
『後
拾
遺
集
』

に
お
け
る

「
雑

二
」

の
特
性
を
め
ぐ

っ
て

実

川

恵

子

『後
拾
遺
集
』

の
巻
十
六

「雑
二
」

は
、
い
わ
ゆ
る
恋
歌
と
称
さ
れ
る
六
八
首

の
詠
歌
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「雑
二
」
巻
に

つ
い
て
、
『拾
遺
集
』

の

「雑
恋
」
の
影
響
下
に
あ
る
点
や
、
そ
の
作
者
に
は
女
流
人
詠
が
多

い
こ
と
な
ど
、

更
に
こ
の

「雑
二
」

の
性
格
に
つ
い
て
は
、
男
女
間
が
か
れ
が
れ
に
な
っ
た
嘆
き

や
怨
み
の
歌
を
集
め
た
特
殊
性
を
有
す

る
巻
で
あ
り
、
破
れ
た
恋
の

「
あ
は
れ
」

　　
　

を
主
張
し
た
部
立
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
事
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
改
た
に
読
み
進

ん
で
見
る
と
、
「雑
二
」
は
、
「恋
歌
」
と
い

う
範
疇
と
は
又
別
の
「異
質
な
要
素
を
保
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
や
、
当
巻
に

は
特
異
な
編
集
意
図
が
働
・い
て
い
る
よ
う
に
も
感
得
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
の
疑
問
を
起
点
と
し
て

「雑
部
」

の
二
巻
目
に
収
集
し
、
部
立
を
構
成
さ
せ
た

「雑
二
」
巻
の
特
性
や
存
在
の
意
義

な
ど
に
つ
い
て
、
今

一
度
考
察
し
て
み
た
い
。

な
お
文
中
で
引
用
し
た
本
文
は
、

『新
編
国
歌
大
観
』

に
拠
る
。
た
だ
し
、
表

記
に
つ
い
て
は
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

先
行
勅
撰
集
で
あ
る

『拾
遺
集
』

は
、
巻
八
、
九
を

「雑
上
」
「雑
下
」
と
し
、

巻
十
六
よ
り
四
巻
を
そ
れ
ぞ
れ

「雑
春
」
「雑
秋
」
「
雑
賀
」
「雑
恋
」
と
し
て
計

六
巻
を
配
置
す
る
。
雑
部
六
巻
と
い
う
数
量
は
、
『後
拾
遺
集
』
と
同
様
だ
が
、

分
散
し
て
布
置
す
る

『拾
遺
集
』
よ
り
は
巻
末
に
六
巻
を
ま
と
め
置
い
て
い
る
点

で
は

『後
拾
遺
集
』

は
構
成
力
の
面

で
は
ま
さ

っ
て
い
る
。
『後
拾
遺
集
』

の

「
雑
二
」
は
、
こ
の
巻
十
九

「雑
恋
」
の
継
承
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
部
立
構
成
の

面
で
も

『後
拾
遺
集
』
は

『拾
遺
集
』

の
影
響
を
大
い
に
受
け
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『拾
遺
集
』

の

「雑
恋
」
と
の
比
較
に
お
い
て

述
べ
て
み
た
い
。

『拾
遺
集
』

の

「雑
恋
」
は
、
『古
今
集
』
や

『後
撰
集
』

の
部
立
構
成
と
は

異
な
っ
た

「雑
春
」
以
下
四
巻
の
特
異
な
巻
の
存
在
そ
の
も
の
が

一
つ
の
特
性
で

あ
る
か
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
は
母
胎
と
な

っ
て
い
る

『拾
遺
抄
』
の

「雑
上

・

下
」
か
ら
分
離
し
、
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
雑
部
を
細
分
化
し
、
他
の
正
統
部
立
と
も
区
別
し
よ
う
と
い
う
意
識
も
認
め

ら
れ
る
。

『拾
遺
集
』
の

「雑
恋
」
の
入
集
歌
数
六
四
首
の
う
ち
、
約
半
数
が
よ
み
人
し

ら
ず
詠
で
あ
る
。
次
い
で
多
い
の
が
、
貫
之
八
、
人
磨
六
、
国
用
二
首
と
男
性
歌

人
が
多
く
を
占
め
、
こ
の
傾
向
は

『拾
遺
集
』
全
体
の
歌
人
構
成
に
似
る
。
こ
の

点
、
『後
拾
遺
集
』
で
は
圧
倒
的
に
和
泉
式
部
や
相
模
、
馬
内
侍
等
の
女
流
歌
人

詠
が
多
く
、
入
集
歌
人
の
側
面
か
ら
は
、
両
集
に
大
き
な
相
違
点
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
詞
書
記
載
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
、『拾
遺
集
』

で
は
全
体
に
簡
略
な
記
述
が
目
立
ち
《
そ
の
う
ち
で
も

「題
し
ら
ず
」
歌
は
十
八

首

(二
八
パ
ー
セ
ン
下
)
と
多
い
。
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
詠
歌
事
情
や
場
、
ま
た

は
人
物
名
な
ど
を
明
瞭
に
示
し
、
詠
歌
状
況
の
固
有
性
や
事
実
性
を
表
わ
そ
う
と

し
て
い
る
詞
書
記
載
例
は
少
な
い
。
そ
の
例
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

、
貞
盛
が
す
み
侍
り
け
る
女
に
、
国
用
が
し
の
び
て
通
い
侍
り
け
る
ほ
ど

(lo)



『後拾遺集』における 「雑二」の特性をめぐって

に
、
貞
盛
も
う
で
来
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
て
ぬ
り
こ
め
に
隠
し
て
後
の
戸

よ
り
逃
が
し
侍
り
け
る
つ
と
め
て
、
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

国
用

%
宮

つ
く
る
飛
騨
の
た
く
み
の
て
を
の
音
ほ
と
ほ
と
し
か
る
め
を
も
見
し
か
な

詳
細
に
叙
述
さ
れ
た
詞
書
の
詠
歌
事
情
は
、
歌
の
場
面
や
内
容
に
ふ
く
ら
み
を

持
た
せ
、
歌
中
の
序
詞
や
掛
詞
を
用
い
た
和
歌
的
表
現
の
効
果
を
引
き
出
し
て
い

る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
滑
稽
味
を
も
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
、

一
条
摂
政
下
ら
ふ
に
侍
り
け
る
時
、
承
香
殿
女
御
に
侍
り
け
る
女
に
し

の
び
て
物
い
ひ
侍
り
け
る
に
、
さ
ら
に
な
と
ひ
そ
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ

ば
、
契
り
し
事
有
し
か
ば
な
ど
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば

本
院
侍
従

脇
そ
れ
な
ら
ぬ
事
も
あ
り
し
を
わ
す
れ

ぬ
と
い
ひ
し
ば
か
り
を
耳
に
と
め
け
ん

の
詠
歌
な
ど
も
、

一
首

の
独
立
性
に
欠
け
、
詞
書
の
記
述
内
容
に
依
存
し
な
け
れ

ば
、
「雑
恋
」
の
部
立
に
入
集
す
る
根

拠
を
も
示
さ
な
い
歌
で
あ
る
。

次
に
、
特
異
と
思
わ
れ
る
記
載
例
を
掲
出
す
る
と
、

流
さ
れ
侍
り
け
る
時

贈
太
政
大
臣

聯
あ
め
の
し
た
の
が
る
る
人
の
な
け
れ
ば
や
き
て
し
ぬ
れ
ぎ
ぬ
ひ
る
よ
し
も
な
き

・つ
き
し
ま

㌔

頂

盥
定
め
な
き
人
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
た
だ
う
き
し
ま
は
名
の
み
な
り
け
り

な
ど
は
、
き
わ
め
て
暗
示
的
な
句
や
語
に
よ
っ
て
、
詞
書
記
載
が
な
さ
れ
て
お
り
、

歌
独
自
に
詠
歌
内
容
を
許
容
す
る
要
因
が
な
い
た
め
に
、
非
常
に
観
念
的
な
詠
歌

に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
、

『後
拾
遺
集
』
に
は

一
例
も
な
く
、
撰
集
意

識
の
相
違
点
が
見
い
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
掲
げ
る
例
も

『後
拾
遺
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。

仁
和
御
屏
風
に
、
あ
ま
し
ほ
た
る
る
所
に
つ
る
な
く

大
中
臣
頼
基

卿
し
ほ
た
る
る
身
は
我
と
の
み
思

へ
ど
も
よ
そ
な
る
た
つ
も
ね
を
ぞ
な
く
な
る

延
喜
御
時
中
宮
屏
風
に

貫
之

聯
い
つ
れ
を
か
し
る
し
と
お
も
は
む
み
わ
の
山
有
り
と
し
あ
る
は
ザ
ぎ
に
ぞ
あ
り

け
る

三
条
右
大
臣
の
屏
風
に

・

貫
之

翊
玉
も
か
る
あ
ま
の
ゆ
き
方
さ
す
さ
を
の
長
く
や
人
を
怨
渡
ら
ん

詞
書
か
ら
、
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
極
め
て
多
く
の
屏
風
歌
を
入
集

し
て
い
る

『拾
遺
集
』
で
は
、
こ
う
七
た
屏
風
歌
の
類
型
的
表
現
が

一
般
化
し
、

固
定
化
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。・

概
略
的
に
で
は
あ
る
が
、
『拾
遺
集
』

の

「雑
恋
」
巻

の
特
性
に
つ
い
て
述
べ

て
み
た
。
『後
拾
遺
集
』
が
継
承
し
た
と
言
わ
れ
る

「雑
恋
」
で
は
あ
る
が
、
作

者
や
詞
書
記
載
の
問
題
や
そ
の
詠
歌
内
容
に
つ
い
て
は
明
確
に
相
違
点
が
見
い
出

せ
る
。
雑
部
と
い
う
日
常
性
の
反
映
の
多
面
的
な
主
張
が
、
「雑
恋
」
や

「雑
二
」

の
布
置
に
つ
な
が

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
両
集
の
意
図
は
必
ず
し
も
同
傾
向

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
別
途
な
編
集
意
識
が
働
い
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
そ
こ
で
次
項
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て

『後
拾
遺
集
』
,
の

「雑
二
」

の
詠
歌
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

 

「雑
二
」

の
冒
頭
は
、
次
の
三
首
の
歌
群
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。

入
道
摂
政
、
よ
が
れ
に
な
り
侍
り
け
る
頃
、
く
れ
に
は
な
ど
い
ひ
お
こ

せ
て
侍
り
け
れ
ば
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

大
納
言
道
綱
母

脳
か
し
は
ぎ
の
も
り
の
し
た
く
さ
く
れ
ご
と
に
な
ほ
た
の
め
と
や
も
る
を
み
る

み
る

来
む
と
い
ひ
て
こ
ざ
り
け
る
人
の
、
く
れ
に
必
ず
と
い
ひ
て
侍
り
け
る

返
り
ご
と
に

馬
内
侍

嬲
ま

つ
ほ
ど
の
す
ぎ
の
み
ゆ
け
ば
大
井
川
た
の
む
る
く
れ
を
い
か
が
と
そ
思
ふ

女
の
許
に
く
れ
に
は
と
男
の
い
ひ
つ
か
は
し
た
る
返
り
ご
と
に
読
み
侍

(11)

♪



第30集研 究 紀 要

け
る

読
人
不
知

鵬
あ
さ
き
せ
を
こ
す
筏
士
の
つ
な
よ
わ
み
な
ほ
こ
の
く
れ
も
あ
や
ふ
か
り
け
り

こ
れ
ら
の
三
首
は
詞
書
と
歌
に

「く
れ
」
と
い
う
語
を
詠
ん
で
い
る
点
で
共
通

し
て
い
る
。
「く
れ
」
の
語
は
、
日
暮
れ
の
意
を
示
す

「暮
」
(脳
)
や
、
皮
の
つ

い
た
ま
ま
の
材
木
で
あ
る

「榑
」

(「暮
れ
」
の
掛
詞
、
鰤
鰯
)
を
意
味
す
る
が
、

同
時
に
、
恋
愛
で
の

「暮
」
を
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
様
に
、
来
ぬ
人
に
対
す
る
恨
み
の
感
情
を
表
白
し
た
三
首
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
交
り
を
結
ん
だ
後
の
男
女

の
愛
情
が
、
破
局
に
向

っ
て
傾
斜
を
示
す

時
、
通
い
馴
れ
た
男
の
足
が
女
の
も
と

か
ら
遠
の
い
て
い
く
。
男
を
待

つ
女
か
ら

す
れ
ば
、
そ
の
思
い
は
女

の
期
待
を
裏
切

っ
て
、
我
が
許
に
通

っ
て
来
な
い
人
が

恨
め
し
く
、
や
る
せ
な
さ
は
鬱
積
す
る
。
そ
う
し
た
感
情
は
つ
の
り
、
相
手
に
対

し
て
の
怨
み
の
気
持
か
ら
や
が
て
そ
ん
な
思
い
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
自
分
に
対
し

て
述
懐
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
女

の
み
じ
め
さ
か
ら
あ
は
れ
を
呼
び
起
こ
す
と
い

っ
た
人
間
の
恋
に
対
す
る
無
常
を
説

い
た
構
成
法
を
と

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

冒
頭
の
脳
の
道
綱
歌
は
、
『蜻
蛉
日
記
』
上
、
天
暦
八
年
九
月
条
の
兼
家
と

の

新
婚
時
代
の
贈
答
歌
四
首
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
道
綱
歌
の
、

消
え
か

へ
り
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
袖

の
上
に
今
朝
は
し
ぐ
る
る
空
も
わ
り
な
し

は
、
「恋
二
」
㎜
に

「入
道
摂
政
、
九

月
ば
か
り
の
こ
と
に
や
、
夜
が
れ
し
て
侍

け
る
、

つ
と
め
て
、
文
お
こ
せ
て
侍
る
返
し
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
詞
書
し
て
入

集
す
る
。
『後
拾
遺
集
』
が
、
『蜻
蛉
日
記
』
を
資
料
源
に
し
た
こ
と
は
ま
ず
承
認

　　
　

し
て
良

い
だ
ろ
う
か
ら
、
「消
え
か

か
り
」

の
歌
を

「恋

二
」
に
、
道
綱
歌
を

「雑
二
」
に
置

い
た
あ
る
基
準
が
撰
者
側
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
う
え
、
「雑
二
」

の
主
題
を
暗
示
す

る
と
思
わ
れ
る
冒
頭
に
な
ぜ
こ
の
歌
が
撰

入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の

一
首
は
、
詞
書
に
も

「よ
が
れ
が
ち
に
な
り
は
べ
り
け
る
頃
」
と
あ
る
よ

う
に
兼
家
の
足
が
遠

の
き
は
じ
め
た
頃
に
、
「今
夜
は
行
く
よ
」
と
言
い
つ
.け
て

き
た
こ
と
に
対
す
る
道
綱
母
の
歌
で
あ
る
。
歌
中
の

「柏
木
」
は
、
兼
家
を
指
し
、

そ
こ
か
ら

「森
」

の
語
が
出
て
、
兼
家
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
自
分
自
身
を

「下

草
」
に
譬
え
る
手
法
を
と

っ
て
い
る
。
「
も
る
」
は

「濡
る
」
と

「
守
る
」

の
掛

詞
で
あ
り
、
ま
た
初
句
の

「柏
木
の
森
」
は
、
大
和
の
歌
枕
と
す
る

(『五
代
集

歌
枕
』

・

『
八
雲
御
抄
』
)
。
し
か
し
、
「柏
木
」
は
兵
衛
府
の
異
称
と
し
て
詠
ま

れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の

「守
」
を
掛
け
て

「柏
木
の
森
」
と
続
け
る
例
は
数
首

あ
り
、
『拾
遺
集
』
「雑
恋
」
に
、
右
近
の
歌
と
し
て
、

中
納
言
敦
忠
、
兵
衛
佐
に
侍
り
け
る
時
に
、
し
の
び
て
言

い
契
り
て
侍

り
け
る
こ
と
の
、
世
に
聞
こ
え
侍
り
け
れ
ば

人
知
れ
ず
た
の
め
し
こ
と
は
柏
木
の
も
り
や
し
に
け
む
世
に
ふ
り
に
け
り

の
歌
な
ど
が
あ
る
。
当
歌
の
場
合
は
、
地
名
と
兵
衛
佐
と
を
掛
け
て
い
る
か
ど
う

か
は
明
確
に
し
が
た
い
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　　
　
　
　
　

ま
た
、
結
句

「も
る
を
み
る
み
る
」
は
、
漸
新
な
私
的
用
語
を
用
い
て
い
る
。

一
見
す
る
と
、
当
歌
は
前
述
し
た
よ
う
な
修
辞
に
隠
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
調
べ
は

哀
艶
に
思
え
る
が
、
四
句
の

「な
ほ
た
の
め
と
や
」
は
相
手
に
対
し
て
反
問
し
、

釈
明
を
求
め
る
よ
う
な
か
な
り
強
い
語
勢
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
得
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
歌
は
修
辞
的
技
法
を
盛
り
込
ん
だ
詠
法
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
な

歌
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
技
法
が
歌
の
裏
側
に
存
す
る
心
情
を
効
果
的
に
演
出

す
　

し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
上
村
悦
子
氏
を
は
こ
の
歌
に
つ
い
て

「王
朝
の
人
妻

ら
し
い
風
情
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
う
た
わ
れ
た
秀
歌
」
と
絶
讃
し
て
い
る
。

次

の
瞞
歌
は
、
前
後
の
、「く
れ
に
は
な
ど
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
」
を
受
け

て
、
そ
の
返
歌
と
い
う
形
式
を
取

っ
て
お
り
、
掛
詞
や
縁
語
を
駆
使
し
た
そ
の
場

に
ふ
さ
わ
し
い
応
答
に
な
っ
て
い
る
。
三
首
目
は
、
前
の
二
首
を
総
括
す
る
が
如

く
そ
の
詠
歌
事
情
を
要
約
す
る
か
の
よ
う
な
詞
書
記
載
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に

こ
の

一
連
の

「
く
れ
」
歌
は
、
修
辞
的
技
法
に
よ
る
言
葉
の
遊
び
か
ら
、
歌
の
世
・

界
の
連
想
に
よ
る
趣
向

の
お
も
し
ろ
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

最
近
と
み
に
活
況
を
お
び
て
き
た

『後
拾
遺
集
』

の
歌
風
の
問
題
を
と
ら
え
た

　　
　

御
論
考
の
中
に
西
端
幸
雄
氏
の
興
味
深

い
ご
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「け
し
き
」

と
い
う
語
の
国
語
史
上
の
問
題
を
平
安
朝
の
和
歌
史
と
の
関
わ
り
に
於
て
述
べ
ら
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『後拾遺集』における 「雑二」の特性をめぐって

れ
た
も
の
だ
が
、
転
換
期
に
位
置
す

る

『後
拾
遺
集
』

の
歌
風
を
と
ら
え
て
、
叙

景
歌
の
増
加
を
掲
げ

『後
拾
遺
集
』

か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「自
然
の

様
子
や
風
景
を
客
観
的
に
と
ら
え
包
括
的
に
表
現
す
る
語
」
と
し
て

「
け
し
き
」

を
考
察
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
御
論
考
で
西
端
氏
は
、
平
安
朝
の
散
文
作
品
に
於
け
る
自
然
描
写
に
つ
い

て

「
『宇
津
保
物
語
』
や

『蜻
蛉
日
記
』
が
そ
の
転
換
期
に
位
置
す
る
」
と
し
、

「そ
の
自
然
描
写
は
、
皆
無
か
、
描
写
し
て
い
た
と
し
て
も
無
味
乾
燥
な
描
写
に

留

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『宇
津
保
物
語
』
や

『蜻
蛉
日
記
』
あ
た
り
か
ら
、

微
細
な
点
ま
で
情
趣
あ
ふ
れ
る
描
写
を
行
な
う
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
点
」
を
掲

げ
、
『蜻
蛉
日
記
』
の
用
語
を

「そ
れ
ま
で
の
作
品
や
そ
れ
以
後
の
作
品
と
は
異

　　
　

質
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。」
と
し
、

『蜻
蛉
日
記
』
は

「語
性
転
換
の
契
機
と
な

っ
た
作
品
で
あ
る
」
と
論
述
さ
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
注
目
す

べ
き
問
題
を
内
在
す
る

『蜻
蛉
日
記
』

の
中
の
道
綱
歌
を

「雑
二
」
冒
頭
に
配
置
し
た
の
は
、
撰
者
の
道
綱
歌

へ
の
評
価
と
、
「雑
二
」

の

編
纂
意
図
に
か
な

っ
た
風
情
あ
ふ
れ
る
秀
歌
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
冒
頭
歌
群
に
続
く
歌
は
、

中
関
白
通
ひ
は
じ
め
侍
け
る
頃
よ
が
れ
し
て
侍
り
け
る
つ
と
め
て
、
こ

よ
ひ
は
あ
か
し
が
た
く
て
こ
そ
な
ど
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る高

内
侍

嘶
ひ
と
り
ぬ
る
ひ
と
や
知
る
ら
ん
秋
の
夜
を
な
が
し
と
た
れ
か
き
み
に
つ
げ
ρ

る

し
の
び
た
る
男
の
ほ
か
に

い
で
あ

へ
な
ど
い
ひ
侍
り
け
れ
ば

新
左
衛
門

嬲
は
る
が
す
み
た
ち
い
で
む
こ
と
も
お
も
ほ
え
ず
あ
さ
み
ど
り
な
る
そ
ら
の
け

し
き
に為

家
朝
臣
も
の
い
ひ
け
る
女
に
か
れ
が
れ
に
な
り
て
の
ち
み
あ
れ
の
ひ

く
れ
に
は
と
い
ひ
て
葵
を
お
こ
せ
て
侍
け
れ
ば
女
に
か
は
り
て
よ
み
侍

り
け
る

「

小
馬
命
婦

鵬
そ
の
色
の
草
と
も
み
え
ず
か
れ
に
し
を

い
か
に
い
ひ
て
か
け
ふ
は
か
く
べ
き

男
の
夜
ふ
け
て
ま
う
で
き
て
侍
け
る
に
ね
た
り
と
き
き
て
か

へ
り
に
け

れ
ば

つ
と
め
て
か
く
な
む
あ
り
し
と
男
の
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
か

へ
り
ご
と
に

和
泉
式
部

伽
ふ
し
に
け
り
さ
し
も
思
は
で
笛
竹
の
音
を
ぞ
せ
ま
し
よ
ふ
け
た
り
と
も

よ
ひ
の
ほ
ど
ま
う
で
き
た
り
け
る
男
の
と
く
か

へ
り
に
け
れ
ば

呱
や
す
ら
は
で
た

つ
に
た
て
う
き
ま
き
の
戸
を
さ
し
も
お
も
は
ぬ
人
も
あ
り
け

り
以
上
の
五
首
は
、
ど
れ
も
が
待
つ
恋
を
主
題
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鰤
は
、

独
り
寝
の
秋
の
夜
長
を
恨
み
を
こ
め
て
来
ぬ
人
に
告
げ
、
螂
で
は
男
の
浮
気
な
の

を
嘆
き
、
㎜
は
か
れ
が
れ
に
な

っ
た
来
ぬ
人
が
葵
に
つ
け
て
女
の
許
に
送
っ
て
来

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
我
身
も
も
は
や
葵
の
よ
う
で
は
な
く
そ
の
色
も
見
え
ず
枯

草
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
恨
み
を
込
め
て
い
る
。
ま
た
脚
は
、
君
が
来
る
と
思
え

ば
夜
更
け
て
寝
て
も
、
寝
な
い
で
待

っ
て
い
る
も
の
を
と
、
来
ぬ
人
に
皮
肉
を
い

っ
て
送

っ
た
恨
み
の
歌
で
あ
り
、
㎝
は
あ
な
た
の
来
な
い
夜
で
も
躊
躇
し
な
い
で
、

槙
の
戸
を
た
て
な

い
で
待

っ
て
い
る
と
い
う
詠
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

一
様
に
か

れ
が
れ
に
な

っ
た
恋
人
を
心
の
ど
こ
か
で
は
待
っ
て
い
る
と
い
う
心
情
を
吐
露
し

な
が
ら
も
、
そ
の

一
方
で
は
自
分
か
ら
遠
の
い
た
来
ぬ
人
の
、
移
り
変
わ
る
心
に

対
す
る
不
満
と
恨
み
を
述
嘆
し
た
歌
ば
か
り
を
集
合
し
、
排
列
さ
せ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

続

い
て
は
、
頼
宗
と
小
式
部
に
代

っ
て
詠
ん
だ
和
泉
式
部
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

小
式
部
内
侍
の
も
と
に
二
條
前
太
政
大
臣
は
じ
め
て
ま
か
り
ぬ
と
き
き

て
つ
か
は
し
け
る

堀
河
右
大
臣

膃
人
し
れ
ず
ね
た
さ
も
ね
た
し
む
ら
さ
き
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
ぎ
に
を
き
ん

返
し

和
泉
式
部

鵬
ぬ
れ
ぎ
ぬ
と
人
に
は
い
は
む
む
ら
さ
き
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
ぎ
な
り
と
も

詞
書

の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
頼
宗
が
兄
の
教
通
が
小
式
部
の
許
に
始
め
て
通

っ
た
の
を
聞
き
、
自
分
ば
前
々
か
ら
逢
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
あ
ら

(13)
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わ
さ
な
か

っ
た
と
自
分
の
気
持
を
述

べ
、
そ
の
歌
に
対
し
て
和
泉
式
部
の
答
え
た

歌
は
、
あ
な
た
が
二
人
の
問
を
暴
露

し
て
し
ま
お
う
と
言
う

の
な
ら
い
い
で
す
よ
、

濡
れ
衣
と
世
間
に
は
申
し
ま
し
ょ
う
、
と
開
き
な
お

っ
た
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
頼

宗
歌
の

「
ね
た
さ
も
ね
た
し
」
と
言
葉
を
重
ね
た
用
法
に
は
、

一
種
独
得
な
迫
力

も
感
じ
ら
れ
る
。

次
に
掲
げ
る
二
首
は
、
他
人
の
情
事
を
見
あ
ら
わ
し
た
歌
だ
が
、
詞
書
の
詠
作

事
情
な
し
に
は
解
釈
の
不
可
能
な
詠
歌
で
、
歌
だ
け
で
は
季
節
詠
と
し
て
も
扱
わ

・

れ
か
ね
な

い
歌
で
あ
る
。

平
行
親
蔵
人
に
て
は
べ
り
け
る
に
し
の
び
て
人
の
も
と
に
通
ひ
な
が
ら

あ
ら
が
ひ
け
る
を
み
あ
ら
は
し
て

兵
衛
内
侍

盟
秋
霧
は
た
ち
か
く
せ
ど
も
は
ぎ

は
ら
に
し
か
ふ
し
け
り
と
け
さ
み
つ
る
か
な

実
方
朝
臣
の
女
に
文
か
よ
は
し
け
る
を
蔵
人
行
資
に
あ
ひ
ぬ
と
き
き
て

」

こ
の
女
の
つ
ぼ
ね
を
う
か
が
ひ
て
み
あ
ら
わ
し
て
よ
み
侍
り
け
る

左
兵
衛
督
公
信

鵬
あ
さ
な
あ
さ
な
お
き

つ
つ
見
れ
ば
白
菊
の
し
も
に
ぞ
い
た
く
う

つ
ろ
ひ
に
け

る
心

の
争

い
を
現
実
に
見
て
、
そ
の
感
情
を

「萩
は
ら
に
ふ
し
た
鹿
」
、
「霜
に
う

つ
ろ
っ
た
白
菊
」
と
そ
れ
ぞ
れ
に
う

つ
ろ
い
遠
の
い
た
心
を
見
あ
ら
わ
し
た
嘆
き

や
諦
め
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

両
者
と
も
対
象
に
な
る
人
名
が
記
載
さ
れ
、
ま
た
そ
の
情
況
が
詞
書
に
説
明
さ

,

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
脳
の
よ
う
に

「鹿
」
に
副
詞
の

「
し
か
」
が
掛
け
ら
れ
、

平
行
親
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詠
み
と
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詞
書
と
歌

と
が
、
相
互
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
り
、
詞
書
が
解
釈
上
の
示
唆
を
与
え
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
詞
書
は
、
こ
う
し
た
私
的
な
状
況
を
簡
潔
に
描
写
す
る
が
、
歌
は

そ
れ
か
ら

一
歩
遠
の
い
て
、
季
節
歌
と
し
て
も
理
解
し
う
る
よ
う
な
自
然
に
仮
託

し
た
客
観
的
な
詠
歌
と
な
る
。
つ
ま
り
詞
書
に
よ

っ
て
享
受
者
は
作
者
の
意
図
を

汲
み
と
る
姿
勢
を
と
ら
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
詞
書
が
具
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
歌
の
主
張
は
逆
に
強
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
歌
に
類
似
し
た
も
の
が
、
長
文
の
詞
書
記
載
例
で
前
述
し
た

『拾

遺
集
』
.
「雑
恋
」

の
国
用
の
詠
歌

「宮
つ
く
る
ひ
だ
の
た
く
み
の
」
に
あ
る
。
詳

細
な
詞
書
に
語
ら
れ
た
色
好
み
の
失
敗
談
は
、
歌
中
の

「ほ
と
ほ
と
し
か
る
目
を

見
し
か
な
」
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
笑

い
を
誘
う
よ
う
な
手
法
を
と

っ
て
い
る
。

　　
　

藤
平
春
男
氏
は
こ
の
歌
を

「
一
首
の
独
立
性
に
欠
け
詞
書
に
依
存
し
た
歌
が
、
し

か
も
艶
笑

コ
ン
ト
的
性
格
を
持
」

つ
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『拾
遺

集
』
歌
と
較

べ
る
と
、、
『後
拾
遺
集
』

の
二
例
は
笑
い
を
誘
う
と
い
う
よ
り
も
、

詞
書
の
場
面
を
よ
り
忠
実
に
描
写
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
そ
の
詠
歌
の
印
象
は
、
む
し
ろ
暗
い
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が

っ
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

,
こ
の
後
は
、
歌
枕
を
歌
中
に
詠
み
入
れ
た
五
首
が
配
列
さ
れ
る
。

(1

は
歌

枕
。
傍
点
筆
者
)

大
江
公
資
相
模
守
に
侍
り
け
る
時
、
も
ろ
と
も
に
か
の
国
に
下
り
て
、

遠
江
守
に
て
侍
り
け
る
頃
、
忘
ら
れ
に
け
れ
ば
こ
と
女
を
ゐ
て
く
だ
る

と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る

相
模

鵬
逢
坂
の
関
に
心
は
か
よ
は
ね
ど
見
し
東
路
は
な
ほ
ぞ
恋
し
き

ヘ

ヘ

へ

女
の
も
と
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
あ
づ
ま
を
さ
し
い
で
て
侍
り
け
れ

ば

大
江
匡
衡
朝
臣

ヘ

ヘ

ヘ

へ

嬲
あ
ふ
さ
か
の
関
の
あ
な
た
も
ま
だ
見
ね
ば
あ
づ
ま
の
こ
と
も
し
ら
れ
ざ
り
け

り

大
納
言
行
成
、
物
語
な
ど
し
侍
り
け
る
に
、
内

の
御
物
忌
に
こ
も
れ
ば

と
て
い
そ
ぎ
帰
り
て
つ
と
め
て
、
鳥
の
声
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
と
い
ひ
お

こ
せ
て
侍
り
け
れ
ば
、
夜
ぶ
か
か
り
け
る
鳥
の
声
は
、
函
谷
関
の
こ
と

ヘ

ヘ

へ

に
や
と

い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
る
を
、
た
ち
か

へ
り
、
こ
れ
は
逢
坂
の

へ関
に
侍
り
と
あ
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る

.

清
少
納
言

脚
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

・

は
ら

か

ら

な

ど

い
む

ん

と

い
ふ

人

の

、

忍
び

て

こ
ん

と

い
ひ

た

る

か

へ
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り
ご
と
に

相
模

ヘ

ヘ

ヘ

へ

,
嬲
あ
づ
ま
ち
の
そ
の
は
ら
か
ら
は
き
た
り
と
も
あ
ふ
さ
か
ま
で
は
こ
さ
じ
と
そ

思
ふ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

橘
則
長
、
父
の
み
ち
の
く

の
守
に
て
侍
り
け
る
頃
、
馬
に
乗
り
て
ま
か

り
す
ぎ
け
る
と
見
侍
り
て
、
男
は
さ
も
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
又
の
日

つ
か

は
し
け
る

相
模

ヘ

ヘ

ヘ

へ

鰯
綱
絶
え
て
は
な
れ
は
て
に
し
み
ち
の
く
の
お
ぶ
ち
の
駒
を
昨
日
み
し
か
な

傍
点
を
施
し
た
よ
う
に
、
鵬
を
除

い
て
は
、
詞
書
中
に
記
載
さ
れ
た
語
句
が
歌

中
に
も
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
枕
を
恋
歌
の
な
か
に
詠
み
込
む
例
は
、

『後
撰
集
』

時
代
に
序
詞
中
に
歌
枕
を
入
れ
て
詠
む
と
い
う
表
現
技
法
が

一
般

化
し
、
類
型
化
す
る
。
そ
の
後

『拾
遺
集
』

の
時
代
に
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
経

過
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
女
房
達
が
地
名
と
い
う
も
の
に
興
味
を
抱
き
女
房
問

で
暗
誦
さ
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提

を
踏
ま
え
て
、
「雑
二
」
め
歌
枕
を
詠

み
込
ん
だ
例
歌
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
前

掲
し
た
五
首
中
、
三
首
が
相
模
歌
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
相
模
が
、

歌
枕
を
使
っ
た
詠
歌
の
歌
人
と
し
て
秀
い
で
た
才
能
を
持
ち
、
そ
の
評
価
を
も
受

　ア
　

け
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
相
模
詠
の
入
集
は
、
あ
る
意
図

を
持
つ
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
枕
詠
に
見
ら
れ
る

「逢
坂
」
は
男
女
が
逢
う
、
つ
ま
り
契
り
を
交
す
こ

と
を
意
味
す
る
。
恋
歌
的
な
範
疇
で

「逢
坂
の
関
」
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

逢
う
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
男
女
が

一
線
を
越
え
て
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
前
掲
例
の
四
首
は

『後
撰
集
』
の
、

思
ひ
や
る
心
は
常
に
か
よ

へ
ど
も
逢
坂
の
関
越
え
ず
も
あ
る
か
な

(恋

一
・

公
忠
)

人
知
れ
ぬ
身
は
い
そ
げ
ど
も
年
を

へ
て
な
ど
越
え
が
た
き
逢
坂

の
関

(恋

三

・
伊
尹
)

の
古
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
歌
枕
を
、
人
事
的
な
連
想
か
ら
詞
書
に
叙
述
さ
れ
る
特

定
の
人
物
の
心
情
ま
で
を
表
出
さ
せ
る
と

い
う
働
き
を
持

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鰯
、
嬲
歌
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
嬲
、
盥
、
鰯
は
…機
知
的
な
歌
枕

詠
で
あ
り
、
誹
諧
的
は
傾
向
に
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
歌
枕
詠
は
、
こ
の
他

「雑
四
」
に
も
七
首

(㎝
ー
聊
)
が
取
ら
れ

て
い
る
。
歌
枕
の
増
大
が
、
後
拾
遺
期
を
境
に
顕
わ
れ
は
じ
め
、
従
来
の
歌
枕
観

に
変
化
が
生
じ
て
い
る
事
実
も
認
め
ら
れ
、
当
時
の
歌
人
達
に
と
っ
て
は
歌
枕
を

詠
む
こ
と
は
多
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
つ

以
上

の
よ
う
に
、
「雑
二
」

の
歌
枕
詠
は
、
詞
書
か
ら
誘
発
さ
れ
る
場
面
や
人

物
が
、
歌
枕
を
詠
む
こ
と
で

一
つ
の
文
学
空
間
の
拡
が
り
を
よ
り
強
調
し
て
い
る

よ
う
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
内
容
や
技
巧
を
織
り
込
ん
だ

「雑
二
」
巻
の
巻
末
は
次
の
歌
で
終

っ

て
い
る
。

題
不
知

藤
原
元
真

、

脚
う
き
こ
と
も
ま
だ
し
ら
く
も
の
山
の
は
に
か
か
る
や
つ
ら
き
心
な
る
ら
ん

斎
宮
女
御

㎝
風
吹
に
な
び
く
あ
さ
ち
は
わ
れ
な
れ
や
人
の
心
の
秋
を
し
ら
す
る

、

「雑
二
」

の
入
集
歌
中
、
「題
不
知
」
歌
は
こ
の
巻
末
の
二
首
の
み
で
あ
る
。

脚
の
元
真
歌
は
、
歌
中
の

「う
き
こ
と
」、
「か
か
る
や
つ
ら
き
心
」
と
は
具
体
的

に
は
何
を
示
す
の
か
は
作
歌
事
情
が
不
明
で
漠
然
と
し
て
い
る
。
あ
え
て

「
雑

二
」

の
巻
末
に
置
く
意
義
を
な
さ
な

い
歌
の
よ
う
で
あ
る
。
推
量
す
る
に
こ
の

「う
き
こ
と
」
は
男
女
間
の
心
の
も
の
憂
い
状
態
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

次

の
斎
宮
女
御
の
歌
は
、
「人
の
心
の
秋
」
に
斎
宮
女
御
自
身
の
憂

い
の
様
相
を

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
、
『拾
遺
集
』
「雑
恋
」
終
末

の

一
連
の
貫
之
歌
で
あ
る

題
し
ら
ず

ひ
と
り
し
て
世
を
し
つ
く
さ
ば
高
砂
の
松
の
と
き
は
も
か
ひ
な
か
り
け
り

三
条
右
大
臣
の
屏
風
に

玉
も
か
る
あ
ま
の
ゆ
き
方
さ
す
さ
を
の
長
く
や
人
を
怨
渡
ら
ん

年
の
を
は
り
に
、
人
ま
ち
侍
り
け
る
人
の
よ
み
侍
り
け
る

た
の
め
つ
つ
別
れ
し
人
を
ま

つ
ほ
ど
に
年
さ

へ
せ
め
て
う
ら
め
し
き
か
な

(15)
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の
排
列
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

「雑
二
」
に
女
流
歌
人
詠
の
多

い
事
実
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
な
か
で
も

和
泉
式
部
や
相
模
、
馬
内
侍
の
詠
歌
が
多
く
入
集
す
る
。
こ
の
三
歌
人
の
各
部
立

毎
の
採
録
状
況
を
表
1
に
示
し
た
。

　　
　

 和
泉
式
部
、
馬
内
侍
は

「雑
二
」

に
、
ま
た
相
模
は

「恋
四
」
に
入
集
歌
数
が

多
い
。
ま
た
和
泉
式
部
は
、
「恋
四
」
を
上
回
る
数
を

「雑
二
」
に
入
集
す
る
。

な
ぜ

「
雑
二
」
に
多
く
の
和
泉
式
部
歌
を
採
択
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
の

特
性
は
い
か
な
る
も
の
か
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

「雑
二
」
の
十
三
首
の
和
泉
式
部
歌
の
詞
書
に
は
、
対
象
と
な
る
人
名

(固
有

名
詞
)
の
記
載
が
な
く
、
「男
」

(0
1■
6
7i
8
1⊥

0乙
り乙
り4
り乙
0乙
貫U

OJ
nJ
OJ
9
nJ
nJ
)
、
女

(驪
)
、
人

(嬲
蝣
脳
鰤

螂
)
と
い
う
三
人
称
や
、
抽
象
的
な
詠
歌
状
況
し
か
示
さ
な
い
記
述
に
な

っ
て
い

る
。
こ
の
現
象
は
、
場
や
人
名
な
ど
を
詳
細
に
記
し
た
詞
書
か
ら
考
え
ら
れ
る
詠

歌
状
況
の
固
有
性
や
事
実
性
を
表
わ
そ
う
と
す
る

「雑
二
」
全
体
の
傾
向
と
は
対

照
的
に
、
享
受
者
側
の
読
み
の
範
囲
を
広
く
す
る
許
容
力
が
あ
る
。
対
象
と
な
っ

た
人
物
な
ど
に
対
し
て
、
明
確
に
特
定
の
人
名
を
詞
書
に
記
載
す
る
か
否
か
は
、

享
受
者
側
の
鑑
賞
面
に
何
ら
か
の
制
約
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
、

和
泉
式
部
歌
に
対
し
て
よ
く
言
究
さ
れ
る
詞
書
記
載
の
態
度
や
形
態
が
、
あ
る
特

異
な
要
素
を
有
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

十
三
首
の
和
泉
歌
は
、
伽
ー
鵬

(兜
は
堀
河
右
大
臣
詠
、
鵬
は
小
式
部
の
代
作

の
返
歌
)
の
四
首
、
謝
吻
の
二
首
、
躅
ー
嬲
の
四
首
、
盥
、
脳
鯔
の
二
首
、
嬲
と

数
首
ず

つ
が
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
形
で
入
集
し
て
い
る
。
同
じ
歌
人
詠
を
集
合
さ

せ
る
と

い
う
の
は
、
そ
の
歌
人
特
有
の
主
張
を
強
調
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。

脚
か
ら
鵬
の

一「連
の
和
泉
歌
は
、

ト

男
の
夜
ふ
け
て
ま
で
き
て
侍
り
け
る
に
、
ね
た
り
と
聞
き
て
か
へ
り
け

「

れ
ば

つ
と
め
て
か
く
な
む
あ
り
し
と
を
こ
の
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る

脚
餐

に
け
り
さ
し
お
も
は
で
ふ
え
た
け
の
お
と
を
ぞ
せ
ま
し
蚓
ふ
け
た
り
と

」
も

尸

}

-
よ

ひ

の
億

ど

ま
う

で
き

た
り

け

る
を

と

こ

の
と

く

か

へ
り

に
け

れ

ば

皿
や
す
ら
は
で
た
つ
に
た
て
う
き
ま
き
の
と
を
刳

も
お
も
は
ぬ
人
も
あ
り
け

り

か

へ
し

(兜
堀
川
右
大
臣

へ
の
返
歌
)

鰡
ぬ
れ
ぎ
ぬ
と
人
に
は
い
は
む
む
ら
さ
き
の
ね
ず
り
の
衣
う
は
ぎ
な
り
と
も

(ls)

 

(表

1

)
馬

内

侍

相

模

和
泉
式
部

作
者 ,

部
立

11 1 0 10 春
上下

4 0 3 1 夏

5 0 1 4
秋
上下

4 0 2 2 冬

0 0 0 0 賀

0 0 2 0 別

1 0 0 1
羇
旅

7 0 2 5
哀
傷

4 2 0 2 蛮

10 0 6 4
恋
二

10 1 4 5
恋
三

馳19
0 囹 10

恋
四

3 1 2 0 笙

23 囹 7 圜 雑
二

5 1 0 4 雑
三

3 2 0
馳

1 雑
四

3 0 2 1 雑
五

4 0 0 4 雑
六

116 11 40 67 計



『後拾遺集』における 厂雑二」の特性をめぐって

の
三
首
で
あ
る
。
歌
の
修
辞
的
な
構
造
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
便
宜
的
に
、
掛
詞

に
は
…

、
縁
語
は
ー

を
付
し
た
。

ふ
し

よ

㎜
は
、
「伏
し
」
「節
」
、
「夜
」
「節
」
と
掛
詞
で
、
「
ふ
し
」
「
よ
」
は
竹
の
縁

語
を
用
い

一
首
を
創
り
上
げ
て
い
る
。
詠
歌
事
情
は
簡
潔
に
叙
述
さ
れ
る
が
、
歌

は
こ
の
状
況
か
ら

一
歩
退

い
て
、
修
辞
的
な
技
巧
を
用
い
た
機
知
的
な
も
の
に
感

じ
ら
れ
る
。
皿
も
戸
の
縁
語
の

「さ

し
も
」
が
、
副
詞
と
し
て
こ
の
歌
に
効
果
的

に
働
き
、
そ
こ
に

「
ひ
と
ふ
し
の
を

か
し
さ
」
が
認
め
ら
れ
る
。

次
の
頼
宗
と
の
贈
答
歌
は
、
前
に
例
歌
と
し
て
掲
出
し
た
の
で
そ
れ
に
譲
る
が
、

漸
新
な
語
句
や
新
奇
な
表
現
を
用
い
、
表
示
内
容
は
実
に
迫
力
の
あ
る
詠
歌
で
あ

る
。次

は
、

を
と
こ
の
へ
だ
つ
る
こ
と

も
な
く
か
た
ら
は
ん
な
ど
い
ひ
ち
ぎ
り
て
い

か
が
お
も
ほ
え
け
ん
ひ
と
ま
に
は
か
く
れ
て
あ
そ
び
も
し
つ
べ
く
な
ん

と
い
ひ
て
は
べ
り
け
れ
ば

脚
い
つ
く
に
か
き
て
も
か
く
れ
む

へ
だ
て
た
る
心
の
く
ま
の
あ
ら
ば
こ
そ
あ
ら

め

こ
む
と
い
ひ
て
た
だ
に
あ
か
し
て
け
る
を
と
こ
の
許
に
つ
か
は
し
け
る

吻
や
す
ら
ひ
に
ま
き
の
と
こ
そ
は
さ
さ
ざ
ら
め
い
か
に
饌

つ
る
冬
の
夜
な
ら

ん

の
二
首
で
、
脚
は
詞
書
の

「
か
く
れ
遊
び
も
し

つ
べ
く
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
、

「心
の
く
ま
の
あ
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
い
う
表
現
が
、
男
の
気
持
を
あ
な
ど

つ

て
、
軽
い
皮
肉

で
あ
し
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
吻
は

「あ
け
」
に

「明
け
」
「
開

け
」
を
掛
け
て
お
り
、
「鎖
す
」
、
「開
け
」
は
戸
の
縁
語
と
し
て
用
い
て
お
り
、

待
つ
女
の
わ
び
し
く
暗

い
情
趣
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

も
の
へ
ま
か
る
と
て
人
の
許
に
い
ひ
お
き
侍
け
る

臈
い
つ
方

へ
ゆ
く
と
ば
か
り
は
つ
げ
て
ま
し
と
ふ
べ
き
人
の
あ
る
身
と
お
も
は

ば

し
.の
び
た
る
を
と
こ
の
あ

め
の
ふ
る
よ
ま
う
で
き
て
ぬ
れ
た
る
よ
し
か

へ
り
て
い
ひ
お
こ
せ
て
は
べ
り
け
れ
ば

螂
か
ば
か
り
に
し
の
ぶ
る
雨
を
人
と
は
ば
な
に
に
ぬ
れ
た
る
袖
と
い
ふ
ら
ん

人
の
許
に
文
や
る
男
を
恨
み
や
り
て
侍
け
る
返
り
ご
と
に
あ
ら
が
ひ
侍

り
け
れ
ば
よ
め
る

蝣
空
に
な
る
人
の
心
に
さ
さ
が
に
の
い
か
に
け
ふ
ま
た
か
く
て
く
ら
さ
ん

男
の
も
の
い
ひ
侍
け
る
女
を
い
ま
は
さ
ら
に
い
か
じ
と
い
ひ
て
後
雨
の

い
た
く
ふ
り
け
る
よ
ま
か
り
げ
り
と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る

螂
三
笠
山
さ
し
は
な
れ
ぬ
と
い
ひ
し
か
ど
雨
も
夜
に
と
は
お
も
ひ
し
も
の
を

こ
の
四
首
は
、
い
つ
れ
も
恋
の
終
盤
の
醒
め
た
切
な
く
、
あ
き
ら
め
に
近

い
思

い
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
蝣
は
、
前
述
し
た
脚
や
呱
に
類
似
し
た
詠
歌
で
あ
ろ
う
。

ま
た
嬲
の
、
三
笠
山
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な

い
が
、
「笠
」

と

「さ
す
」
と
か
縁
語
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
歌
全
体
が
二
人
の
対
話
に
よ
る
発

　　
　

語
を
組
み
あ
わ
せ
て
構
成
さ
れ
た
と

い
う
点
は
、
注
目
さ
れ
る
。

刪
、
鯔
は
、

久
し
う
音
せ
ぬ
人
の
、
山
吹
に
さ
し
て
日
比
の
罪
は
許
せ
と

い
ひ
て
侍

ゆ
け
れ
ば

　

　

と

へ
と
し
も
思
は
ぬ
八
重
の
山
吹
を
ゆ
る
す
と
い
は
ば
折
り
に
来
ん
と
や

お
な
じ
人
の
、
物
よ
り
き
た
り
と
き
き
て
、
お
な
じ
花
に
つ
け
て
つ
か

は
し
け
る

あ
ぢ
き
な
く
思
ひ
こ
そ
や
つ
れ
づ
れ
と
ひ
と
り
や
ゐ
で
の
山
吹
の
花

鰯
歌
詞
書
の

「
お
な
じ
人
」
は
、
前
歌
の

「久
し
う
音
せ
ぬ
人
」
を
い
う

の
で

あ
ろ
う
が
、
家
集
で
の
詞
書
記
載
と
は
か
け
離
れ
て
い
て
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う

に
表
記
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
山
吹
は
、
『古
今
集
』
「誹
諧
歌
」
の
中
の
素

性
法
師
詠
に
、

山
吹
の
花
色
衣
主
や
た
れ
問

へ
ど
答
え
ず
口
無
し
に
し
て

が
あ
り
、
無
言
の
象
徴
と
す
る
。
最
後
の
嬲
歌
は
、
.

門
お
そ
く
あ
く
と
て
か

へ
り
に
け
る
人
の
許
に
つ
か
は
し
け
る

弸
な
が
し
と
て
幇

ず
や
は
あ
ら
ん
秋
の
夜
は
待
て
か
し
槇
の
と
ば
か
り
を
だ

(17)



に

と
、
こ
れ
ち
は
和
泉
独
特
の
恋
の
手

法
の
典
型
的
な
詠
風
な
の
で
あ
ろ
う
。

雑
駁
で
は
あ
る
が
、
和
泉
の

「雑

二
」
歌
の
特
性
ら
し
き
も
の
を
述
べ
た
が
、

和
泉
の
個
性
的
で
独
特
な
表
現
の
創
造
が
、
こ
の
十
三
首
の
随
所
に
顕
わ
れ
て
お

り
、
「雑
二
」

の
入
集
筆
頭
歌
人
に
掲
げ
ら
れ
た
評
価
も
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

四

や
漸
新
な
修
辞
を
用
い
た
詠
歌
に
は
、
女
流
歌
人
の
新
し
い
視
点
を
荷

っ
た
恋
歌

的
な
詠
歌
を
増
大
さ
せ
た
大
き
な
意
義
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

『拾
遺
集
』

の

「雑
恋
」
の
継
承
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

「雑
二
」
と

い
う
巻
は
、

全
体
に

一
種
独
特
な
た
ゆ
た
い
が
感
得
さ
れ
、
そ
の
色
調
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

暗

い
イ
メ
ー
ジ
が
流
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
「雑
部
」

の
二
巻
目
に
布
置
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
日
常
的
で
し
か
も
恋
歌
的
な
表
現

技
法
こ
そ
が
、
こ
の
期
の
女
流
歌
人
等
が
新
た
に
創
り
上
げ
た
も
の
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

第30集研 究 紀 要

「雑
二
」
巻
は
、
本
来
の
恋
の
部
と
は
異
な

っ
た
特
異
な
編
纂
意
図
を
持

っ
て

排
列
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
現
象
は
、
前
述
し

た
よ
う
な
詳
細
な
詞
書
で
あ
る
。
詠
作
事
情
や
場
、
ま
た
そ
の
対
象
と
な
る
人
物

名
を
詞
書
に
記
述
す
る
こ
と
は
、
歌
と
詞
書
が
不
即
不
離
の
関
係
を
有
し
、
歌
に

あ
る
限
定
し
た
詠
み
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
ご
く
概
観
的
に
と
ら
え
た
が
、

こ
の
詞
書
の
指
示
内
容
の
比
重
が
、
物
語
的
な
要
因
と
し
て
引
き
ず
ら
れ
て
い
く

と

『後
撰
集
』
の
よ
う
な
歌
物
語
の
範
疇
と
な
り
、
ま
た
逆
に
歌
自
体
に
比
重
が

か
か

っ
て
く
る
と

『金
葉
集
』
や

『
詞
花
集
』
な
ど
の
よ
う
な
題
詠
化

へ
と
進
行

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
『後
拾
遺
集
』
は
、
『拾
遺
集
』
以
後
八
十
年
と
い
う
空
白
期
に
様
々

な
和
歌
に
対
す
る
試
み
が
歌
人
の
問
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌
が
、
歌

本
来
の
感
情
の
窮
ま
り
に
よ
っ
て
詠
出

さ
れ
る
も
の
と
い
う
観
念
が
し
だ
い
に
く

ず
れ
、
美
意
識
と
い
う
枠
を
越
え
た

一
つ
の
課
題
が
生
じ
て
来
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
試
み
が
、
こ
の

「雑

二
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
を
言
語
を
媒
介
と

し
た
表
現
…機
能
の
問
題
な
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
し
て
詞
書
に
示
さ
れ
る
限
定

さ
れ
た
世
界
を
詠
む
と
い
う

一
種
の
技
巧
的
な
試
行
が
、
こ
の

「
雑
二
」
に
集
約

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
れ
は
誹
諧
歌
や
物
名
歌
の
よ
う
な
性
格
の

歌
で
は
な
く
、
極
め
て
真
摯
な
姿
勢

で
詠
む
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
上

お
　

に
、
和
泉
式
部
を
は
じ
め
と
し
た
馬
内
侍
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
独
特
な
用
語

〔注

〕

(
1
)
拙

稿

「
『後

拾
遺
集
』

の
雑
歌
を

め
ぐ

っ
て
」

(
「立
正
女

子
大
学
短
期

大
学
部
研

究
紀
要
」

10
号

・
昭

50

・
12
)

(
2
)
上
野
理
氏

『後
拾
遺
前
後
』
第

五
章

「後
拾
遺
集

の
資
料
」

(笠

間
書

院
)

(
3
)

『
一
冊

の
講
座

蜻
蛉
日
記
』

(有
精
堂
)

(4
)
「
『け
し
き
』

と
後

拾
遺
集
」

(「
国
語
学
」

m
)

(5
)

神
尾
暢

子
氏

「伝

統
用
語

の
語
性
転
換
ー

『冬

ご
も
り
』
か
ら

『冬

こ
も
る

へ
』

1
」

(「
学
大
国
文
」

19
号
)

(6
)

鑑
賞

日
本
古
典

文
学

『古

今
和
歌
集

・
後
撰
和
歌
集

・
拾
遺
和
歌
集
』
、
「
拾
遺
集
」

の
頃

(7
)

百
目
鬼
恭

三
郎
氏

「後
拾
遺
時
代
に
お
け
る
歌
枕
の
創
出
」

(「大
妻
国
文
」

15
)

(8
)

武

田
早

苗
氏

「
後
拾
遺

和
歌
集

の
四
季
歌

・
恋
部

の
構
成
に

つ
い
て
」

(「
国
語
研

究
」

2
号

、
昭
59

・
3
)

に

「恋

四
」

の
特
殊
性
に

つ
い
て
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

(9
)
寺

田
透

氏

「
日
本
詩
人
選

8

『和
泉
式
部
』

「
措
辞

の
特
異
さ
」
項
。

(
10
)
和
泉

式
部

に
も
影
響

を
及
ぼ

し
た

と
言
わ
れ

る
馬
内
侍

詠
に
も
言

及
し
た
か

っ
た

が
、
紙
幅

の
都
合
上
省

い
た
。
後

日
改

た
に
考
察
し
た

い
。

(ls)
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