。
「
思
ひ
乱
る
」
に

「
朝
髪
の
」
を
冠
す
る
の
は
、
『
萬
蕪
集
』
中
、
坂
上
郎
女
の
例
の
み
で

あ
り
、
序
詞
に
も
類
例
が
な
い
。
し
か
し
、
坂
上
郎
女
が
「
朝
髪
の
」
を

用
い
た
の
は
、
一
首
に
お
い
て
、
こ
れ
を
、
「
か
く
ば
か
り
汝
姉
が
恋
ふ

れ
ぞ
夢
に
見
え
け
る
」
の
「
か
く
ば
か
り
」
と
対
応
さ
せ
る
意
図
が
存
し

た
か
ら
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
「
か
く
ば
か
り
」
は
、
左
注
に
「
右
歌
、

報
賜
大
嬢
進
歌
一
也
」
と
あ
る
ゆ
え
、
大
嬢
の
歌
の
内
容
を
さ
し
て
い
よ

8
)
 

う
が
、
「
朝
髪
の
」
に
よ
っ
て
、
「
夢
に
見
」
た
娘
の
朝
寝
髪
の
姿
を
も
努

髯
と
さ
せ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
坂
上
郎
女
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が
娘
の
歌
に
報
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
娘
の
朝
寝
髪
の
濃
艶
な
姿
態
を

喚
起
さ
せ
る
こ
と
も
、
贈
答
に
際
し
て
恋
の
歌
に
仕
立
て
る
と
い
う
当
代

(19) 

の
み
や
び
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
み
う
る
。

坂
上
郎
女
の
ば
あ
い
、
枕
詞
の
単
な
る
措
辞
的
な
例
の
広
が
り
を
前
提

と
し
て
、
固
定
的
な
枕
詞
・
被
枕
詞
関
係
を
、
対
句
の
構
成
お
よ
び
贈
答

に
お
い
て
効
果
的
に
用
い
る
一
方
で
、
恋
を
美
化
し
、
贈
答
に
お
い
て
も

相
聞
的
な
態
度
を
と
る
と
い
う
趣
向
に
即
し
て
、
「
は
ね
ず
色
の
」
「
紅
の
」

「
朝
髪
の
」
の
ご
と
く
、
美
的
な
印
象
を
喚
起
す
る
こ
と
ば
を
枕
詞
と
し

て
択
び
取
り
、
そ
の
効
果
を
生
か
す
べ
く
詠
み
込
む
と
い
う
、
お
お
む
ね

二
つ
の
枕
詞
の
用
法
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
づ
く
大
伴
家
持
は
、
そ
の
坂
上
郎
女
の
詠
作
の
姿
勢
を
う
け
て
、
あ

ら
た
な
局
面
を
ひ
ら
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
先
掲
の
、

ー

さ
百
合
花
後
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
今
の
ま
さ
か
も
う
る
は
し
み
す

れ
（
巻
十
八
•
四

0
八
八
）

の
「
さ
百
合
花
」
に
女
性
の
印
象
を
喚
起
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、

海
原
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ

ゆ
（
巻
二
十
•
四
三
六
二
）

な
ど
、
「
葦
が
散
る
」
と
い
う
景
を
、
「
難
波
」
の
も
っ
と
も
美
的
な
景
と

し
て
択
び
取
っ
て
詠
む
こ
と
、
ま
た
、

ぬ
ば
た
ま
の
月
に
向
か
ひ
て
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
音
遥
け
し
里
遠
み
か

も
（
巻
十
七
・
三
九
八
八
、
天
平
十
九
年
四
月
十
六
日
）

の
ご
と
く
、
本
来
「
夜
」
に
冠
す
る
枕
詞
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
に
被
枕
詞
の

「
夜
」
を
包
摂
せ
し
め
、
夜
の
暗
さ
と
対
比
的
な
満
月
に
近
い
月
の
輝
き

(20) 

を
強
調
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
あ
る
。

か
く
て
、
家
持
に
お
け
る
使
用
の
創
意
の
先
縦
と
な
る
あ
り
よ
う
を
、

坂
上
郎
女
の
枕
詞
に
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
坂
上
郎
女

が
、
枕
詞
の
も
つ
に
至
っ
た
装
飾
性
を
修
飾
関
係
に
も
及
ぼ
し
つ
つ
、
五

(21) 

音
句
を
装
飾
的
な
旬
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
、
加
う
る
に
、
枕
詞
と
し
て

択
び
取
っ
た
、
喚
起
性
の
豊
か
な
そ
の
こ
と
ば
を
生
か
す
べ
く
用
い
る
こ

と
、
そ
こ
に
、
表
象
喚
起
の
面
を
多
分
に
も
た
し
め
る
、
家
持
の
枕
詞
の

方
法
に
つ
な
が
る
あ
り
よ
う
を
認
め
う
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
（
平
成
十
一
年
四
月
五
日
稿
、
五
月
二
十
八
日
補
筆
）

注
(l)
拙
稿
「
修
辞
と
し
て
の
枕
詞
ー
柿
本
人
麻
呂
の
方
法
ー
」
（
「
萬
葉
」
第
百
六
十
七

号
）
参
照
。

(2)
阿
蘇
瑞
枝
氏
「
枕
詞
の
技
法
」
（
「
萬
薬
」
第
百
三
十
四
号
）
お
よ
び
「
序
詞
・
枕

詞
・
対
句
」
（
『
万
葉
集
I

和
歌
文
学
講
座
2
』
)
参
照
。

(3)
拙
稿
「
家
持
に
お
け
る
枕
詞
の
方
法
」
（
「
萬
策
」
第
百
五
十
三
号
）
参
照
。

(4)
伊
藤
博
氏
『
萬
業
集
釈
注
一
』
参
照
。

(5)
犬
蓑
氏
の
説
を
踏
ま
え
て
、
枕
詞
に
着
目
し
た
清
原
和
義
氏
「
笠
金
村
考
ー
巻
十

三
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
（
犬
養
孝
氏
•
清
原
和
義
氏
『
万
葉
の
歌
人
笠
金
村
』

第
二
部
）
は
、
「
淡
路
島
松
帆
の
浦
に
（
中
略
）
海
人
娘
子
あ
り
と
は
聞
け
ど

見
に
行
か
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
大
夫
の
情
は
無
し
に
手
弱
女
の
思

あ
れ

ひ
た
わ
み
て
た
も
と
ほ
り
我
は
ぞ
恋
ふ
る
舟
梶
を
無
み
」
（
巻
六
・
九
三

五
）
に
お
け
る
「
手
弱
女
の
」
を
枕
詞
と
解
し
た
上
で
、
こ
の
「
手
弱
女
の
思

ひ
た
わ
み
て
」
と
当
面
の
「
大
夫
の
手
結
が
浦
」
の
用
法
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
、

い
ず
れ
も
、
枕
詞
に
よ
る
「
登
場
人
物
と
の
意
味
的
な
対
象
を
求
め
る
手
法
」
と

考
察
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
手
弱
女
の
」
は
、
金
村
が
娘
子
に
代
わ
っ

て
詠
ん
だ
「
手
弱
女
の
我
が
身
に
し
あ
れ
ば
道
守
が
問
は
む
答
え
を
言
ひ
遣

ら
む
す
べ
を
知
ら
に
と
立
ち
て
つ
ま
づ
く
」
（
巻
四
・
五
四
三
）
に
お
い
て
、

す
べ
も
知
ら
ず
に
思
い
あ
ぐ
ね
る
姿
を
、
か
弱
い
女
性
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
自
身
を
、
「
大
夫
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
と
対
比
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し
つ
つ
、
「
手
弱
女
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
単
な
る
璧
喩
と
し
て
用
い

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(6)
た
と
え
ば
枕
詞
「
ぬ
え
鳥
の
」
は
、
「
ぬ
え
鳥
の
片
恋
づ
ま
」
（
巻
ニ
・
一
九
六
、

人
麻
呂
）
「
ぬ
え
鳥
の
う
ら
嘆
け
ま
し
つ
」
（
巻
＋
・
一
九
九
七
、
人
麻
呂
歌
集
）

な
ど
、
逢
え
ぬ
嘆
き
を
表
す
文
脈
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
（
稲
岡
耕
二
氏
「
人
麻

呂
の
枕
詞
に
つ
い
て
」
『
萬
華
集
研
究
第
一
集
』
）
が
、
憶
良
が
、
「
貧
窮
問
答
歌
」

に
お
い
て
、

…
…
か
ま
ど
に
は
火
気
吹
き
立
て
ず
甑
に
は
蜘
蛛
の
巣
か
き
て

飯
炊
く
こ
と
も
忘
れ
て
ぬ
え
鳥
の
の
ど
よ
ひ
居
る
に
…
…

（
巻
五
・
八
九
二
）

の
ご
と
く
、
「
の
ど
よ
ふ
」
に
冠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
橋
本
達
雄
氏
『
万
葉
集

の
作
品
と
歌
風
」
（
「
山
上
憶
良
ー
人
麻
呂
へ
の
反
逆
ー
」
）
は
、
こ
の
枕
詞
を
、
憶

良
が
、
「
長
い
間
食
う
飯
も
な
く
生
活
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
農
民
が
、
力
な
く
呻

吟
す
る
声
と
し
て
、
対
抗
的
に
再
生
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
憶
良
が
、
人
麻
呂
の

枕
詞
の
用
法
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
捉
え
る
。

(7)
注

(
l
)
拙
稿
。

(8)
窪
田
空
穂
氏
『
萬
葉
集
評
釈
』
は
、
「
怨
恨
歌
」
の
長
歌
全
体
の
技
巧
を
、
「
深
い

用
意
が
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
も
の
を
示
し
て
い
る
」
と
評
し
、
枕
詞

「
ま
そ
鏡
」
に
つ
い
て
も
、
「
男
子
な
ら
ば
『
剣
太
刀
』
と
あ
る
を
用
う
べ
き
で
、

用
意
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

(9)
注

(3)
拙
稿
。

(10)
注

(2)
「
序
詞
・
枕
詞
・
対
旬
」
（
『
万
葉
集
I
和
歌
文
学
講
座
2
』)。

(11)
清
水
克
彦
氏
『
萬
葉
論
集
第
二
』
（
「
笠
金
村
論
」
）
参
照
。

(12)
例
外
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
か
つ
が
つ
、
対
旬
と
お
ぼ
し
き
「
さ
さ
げ
た
る
幡

の

き

は

r

ご

も

り

り

は

ご

と

に

つ

き

て

あ

る

い

の

ゆ
は
し
↑

風
の
む
た
靡
か
ふ
ご
と
く
取
り
持
そ
，
る

t『
明
び
騒
ぎ
'
_
み
雪
降
ぶ
ー
冬
り

林
に
，
＇
’
つ
松
じ
，
か
も
；
い
，
巻
ぎ
わ
た
ぶ
ど
ー
思
ふ
ま
で
ー
聞
き
，
の
恐
ぐ
｀
」
（
巻

ニ
・
一
九
九
）
に
お
け
る
、
「
冬
ご
も
り
春
」
と
「
み
雪
降
る
冬
」
の
例
で
あ
る
。

(13)
窪
田
空
穂
氏
『
萬
葉
集
評
釈
』
、
井
手
至
氏
『
萬
築
集
全
注
巻
第
八
』
、
伊
藤
博

氏
『
萬
業
集
釈
注
四
」
な
ど
が
指
摘
す
る
。

(14)
前
期
の
作
品
に
属
す
る
、

し

ら

い

い

つ

こ

麻
続
王
、
流
於
伊
勢
国
伊
良
虞
嶋
一
之
時
、
人
哀
傷
作
歌

邦
麻
綿
丑
海
人
な
れ
や
伊
良
虞
の
嶋
の
玉
藻
刈
り
ま
す
（
巻
一
・
ニ
三
）

麻
続
王
聞
レ
之
惑
傷
和
歌

ー

，
う
つ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
波
に
濡
れ
伊
良
虞
の
嶋
の
玉
藻
刈
り
食
む
（
二
四
）

の
一
組
は
、
た
し
か
に
、
異
な
る
枕
詞
・
被
枕
詞
を
、
同
じ
位
置
に
用
い
る
例
と

な
る
が
、
麻
続
王
だ
と
伝
え
ら
れ
る
作
者
が
、
枕
詞
を
自
ら
の
名
に
冠
し
た
作
に

和
す
る
に
、
そ
の
枕
詞
・
被
枕
詞
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
で
は
あ
り
え
ず
、

異
例
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

(15)
揖
取
魚
彦
「
続
冠
辞
考
』
、
福
井
久
蔵
氏
『

m
m
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
』
、
『
時
代

別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
な
ど
。

(16)
青
木
生
子
氏
「
大
伴
坂
上
郎
女
」
(
『
H
本
歌
人
講
座
第
一
巻
上
古
の
歌
人
』
）
参

照。

(17)
芳
賀
紀
雄
氏
「
天
平
万
葉
の
流
れ
」
（
『
和
歌
史
ー
万
薬
か
ら
現
代
短
歌
ま
で
ー
』
）

参
照
。

(18)
木
下
正
俊
氏
『
萬
薬
集
全
注
巻
第
四
』
、
伊
藤
博
氏
『
萬
策
集
釈
注
二
』
。

(19)
注

(16)
前
掲
論
文
、
鈴
木
日
出
男
氏
『
古
代
和
歌
史
論
」
（
第
一
篇
第
九
章
）

お
よ
び
浅
見
徹
氏
「
坂
上
郎
女
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
美
夫
君
志
」
第
三
十
四

号）。

(20)
注

(3)
拙
稿
。

(21)
枕
詞
に
お
け
る
装
飾
性
、
な
ら
び
に
五
音
句
の
修
飾
句
が
装
飾
性
を
も
つ
に
至
る

準
枕
詞
化
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
森
重
敏
氏
「
万
葉
集
の
修
辞
」
（
『
萬
葉
集
講

座
第
一
二
巻
』
）
に
拠
る
。

付
記
稿
を
成
す
に
際
し
ま
し
て
、
終
始
、
芳
賀
紀
雄
先
生
の
御
指
導
を
仰
ぎ
ま
し
た
。

ま
た
、
石
埜
敬
子
先
生
を
は
じ
め
、
文
芸
・
言
語
研
究
科
の
諸
先
生
方
か
ら
も
御
指
導
を

賜
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
内
田
賢
徳
先
生
よ
り
、
貴
重
な
御
教
示
を
項
戴
し
ま
し
た
。
末

尾
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
あ
つ
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
の
骨
子
は
、
筑

波
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
発
表
会
（
平
成
十
年
度
）
に
お
い
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

京
都
大
学
研
修
員
）
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