
本
歌
取
の
表
現
構
造

本
誌
前
号

(第
37
号
、
平
5
・
12
刊
)
に

「
「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
に
つ
い
て
L

　こ

と
題
す
る
拙
論
を
掲
載
し
た
。
そ

れ
は
、
次
の
き
『毎
月
抄
』
の
、
本
歌
取

の
方

法
に

つ
い
て
述
べ
た

一
節
、

本
歌
取
り
侍
る
や
う
は
、
さ
き
に
も
記
し
申
し
候
ひ
し
(
花
の
歌
を
や
が

て
花
に
詠
み
、
'月

の
歌
を
や

が
て
月

に
て
詠
む
こ
と
は
、
達
者

の
わ
ざ
な

る
べ
し
。
春
の
歌
を
ば
秋
冬

に
詠
み
か

へ
、
恋

の
歌
を
ば
雑
や
季
の
歌
な

ど
に
て
、
し
か
も
そ
の
歌
を
取
れ
る
よ
と
聞
ゆ
る
や
う
に
詠
み
な
す
べ
き

に
て
候
。
本
歌
の
詞
を
あ
ま
り
に
多
く
取
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
。

そ
の
や
う
は
、
詮
と
お
ぼ
ゆ

る
詞
ふ
た

つ
ば
か
り
に
て
、
今

の
歌

の
上
下

句

に
わ
か
ち
お
く
べ
き
に
や
。
た
と

へ
ば
、
「夕
暮
は
雲
の
は
た
て
に
も
の

ぞ
思
ふ
天
つ
空
な
る
人
を
恋

ふ
と
て
」
と
侍
る
歌
を
取
ら
ば
、
「雲

の
は
た

て
」
と

「も

の
思
ふ
」
と
い
ふ
詞
を
取
り
て
、
上
下
句

に
置
き
て
、
恋
の

歌
な
ら
ざ
ら
む
雑
季
な
ど
に
詠
む
べ
し
。

と

い
う
中
の

「詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
」
に
注
目
し
(
「
詮
」
の
意
味
用
法
を
検
討
し

つ
つ
、
新
古
今
の
表
現
意
識
を
探

り
、
本
歌
取

の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
足
が

か
り
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

あ
る
ひ
と

つ
の
歌
が
本
歌
取
さ
れ
る
と
き
に
は
、
歌
に
よ

っ
て
、-
取
ら
れ
る

こ
と
ば
が

一
定
で
あ
る
。
た
と
え

ば

『毎
月
抄
』
.
に
例
示
し
て
い
る

「雲

の
は

紙

宏

行

た
て
L
や

「
つ
れ
な
く
見
え
し
」
引と
い
う

こ
と
ば
で

(次
節
、
次
々
節

に
と
り

あ
げ
る
)
、
そ
れ
は
、
そ
の
部
分
だ
け
で
、
そ
れ
を
含
む
歌
全
体
を
想
起
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
、

つ
ま
り
、
そ
の
歌
が
そ
の
歌
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
う
る
、
指

標
と
な
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
『毎
月
抄
』
に
い
う

「詮
と

お
ぼ
ゆ
る
詞
」
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
次

の
よ
う
な
課
題
を
設
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
稿
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

同
じ
本
歌
を
取
る
と
き
に
は
、
取
る
詞
が
お
の
ず
と

=
疋
し
て
し
ま
う
と

い
う
、
詞
の
取
り
か
た
は
、
本
歌
の
主
題
や
表
現
か
ら
の
促
し
、
あ
る
い

は
呪
縛
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
作
者

の
モ
チ
ー
フ

(多
く
は
、
与
え
ら
れ

た
題
に
基
づ
く
の
で
は
あ
る
が
Y
に
よ

っ
て
、
本
歌
や
本
歌
の
う
ち
の
取

る
べ
き
詞
が
、
主
体
的
に
選
ば
れ
て
き
た
の
で
は
な
く
、
モ
チ
ー
フ
や
表

現
さ
れ
る
主
題
が
、
本
歌
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
歌

取
と
は
、
き
わ
め
て
制
約
的
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

本
歌
取
の
方
法

の
可
能
性
と
限
界
(、
表
現
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
端

緒
と
な
ろ
う
。

本
稿
は
、
「本
歌
取
と
は
、
き
わ
め
て
制
約
的
な
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
試
見

を
起
点
に
、
自
ら
設
定
し
た
課
題
を
解
く
こ
と
か
ら
出
発
す
る
ゆ

そ
の
際
、
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
、
本
歌
取
が
引
用
の
方
法
で
あ
る
こ
と
が
、

持

つ
べ
き
中
心
的
な
視
点
と
な
ろ
う
。
冒
頭
に
あ
げ
た

『毎
月
抄
』

の

一
節
の

ほ
か

『近
代
秀
歌
』
『詠
歌
大
概
』
に
(.
四
項
目
の
本
歌
取
の
技
術
的
な
目
安
が

(11)



書
き
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
四
項
目
も
、
引
用
と
し
て
の
本
歌
取
の
方
法

的
効
果
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も

の
で
、

い
い
か
え
れ
ば
、
本
歌
と
本
歌
取
歌

の
差
異
を
鮮
明
に
す
る
た
め
の
技
術
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
前
稿

の
課
題
を

解
き
、
本
歌
と
本
歌
取
歌
の
テ
キ

ス
ト
相
互

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

本
歌
取

の
方
法
の
可
能
性
と
限
界
、
表
現
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
ろ

・つ
。

＼二

前
稿
で
は
、
『毎
月
抄
』
に
も
例
示
す
る
、

A
夕
暮
は
雲
の
は
た
て
に
も

の
ぞ
思
ふ
天
つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て

(『古
今
集
』
恋

一
・
四
入
四
、
よ
み
人
し
ち
ず
)

と
い
う
歌
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
歌
を
本
歌
取
し
た
歌
を
通
覧
し
て
み
た
。・
こ
こ

で
も
、
'同
じ

一
覧
に
後
に
調
査
し
え
た
も
の
も
加
え
、
同
様
に
、
本
歌
の
こ
と

ば
と

一
致
し
て
い
る
部
分
に
傍
線
を
ひ
い
て
か
か
げ
る
。
原
則
と
し
て
、
詠
作

順
と
し
宀
ほ
ぼ
建
保
期
ま
で
の
歌

に
限
り
、
、1
か
ら
26
ま
で
は
詠
作
順
に
並
べ
、

詠
作
年
次
不
明
の
歌
は
27
以
降
に

一
括
し
て
置

い
た
。

a
1
夕
暮
は
空
の
け
し
き
を
見
る
か
ら
に
な
が
め
じ
と
思
ふ
心
こ
そ

つ
け

(『新
古
今
集
』
雑
下

・
一
入
〇
六
、
和
泉
式
部
)

a
2
た
な
ば
た
の
雲
の
は
た

て
に
お
も
ふ
ら
ん
心
の
あ
や
も
わ
れ
に
ま
さ

ち
じ

(『清
輔
集
』

一
〇
四
、
七
夕
言
志
)

a
3
い
そ
ぐ
と
も
こ
よ
ひ
は

こ
え
じ
お
と
は
や
ま
く
も
の
は
た
て
に
ほ
と

と
ぎ
す
な
く

(『教
長
集
』
二
四
五
、
暮
山
時
鳥
)

a
4
恋
ひ
わ
び
て
わ
れ
と
な
が
め
し
夕
暮
も
な
る
れ
ば
人
の
か
た
み
が
ほ

な
る

(『拾
遺
愚
草
』
八
六
九
、
六
百
番
歌
合

・
夕
恋
)

a
5
あ
は
れ
ま
た
今
日
も
暮

れ
ぬ
と
な
が
め
す
る
雲

の
は
た
て
の
秋
風
ぞ

・吹
ぐ

'、

㌃

.
「

、
パ
『拾
遺
愚
草
』

一
七
五
〇
、
御
室
五
十
首
)

a
6
待
ち
く
ら
す
し
る
し
は

こ
れ
か
ほ
と
と
ぎ
す
雲

の
は
た
て
に

一
こ
ゑ

ぞ
す
る

(『
正
治
二
年
初
度
百
首
』
三
三
〇
、
守
覚
法
親
王
)

a
7
夕
暮
の
雲

の
は
た
て
に
み
だ
れ

つ
つ
思
ひ
し
ら
れ
て
行
く
ほ
た
る
か

・
な

(『壬
二
集
』

一
七
〇
七
、
老
若
歌
合
五
十
首
)

㌃
a
8
や
ま
の
は
の
雲

の
は
た
て
の
な
が
め
よ
り
吹
き
く
る
風
も
水
に
ふ
く

な
り

(『影
供
歌
合

建
仁
元
年
九
月
十
三
夜
』
遠
山
暮
雨
・十
八
番
左
、
清
範
)

a
9
た
れ
と
ま
た
雲

の
は
た
て
に
吹
き
か
よ
ふ
嵐
の
み
ね
の
花
を
う
ら
み

む

・

」

(『拾
遺
愚
草
』

一
入
四
〇
、
院
句
題
五
十
首
)

a
m
秋
を
あ
き
と
お
も
ひ
い
れ
て
ぞ
な
が
め
つ
る
雲
の
は
た
て
の
ゆ
ふ
ぐ

れ
の
そ
ら

(『秋
篠
月
清
集
』
九
二
〇
、
院
無
題
五
十
首
)

a
11
谷
か
ぜ
の
ふ
き
あ
げ
に
さ
け
る
梅
の
花
天
つ
空
な
る
雲
や
に
ほ
は
ん

(『拾
遺
愚
草
』

一
〇
〇
六
、
千
五
百
番
歌
合
)

a
12
あ
ま
つ
空
雲
の
は
た
て
に
み
だ
れ

つ
つ
め
も
あ
や
な
り
や
あ
そ
ぷ
い

と
ゆ
ふ

(『千
五
百
番
歌
合
』
春

・
二
百
六
十

一
番
左
、
季
能
卿
)

a
13
ゆ
く

へ
な
き
な
が
め
ば
か
り
を
な
ご
り
に
て
雲

の
は
た
て
に
は
る
ぞ

く
れ
ぬ
る

(『千
五
百
番
歌
合
』
春

・
二
百
九
十
九
番
右
、
忠
良
卿
)

a
14
む
ら
さ
め
ぞ
ま
つ
お
と
つ
る
る
ほ
と
と
ぎ
す
ま
つ
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雲
の

は
た
て
に

,
(『千
五
百
番
歌
合
』
夏

二
二
百
四
十
二
番
左
、
保
季
朝
臣
)

a
15
な
が
め
わ
び
そ
れ
と
は
な
し
に
も

の
ぞ
思
ふ
雲

の
は
た
て
の
夕
暮
の

劉

(『新
古
今
集
』
恋
二

・
一
一
〇
六
、
千
五
百
番
歌
合
力
、
通
光
)

a
16
物
や
思
ふ
雲

の
は
た
て
の
夕
暮
に
天
つ
空
な
る
は
つ
か
り
の
こ
ゑ

(『後
鳥
羽
院
御
集
』
四
四
六
、
千
五
百
番
[歌
合
)

a
17
お
も
ふ
こ
と
の
身

に
し
み
ま
さ
る
な
が
め
か
な
雲

の
は
た
て
の
空

の

秋
か
ぜ

(『水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
暮
恋

二
二
十
番
右
、
有
家
)

(12)



.
a
18
た
ち
ま
よ
ふ
雲

の
は
た
て
の
空
ご
と
に
煙
を
や
ど
の
し
る
べ
に
ぞ
と

ふ(『拾
遺
愚
草
』
一、エ
ハ
七
七
、
建
仁
三
年
秋
和
歌
所
歌
合

・
羇
中
暮
)
,

a
19
山
ふ
か
み
と
は
ぬ
な
ら

ひ
を
う
ち
わ
す
れ
雲

の
は
た
て
に
な
が
め
わ

び
つ
つ

,
(『後
鳥
羽
院
御
集
』

ご

二
一
七
、
元
久
元
年
十
二
月
住
吉
三
十
首
御
会
)

a
20
都
を
ば
天
.つ
空
と
も
き
か
ざ
り
き
な
に
な
が
む
ら
む
雲

の
は
た
て
を

(『新
古
今
集
』
羇
旅

・
九
五
九
、
.卿
相
侍
臣
歌
合

・、羇
中
暮
、
宜
秋
門
院

丹
後
)

乱
21
ぎ
の
ふ
け
ふ
雲
の
は
た
て
を
な
が
む
と
て
見
も
せ
ぬ
人

の
思

ひ
や
は

し
る

(『拾
遺
愚
草
』

一
三
七
二
、
順
徳
院
百
首
)

a
22
よ
そ
に
見
し
雲
の
は
た
て
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
を
の
き
ば
の
や
ま
に
お
も
ひ

ー
き
え

つ
つ

(『明
日
香
井
和
歌
集
』

一
二
七
五
、
右
大
臣
家
歌
合

建
保
五
年
九
月

・

山
家
夕
恋
)

a
器
天

つ
空
雲

の
は
た
て
の
時
鳥
な
く
や
夕
は
妻
を
恋
ふ
ら
し

(『壬
二
集
』

=

九
五
、
四
季
百
首
)
,

、a
24
さ
り
乏
も
と
く
為
れ
ば
縛
ぢ
し
契
さ

へ
雲

の
は
た
て
切
し
つ
の
を
だ

ま
き

(『壬
二
集
』

一
九
〇
七
、
九
条
内
大
臣
家
三
十
首
)

a
25
秋
は
き
ぬ
雲

の
は
た
て

の
.い
ま
看
ち
む
嘲
気
の
剄

毛
だ
も
が
は
り
し

.ぬ

、

(『壬
二
集

』

一
二
七
二
、
為
家
卿
家
百
首
)

a
26
天

つ
空
雲

の
は
た
て
仁
飛
ぶ
鳥
の
あ
す
か
の
里
を
お
き
や
別
れ
ん

(『
壬
二
集
』
,
一
五
二
入
、
洞
院
摂
政
家
百
首
)

乱
27
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雲

の
は
た
て
の
そ
ら
に
の
み
う
き
て
物
お
も
ふ
は
て
を

し
ら
ば
や

、
(『秋
篠
月
清
集
』

一,四
三
〇
、
恋

の
歌
よ
み
け
る
中
に
)

a
28
松
風
に
雲
う
ち
な
び
く

ゆ
ふ
暮

の
空
に
物
思

ふ
秋
の
山
ざ
と

(
『
拾

玉

集

』

四

三

入

九

、

寄

山

暮

)

a

29
秋

風

に

こ

ぬ
人

よ

り

も

夕

暮

の
雲

の
は

た

て

の
は

つ
か
り

の

こ
ゑ

(
『
壬

一
.一集

』

二

七

〇

五

、

恋

歌

あ

ま

た

よ

み
侍

り

し

と

き

)

、
、,
a
30
夕

暮

の
な

か

ら

ま

し

か

ば

さ

さ

が

に

の

い

と

か

く

ば

か

り

物

は

お

も

劉

、
(『壬
二
集
』
三
〇
五
二
、
述
懐
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
し
と
き
)

ま
だ
ま
だ
調
査
漏
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の

一
覧
は
そ
の
ま
ま
、

「
夕
暮
は
」
と

い
う

一
首

の
歌

の
厚

い
批
評
史
、、
受
容
史

で
も
あ
る
と
い
え
よ

う
。
前
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
こ
の
歌
を
本

歌
取
す
る
と
き
に
は
、
・こ
の
歌
を

こ
の
歌
と
同
定
し
う
る
指
標
と
な
る

・「
詮
」

と
な
る
こ
と
ば
で
あ
る
、
「雲

の
は
た
て
」
の
こ
と
ば
を
中
心
に
取
る
こ
と
と
な

る
。
逆
に
い
え
ば
、
「雲
の
は
た
て
」
以
外

の
こ
と
ば
を
取
れ
ば
、
享
受
者
に

は
、
こ
の
歌
の
本
歌
取
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
、

し
た
が
っ
て
、
「雲

の
は
た
て
」
の
こ
と
ば
を
中
心
に
取
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で

あ
る
。
.と
す
れ
ば
、
作
者
が
、
独
創
性
や
個
性
を
発
揮
し
う
る
の
は
、
本
歌
か

ら
取

っ
た
部
分
以
外

の
こ
と
ば
で
浅
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
配
し
、
新

し
い
表
現
を
工
夫
す
る
か
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
右
の

一
覧
を
改
め
て
、検
討
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

歌
に
作
者
達

の
工
夫
の
跡
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
気
付
く
の
は
、

右
の
三
十
首
中
、
十

一・
首
が

「な
が
め
」
「な
が
む
」
と
い
う
こ
と
ば
を
配
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
十
首
中
、
十
」
首
と
い
う

の
は
ハ
多
寡

の
判
断
を
た
め

ら
わ
せ
る
数
字

で
あ
る
が
、
三
十

一
文
字
中
、
本
歌

の

「雲
の
は
た
て
」
の
こ

と
ば
前
後
を
共
通
し

て
取
り
、
さ
ら
に

「な
が
め
じ
ま
で
も

一
致
し
て
い
る
と

い
う

の
は
、
や
は
り
多

い
と
判
断
し
て
も
よ
ざ
そ
う
だ
コ
、～

「な
が
め
」
と
い
・フ
こ
と
ば
は
、

一
概
に
は
い
え
な
い
の
だ
が
、
一恋
の
用
語

-と
し

て
は
、
逢
瀬
の
後
の
、
な
か
な
か
逢
え
ぬ
も
の
思

い
を
表
現
す
る
と
き
の

(13)



語
で
あ
る
と
、
お
お
む
ね
解
す
る
こ
と
が
で
毳

.、
一
互

本

歌
は
、
蛮

部

に
配
列
さ
れ
て
い
る
よ
・7
に
、
恋

の
初
期
の
段
階
で
の
、
ま
だ
見
ぬ
遠
い
人

へ

の
ほ
の
か
な
思

い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
本
歌
の
恋

の

「も
の
思
ひ
」
の
初
期

.

の
段
階
か
ら
、
「な
が
め
」
を
す
る
段
階

へ
、
時
間
的
推
移
が
認
め
ら
れ
る
。

本
歌
と
本
歌
取
歌
と
の
関
係
性

と
し
て
は
、
両
者

の
間

に
、
時
間
的
な
幅
が

あ
る
ど
い
う

こ
と
が
い
え
そ
う

で
あ
る
。
そ
れ
を
、
「な
が
め
」
の
こ
と
ば
を
詠

み
込
ん
だ
、
次

の
い
く

つ
か
.の
歌

か
ら
具
体
的
に
確
認
し
て
み
た
い
。,

a
4

「恋
ひ
わ
び
て
」

の
定
家
歌
は
、
「な
る
れ
ば
」
「か
た
み
」
な
ど
と

い

う
表
現
が
あ
む
よ
う

に
、
あ
き
ら
め
に
近
づ
い
た
恋

の
終
末
段
階
に
お
げ
惹
思

い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
ま
た
、

a
5

「あ
は
れ
ま
た
」
の
定
家
歌
も
、
「今
日

も
暮
れ
ぬ
」
と
い
う

こ
と
ば
や

「
秋
」
と

「飽
き
」
の
掛
詞
を
含
み
、
恋
の
終

末
の
な
げ
き
を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
る
。

a
10

「秋
を
あ
ぎ
と
」
の
良
経
歌
、

a
15

「
な
が
め
あ
び
」
.の
通
光
歌

、
a
17

「
お
も
ふ
こ
と
」

の
有
家
歌
も
、
や

は
り
同
様

の
主
題
で
あ
る
。
恋

の
初
期
の
思

い
を
詠
ん
だ
歌
を
本
歌
取
す
る
と
、

本
歌
よ
り
も
時
間
的
に
後
ろ
に
推

移
し
た
段
階
で
の
思

い
を
詠
ん
だ
歌
と
な
る

の
で
あ
る
。

a
13

「
ゆ
く

へ
な
き
」
切
忠
良
歌
は
春
の
歌
で
あ
り
、
恋

の
時
間
的
展
開
と

は
無
縁
に
見
え
る
。
し
か
し
、.
上
句
を

「ゆ
く

へ
な
き
な
が
め
ば
か
り
を
な
ご

り
に
て
」
乏

い
う
恋
歌

の
こ
と
ば
を
配
七
、
恋

の
初
期
か
あ
終
末

へ
切
想

い
の

変
遷
を
背
景
と
し
て
、
,恋

の
不
安
定
な
諦
念
を
揺
曳
さ
せ
つ
つ
、
暮
れ
ゆ
ぐ
春

を
惜
し
む
主
題
を
表
現
し
よ
う

と
し
た
歌
で
あ
る
。

こ
れ
も
、
本
歌
か
ら
の
時

間

の
推
移
を
も
と
に
、
恋
歌

ふ
う

の
イ
メ
ー
ジ
を
待
た
せ
た
の
で
あ
る
。

「夕
暮
は
」
乏

塾
う

]
首
切
激
を
本
歌
取
す
ゐ
乏
き
に
は
、
「雲
の
は
た
て
」

の
こ
ど
ば
を
中
心
に
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
さ
ら
に
、

「半
数
近
く
は
、

「な
が
め
」
の
こ
ど
ば
を
詠
み
込
ん

で
本
歌
か
ら
時
間
を
推
移
さ
せ
る
と
い
ケ
詠

み
か
た
も
共
通
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
歌
取
す
る
作
者

の
側
の

想
像
力
や
構
想
力
な
ど
と
い
う
作
者
主
体

の
問
題
に
帰
す
べ
き
こ
と
で
は
な

い
。

作
者
が
、
「な
が
め
」
の
こ
と
ば
を
、
.い
か
な
る
意
図

の
も
と
に
詠

み
込
ん
だ

か
、
あ
る
い
は
、
深
い
構
想
は
な
い
の
か
、
な
ど
と
い
う

こ
と
と
は
か
か
わ
り

な
く
、
本
歌
あ
る
い
は
本
歌
取
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

.
こ
こ
で
、
示
唆
を
得
べ
き
な

の
は
、
ま
ず
、
浅
沼
圭
司
氏
の
、
本
歌
取
が
、

「創
作
の
技
法
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
明
ら
か
に
批
評

(o
コ
ロ
ρ
二
Φ)
と
し
て
の

性
格
を
も
内
在
さ
せ
て
い
る
駅

「
創
作
と
受
容
、
さ
ら
に
は
批
評
が
い
わ
ば

一

　ユ

体
化
し
た
レ
、方
法
で
あ
る
と
い
・7
前
提
で
あ
る
。
,ま
た
、
、本
歌
取
の
時
間
性
と

い
う
こ
と
で
は
、
.宇
波
彰
氏
の

「
引
用
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
プ

レ
テ

ク
ス
ト
が
テ
ク
ス
ド

よ
り
も
時
間
的
に
か
な
ら
ず
先
立

っ
て
い
る
と
い
う
事
実

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
に
は
記
憶
が
付
着
し
て

　　
　

い
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
も
あ

っ
た
。

こ
の
ふ
た
つ
の
論

を
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

本
歌
取
は
、
引
用
の
方
法

で
あ
る
が
、・
特
に
、
'受
容

・
批
評
を
基
盤
と
す
る

と
い
う
性
格
を
持

っ
て
い
る
。・
し
た
が

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
特
質
を
持

つ
引
用

を
方
法
と
し
て
創
造
さ
れ
た
新
し

い
テ
キ
ス
ト
は
、
時
間
的
に
先
立

つ
プ

レ
テ

キ
ス
ト
を
も
内
部
に
含
み
込

み
、
新
し
い
テ
キ

ス
ト
そ
の
も
の
が
時
間
的
な
推

移
を
内
在
す
る
構
造
を
持

つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
歌
取
は
、
本
歌
か
ら
時

間
が
推
移
し
て
い
る
、
本
歌
と
本
歌
取
歌
と
の
間

に
は
時
間
的
な
幅
が
あ
る
の

　　
　

は
、
引
用
の
方
法
と
し
て
の
本
歌
取
の
本
質
的
な
構
造
な
の
で
あ
る
。

本
歌
取
は
、
,受
容

・
批
評
を
基
盤
と
す
る
引
用
の
方
法
で
あ
る
と
述
べ
た
。

し
た
が

っ
て
、
本
歌
に
対
す
る
受
容
と
批
評
を
基
盤
と
す
る
以
上
、
方
法
と
し

て
は
、
本
歌
か
ち

の
制
約
を
か
な
り
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「夕
暮
は
」

歌

の
本
歌
取
に
お
け
る
時
間
的
推
移
も
、・
本
歌
に
対
す
る
受
容
と
批
評
を
基
盤

と
し
て
導
き
出
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
「夕
暮
は
」
歌
・の
恋
の
初
期
の

「
も
の
思

ひ
」

の
段
階
か
ち

「
な
が
め
」
・を
す
る
段
階

へ
、
と

い
う
時
間
的
推
移
は
、
和

歌
の
世
界
に
お
い
て
は
必
然
的
に
想
像
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
本
歌
に
対
す
る

(14)



受
容
と
批
評
も
、
本
歌

の
テ
キ

ス
ト
に
即
し
て
時
間
的
推
移
が
方
向
づ
け
ら
れ
、

本
歌
取
は
そ
の
方
向
に
そ

っ
て
成
立
す
る
。

「な
が
め
」
と
い
う

こ
と
ば
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

大
空
は
恋
し
き
人
の
か
た
み
か
は
も
の
思
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
る
ち
む

(『古
今
集
』
恋
四

・
七
四
三
、
酒
井
人
真
)

と
い
う
歌
が
あ
る
よ
う

に
、
「も

の
思
ひ
」
か
ら

「な
が
め
」

へ
と
い
う
展
開

は
、
和
歌

の
こ
と
ば

の
連
鎖
的
な

つ
な

が
り
で
も
あ
り
、
本
歌

の
「
も
.の
思
ひ
「

と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
時
間
的
推
移
に
即
し
て
、
「な
が
め
」
と
い
う
こ
と
ば
が

選
ば
れ
て
き
た
。
本
歌
取
歌
は
、
本
歌

の
こ
と
ば
や
主
題
か
ら
の
時
間
的
推
移

に
即
し
た
方
向
で
、
ζ
と
ば
が
選
ば
れ
主
題
が
形
成
さ
れ
る
。
前
稿
で
、
、「本
歌

取
と
は
、
き
わ
め
て
制
約
的
な
方
法
で
あ
る
」
と
述
べ
た
真

の
ゆ
え
ん
は
、
実

は
こ
う

い
う
点
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
よ
う
な
本
歌
取

の
時
間
的
構
造
は
、
「な
が
め
」
の
語

の

使
用
が
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
「な
が
め
」
の
語
を
含
み
込
ま

な
い
歌
に
も
あ
て
は
ま
る
は
ず

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

a
22

「
よ
そ
に
見
し
」

の
雅
経
歌
は
、
「思

ひ
」
が

「消
え
」
る
と
い
う
悲
観
的
な
懊
悩
を
詠
み
、冖
本
歌

か
ら
時
間
的
に
推
移
し
た
段
階
で
の
思

い
を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
本
歌
は
恋
歌
で
あ
る
が
、
本
歌
取
し
て
恋
以
外
に
主
題
を
変
え
た
歌

が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
こ
れ
も
同
様
に
本
歌
か
ら

の
時
間
的
推
移
が
認
め
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
㍉

a
6
、「待
ち
く
ら
す
」

の
守
覚
法
親
王
歌
は
、
対
象
が
何

で

あ
れ
、
「
待

つ
」
と
い
う
段
階
に
ま
で
推
移
し
て
い
る
。

a
9

「
た
れ
と
ま
た
」

の
定
家
歌
は
、
「う
ら

み
」
と
い
・フ
思

い
を
詠
み
、

a
18

「
た
ち
ま
よ
ふ
」
の
定

家
歌
も
、
「た
ち
ま
よ
」
い

[
と
ふ
L
と
い
う
段
階
で
、

い
ず
れ
も
、
主
題
と
し

た
心
情
は
、.
初
期
的
な
も

の
で
は
な
く
、
時
間
が
推
移
し
た
後

の
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

本
歌
取
は
、
本
歌
と
本
歌
取
歌
と
の
美
的
二
重
構
造
、
多
層
的
情
趣
を
形
成

す
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
文
学
史
的
な
常
識

の
よ
う

に
い
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
二
重
、
多
層
と
い
・7
意
味
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
、
.
こ
こ

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
本
歌
と
そ
れ
を
取

っ
た
本
歌
取
歌
と
の
時
間
的
な
幅

を
い
う
も

の
と
指
摘
し
て
み
た
。

さ
ら

の
、
新
古
今

の
特
質
と
し
て
、
「物
語
的
」
と
い
う
こ
と
も
、
常
に
指
摘

さ
れ
て
き
た
よ
う

に
思

う
。
も
ち
ろ
ん
、
「物
語
的
」
と
は
、.
『伊
勢
物
語
』
や

『源
氏
物
語
』
を
取

っ
た
歌
が
数
多
く
詠
み
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
。」

物
語
的
L
と
い
う
特
質
は
、
新
古
今
歌
の
読
み
の
歴
史
の
・ユ
ち
に
定
着
し

て
き
た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
、わ
れ
る
の
だ
が
、
本
稿
の
文
脈
に
よ
れ
ば
、
本

歌
取
歌
が
時
間
的
な
幅
を
内
在
す
る
構
造
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
ご
と
を
指
摘

し
た
も
の
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三

 

本
稿
で
、「
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
、
以
上
で
尽
き
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
は

本
歌
取
の
基
本
的
な
構
造
を
述
べ
て
み
た
も
の
で
あ

っ
て
、
・本
歌
取
歌
の
す
べ

て
が
、
以
上

の
こ
と
で
す
く
い
取

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。

本
歌
取
の
世
界
は
、
実
作
に
即
し
て
み
る
と
も

っ
と
複
雑
で
あ
り
、
・多
様
な
様

相
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
こ
れ
も
前
稿
で
と
り
あ
げ
た
も

の
で
あ
る
が
、

B
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
あ
か
つ
き
ば
か
り
う
き
も
の
は
な

し

・パ
『古
今
集
』,
恋
三

・r六
二
五
、
壬
生
忠
岑
)

の
歌
の
本
歌
取
歌
を
列
記
し
ハ
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
ど
し
て
み
た
い
。
ゴ前

節

の
A

「夕
暮
は
」
歌
本
歌
取
と
同
様
に
、
ほ
ぼ
建
保
期
ご
ろ
ま
で
の
歌
に
限

り
、
b
17
ま
で
は
詠
作
順
に
、
詠
作
年
次
不
明
の
歌
は
b
18
以
降
に

一
括
列
記

し
た
。b

1
帰
る
さ
の
も
の
と
や
人
の
な
が
む
ら
む
待

つ
夜
な
が
ち

の
有
明
の
月

(『新
古
今
集
』
恋
三

・.
一
二
〇
六
、
閑
居
百
首
、
定
家
)

b
2

つ
れ
な
さ
の
た
ぐ
ひ
ま
で
や
は
つ
ら
か
ら
ぬ
月
を
も
め
で
じ
有
明
の

(15)



空(『新
古
今
集
』
恋
二

・
一
一
三
入
、
⊥
ハ
百
番
歌
合

・
暁
恋
、
有
家
)

b
3
さ
み
だ
れ
の
月
は
つ
れ
な
き
み
山
よ
り
ひ
と
り
も
出
つ
る
ほ
と
と
ぎ

す
か
な

(『新
古
今
集
』
夏

・
二
三
五
へ
老
若
五
十
首
歌
合
、
定
家
)

b
4
契
り
き
や
あ
か
ぬ
別
れ

に
露
お
き
し
あ
か

つ
き
ば
か
り
か

た
み
な
れ

と
は

(『新
古
今
集
』
恋
四

・
一
三
〇

一
、
新
宮
撰
歌
合

・
遇
不
遇
恋
、
通
具
)

b
5
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
月
は
出
で
ぬ
山
ほ
と
と
ぎ
す
待

つ
夜
な
が

ら
に

(『新
古
今
集
』
夏

・
二
〇
九
、
千
五
百
番
歌
合
、
良
経
)

b
6
さ
ら
に
ま
た
暮
れ
を
た

の
あ
と
明
け
に
け
り
月
は
つ
れ
な
き
秋
の
夜

'の
空

(『新
古
今
集
』
秋
上

・
四
三
四
、
千
五
百
番
歌
合
、
通
光
)

b
7
お
ほ
か
た
の
月
も

つ
れ
な
き
鐘

の
音
に
な
ほ
う
ら
め
し
き
有
明
の
空

(
『拾
遺
愚
草
』

一
〇
九

一
、
千
五
百
番
歌
合
)

b
8
花
の
い
ろ
は
や
よ
ひ
の
そ
ら
に
う

つ
ろ
ひ
て
月
そ

つ
れ
な
き
あ
り
あ

け
の
や
ま

(
『秋
篠
月
清
集
』
九
〇
九
、
院
無
題
五
十
首
)

b
9
面
影
も
待

つ
夜
む
な
し
き
別
れ
に
て
つ
れ
な
く
見
ゆ
る
有
明
の
空

(『拾
遺
愚
草
』
二
五
四
〇
、
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合

・
暁
恋
)

b
10
ひ
と
声
の
な
ご
り
は
さ
て
も
有
明

の
つ
れ
な
く
み
ゆ
る
ほ
と
と
ぎ
す

か
な

(『後
鳥
羽
院
御
集
』
・元
久
元
年
十
二
月
賀
茂
下
社
三
十
首
御
会

・
夏
、

一

二
六
九
)

b
11
あ
か
月
の
こ
れ
も
な
ら

ひ
の
わ
か
れ
ぞ
と
つ
れ
な
く
見
え
て
か
ぺ
る

か
り
が
ね

(『後
鳥
羽
院
御
集
』
元
久
二
年
三
月
日
吉
三
十
首
御
会
・春
、

一
三
二
三
)

.
b
12
清
見
潟
月
は

つ
れ
な
き
天
の
戸
を
待
た
で
も
し
ら
む
浪

の
上
か
な

(『新
古
今
集
』
夏

・
二
五
九
、
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
、
通
光
)

b
13
散
る
花

の
つ
れ
な
く
見
え
し
名
残
と
て
暮
る
る
も
を
し
く
か
す
む
山

影

(『拾
遺
愚
草
』

=
二
一
入
、
順
徳
院
百
首
)

b
14
ま
ど
ろ
ま
で
は
か
な
き
夢

の
見
え
し
よ
り
春
の
夜
ば
か
り
う
き
も
の

は
な
し

(『拾
遺
愚
草
員
外
』
五
三
五
、
四
季
百
首
)

b
15
あ
た
ら
よ
の
は
な
咲
き
く
も
る
有
明
の
山
か
ぜ
ば
か
り
う
き
も

の
は

な
し

「

」

(『壬
二
集
』

一
入
○
○
、
日
吉
奉
納
五
十
首
)

b
16
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
空

の
み
や
な
れ
し
名
残

の
か
た
み
な
る
べ

き

(『後
鳥
羽
院
御
集
』
詠
五
百
首
和
歌

・
恋
百
首
、
九
七
二
)

b
17
お
も
か
げ
を
い
く
夜

の
月
に
の
こ
す
ら
ん
つ
れ
な
く
み
え
し
人
の
名

残
に

(『後
鳥
羽
院
御
集
』
詠
五
百
首
和
歌

・
恋
百
首
、
九
九
六
)

b
18
花
の
香
も
か
す
み
て
し
た
ふ
有
明
を

つ
れ
な
く
見
え
て
帰
る
雁
が
ね

(『拾
遺
愚
草
』
一
=

五

一
、
賀
茂
社
歌
合
)

、
b
19
有
明
の
あ
か

つ
き
よ
り
も
う
か
り
け
り
星
の
ま
ぎ
れ
の
よ
ひ
の
別
れ

は

(『拾
遺
愚
草
』
二
六
二
七
)

b
20
有
明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
あ
さ
ち
ふ
の
お
の
れ
も
名
の
る
松
虫

の
こ

ゑ
(『壬
二
集
』
二
三
九
四
、
水
無
瀬
に
て
秋

の
歌

つ
か
う
ま

つ
り
し
時
)

b
21
お
も

へ
ど
も
又
お
も

へ
ど
も
お
も

へ
ど
も
心
の
ほ
か
に
う
き
物
は
な

U

(『拾
玉
集
』
三
四
三
五
、
略
秘
贈
答
和
歌
百
首
)

前
節
の
A

「夕
暮
は
」
歌
本
歌
取
歌
に
指
摘
し
え
た
、
「な
が
め
」
に
相
当
す

る
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
こ
の

一
覧
に
は
な
い
。
本
歌
取
の
世
界
は
、
そ
れ
ほ
ど

単
純
で
は
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「待

つ
」
「
な
ご
り
」
な
ど

の
こ
と
ば
は
、
比
較
的
多
く
使
用
さ
れ
、
本
歌
取
歌
は
、

こ
と
ば
の
使
用
が
本

歌

の
こ
と
ば
や
主
題
に
よ

っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
し
く
み
は
、
こ
こ
で
も
、

確
認
し
え
よ
う
。
そ
れ
以
上
に
、
b
l
b
2
b
4
以
下

の
歌
を
典
型
的
な
例
と

し
て
本
歌
取
歌
の
ぼ
と
ん
ど
が
、
本
歌
の
、
後
朝
の
別
れ
の
お
り
の
悲
嘆
と
苦

悩
か
ら
、
時
間
が
推
移
し
た
後
の
思
い
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
さ
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え
す
れ
ば
よ
い
。
本
歌
取
歌
と
し

て
、
A

「夕
暮
は
」
歌
本
歌
取
と
同
様
の
構

造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
節
で
は
、
本
歌
か
ら
取

っ
た

こ
と
ば
で
は
な

い
こ
と
ば
に
注
目
し
、
作
者

の
新
し

い
表
現
の
工
夫
に
よ
る
独
創
性
や
個
性
を
検
証
し
よ
う
と
し
、
そ
の
結

果
、
か
え

っ
て
、
「
な
が
め
」

の
こ
と
ば
の

一
致
に
至
り
着

い
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
は
、
逆
に
、
他
歌
に
は
な

い
独
自

の
こ
と
ば
を
含
む
歌
に
特

に
注
意
し

て
み
た

い
。
と
す
る
と
、
や
は
り
定
家

の
新
し
い
表
現
の
た
め
の
実
験
や
工
夫

が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

A

「夕
暮
は
」
歌

の
本
歌
取
に
お
い
て
は
、

a
9

「
た
れ
と
ま
た
」
歌
の

「
み

ね
の
花
」
、
a
11

「
谷
か
ぜ
に
」
歌

の

「梅
の
花
」、

a
18

「
た
ち
ま
よ
ふ
」
歌

の

「煙
」
な
ど
は
、
他
歌
人
の
歌

に
は
な
い
、
独
自

の
素
材
で
あ
る
。
本
歌
の

表
現
や
恋
の
主
題
か
ら
常
套
的
に
導
か
れ
る

「な
が
め
」
な
ど
の
こ
と
ば
を
避

け
、
目
新
し

い
素
材
を
詠
み
込
み
、
部
立
を
本
歌
の
恋
か
ら
、

a
9
a
11
の
春
、

a
18
の
旅

へ
と
、
詠
み
改
め
て
い
る
。

ま
た
、
B

「有
明
の
」
歌
本
歌
取
で
は
、
b
7

「
お
ほ
か
た
の
」
歌
の

「鐘

の
音
」
を
詠
み
入
れ
て
い
る
の
が
、
他
歌
に
は
な

い
、
新
し
い
表
現

へ
の
試
み

で
あ
る
。
「ほ
と
と
ぎ
す
」
「
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
詠
ん
だ
歌
は
い
く
つ
か
あ
る

が
、
定
家
の
b
3

「さ
み
だ
れ
の
」
歌
が
初
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
他
歌
人
の

歌
は
定
家
の
試
み
に
追
随
し
た
も

の
で
あ
ろ
う

(こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
述
す

る
)
。
同

一
歌

の
本
歌
取
と
し
て

は
、
同
想

の
主
題
に
陥
る
の
を
避
け
よ
う

と
し

た
試
み
で
あ
る
。
,

b
3

「さ
み
だ
れ
の
」
歌
は
、

『新
古
今
集
』
に
も
入
集
し
、
高

い
評
価
を
得

た
。
b
7
の
歌
は
、
歌
合
で
は
負
と
な

っ
て
い
る
が
、

a
11
は
勝
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
、
歌
合
を
出
典
と
し
、
勝
負
が
わ
か
6
定
家
歌

a
4
b
9
は
、

い
ず
れ

も
勝
を
得
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
試

み
は
、

一
応
の
評
価
を
得
た
と
考
え
て
よ
い

の
か
、
歌
合
の
相
対
的
評
価
で
は

一
概
に
い
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
定
家

の
実
験
的
な
姿
勢
に
も
好
意
的
だ

っ
た
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

成
功
か
否
か
は
と
も
か
く
、
定
家
は
、
本
歌
取
の
詠
法
を
さ
ま
ざ
ま
に
試
み

て
い
た
。
本
歌
取
は
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う

に
、
本
歌
か
ら
の
制
約
を
持

つ
、

困
難
な
方
法
で
あ
る
。
終
始
、
常
套
化
、
陳
腐
化
の
危
険
を
孕
ん
で
い
た
。
以

上

の
実
験
は
、
本
歌
取
の
常
套
化
、
陳
腐
化
を
防
ぎ
、
新
し
い
個
性
的
な
本
歌

取
歌

の
詠
出

へ
の
試
み
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
定
家
は
、
本
歌
取
の
先
駆

者
で
あ
り
、
完
成
者

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

再
び
、
本
歌
取
の
構
造
論
に
た
ち
も
ど

っ
て
い
え
ば
、
本
歌
か
ら
時
間
を
推

移
さ
せ
た
形
で
、
本
歌
取
歌
を
詠
む
の
は
、
本
歌
取
の
詠
法
と
し
て
は
、
初
歩

　　
　

的
、
基
礎
的
な
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
本
歌
取
の
常
套
化
、
陳
腐
化

を
招
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
家
は
、
そ
の
よ
う
な
初
歩
的
、
基
礎
的

な
詠
法

に
拠
ら
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し

い
試
み
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。

駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
.の
わ
た
り
の
雪

の
夕
暮

(『新
古
今
集
』
冬

・
六
七

一
、
正
治
二
年
初
度
百
首
、
定
家
)

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
「
こ
の
う
た
を
本
歌
を
と
れ
る
歌
の
本
と
い
へ
り
」
(『自

　　
　

讃
歌
宗
祗
注
』
)
と
い
う
。
宗
祗
が
賞
賛
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
同
注

で
は
必

ず
し
も
明
確
に
し
て
い
な
い
。
頓
阿
注
で
は

「雨
を
雪
に
か

へ
家
を
ば
陰
と
よ

み
か

へ
た
る
な
り
」
-と
分
析
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
「本
歌
を
と
れ
る
歌
の
本
」

と
す
る
真
意
は
な
か
な
か

つ
か
み
づ
ら

い
。
し
か
し
、
「よ
み
か

へ
」
の
巧
妙
さ

に
着
目
し
て
い
る
よ
う

に
、
技
術
論
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
歌

は
、
本
歌

の
、
旅
中
に
雨
に
遭

っ
た
困
惑
と
焦
慮

の
主
題
を
離
れ
、
寂
寥
た
る

雪
の
風
景
を
主
題
と
し
て
形
成
し
て
い
る
。
本
稿
の
問
題
意
識
に
即
し
て
い
え

ば
、
「雨
を
雪
に
か

へ
家
を
ば
陰
と
よ
み
か

へ
」
る
と
い
う
卓
抜
な
技
術
が
、
本

歌
の
主
題
か
ら
の
制
約
を
脱
し
、
自
在
な
詠
み
ぶ
り
に
到
達
し
て
い
る
、
本
歌

取
の
方
法

の
完
成
体
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。

四

A

「夕
暮
は
」
歌
、
お
よ
び
B

「有
明
の
」
歌

の
本
歌
取
歌
の

一
覧
を
、
同

(17)



.一
歌
本
歌
取

の
詠
作
史
、
競
作
史

と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。定

家

の
a
4

「恋

ひ
わ
び
て
」

の
歌
は
、

い
わ
ゆ
る
新
古
今
時
代
に
お
い
て
、

「
夕
暮
は
」
歌
の
本
歌
取
を
初
め
て
試
み
た
歌

」で
あ
り
、
以
後
の
同
歌
本
歌
取
の

流
行
の
始
発
を
な
し
た
も
の
で
あ

る
。

同
じ
く
定
家
の
a
5
歌
は
、
季
節
を
秋
と
し

「
な
が
め
」
を
詠
み
込
ん
で
い

て
、
同
歌
本
歌
取
と
し
て
は
、
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
作
と
い
え
よ
う
。
こ
の
a

5
歌
と

a
10

「秋
を
あ
き
と
」
の
良
経
歌
と
は
、
、三
、
四
句
が

「
な
が
め
す
る

(
つ
る
)
雲

の
は
た
て
の
」
と
ほ
ぼ

一
致
し
、
季
節
を
秋
に
、
時
間
を
夕
暮
に
設

定
し
て
い
て
、
良
経
は
、
定
家

a
5
歌
に
直
接
の
影
響
を
得
て
詠
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
.さ
ら
に
、
良
経

a
10
歌
の
下
句

「雲
の
は
た
て
の
夕
暮

の
空
」
は
、

a
15

'「な
が
め
わ
び
」
の
通
光
歌

に
そ

っ
く
り
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
定

家

a
5
歌
は
、

a
17

「お
も
ふ
ご
老
」
有
家
歌
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
有
家
歌
は
、
定
家
歌

の

「な
が
め
」
と

「秋
風
」
を
摂
取
し
、
「
あ

は
れ
ま
た
今
日
も
暮
れ
ぬ
」
を

「
お
も
ふ
こ
と
の
身
に
し
み
ま
さ
る
」

へ
と
展

開
し
て
い
る
ゆ
定
家

a
5
歌
が
詠
出
さ
れ
て
か
ら
有
家
a
17
歌
が
披
露
さ
れ
る

ま
で
、
三
年
半
か
ら
四
年
以
内
の
時
聞
が
経
過
し
て
い
る
が
、
各
歌
人
は
、
新

し

い
表
現
を
模
索
し
て
い
く
過
程

で
、
同

一
歌
の
本
歌
取
の
試
み
の
中

で
、
互

い
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。
,以
上
は
、
表
現

の
直
接
的
な
影
響
関
係
で
あ
る
が
、

間
接
的
な
影
響
関
係
は
、
ほ
ぼ
す

べ
て
の
歌
に
存
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

B
・「有
明
の
」
歌

の
本
歌
取
歌

の
詠
作
史
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。

b
1

「帰
る
さ
の
」
歌
が

こ
の
歌

の
本
歌
取
の
始
発
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

も
、
定
家
が
新
し
い
本
歌
と
し
て
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

b
2
有
家

「
つ
れ
な
さ
の
」
歌

に
つ
い
て
、
『六
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
な
批
評
が
か
わ
さ
れ
た
。

右
方
申
云
。
「有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
」
と
い
ふ
歌
を
本
歌
に

て
詠
み
た
ら
ば
、
件
の
歌
は
、
月
を

つ
れ
な
し
と
い
ひ
た
る
と
は
見
え
ず
、

暁
に
人
を

つ
れ
な
し
と
い
ひ
た
る
と
こ
そ
見
え
た
れ
。
さ
ち
ば
、

こ
の
歌
、

如
何
。
陳
云
。
「有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
」
と
詠
み
た
れ
ば
、
月

の
事
と

こ
そ
聞

こ
え
た
れ
。

(略
)
判
云
。
左
、
「有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ

.よ
り
」と

い

へ
る
歌
は
、
人
の
つ
れ
な
か
り
し
よ
つ
.
「暁
ば
か
り
う
き
も

の
は
な
し
」
と
い
へ
る
な
り
、
た
だ
し
、
さ
は
あ
り
と
も
、
「
月
を
も
め
で

じ
」
と
い
は
ん
も
違
ふ
べ
か
ら
ず
や
。

(『
六
百
番
歌
合
』
暁
恋

・
四
番
左
判
詞
)

「
つ
れ
な
し
」
と
感
じ
た
対
象
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
注
目
さ
れ
る

の
は
、
俊
成
の
判
詞
で
あ
る
。
「
『月
を
も
め
で
じ
』
と

い
は
ん
も
違
ふ
べ
か
ら

ず
や
」
と
述
べ
、
本
歌
と
は

「
つ
れ
な
し
」
と
感
じ
る
対
象
を
変
更
す
る
こ
と

も
、
本
歌

の
主
題
と
は
齟
齬
す
る
わ
け

で
は
な

い
の
だ
か
ら
、
本
歌
取
の
表
現

の
あ
り
か
た
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
許
容
範
囲
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
判
詞
を
受
け
て
、
定
家
は
さ

っ
そ
く
b
3

「さ
れ
だ
れ
の
」
歌
で
、
「月

は
つ
れ
な
き
」
と
直
截
的
に
こ
と
ば
を
続
け
た
。
.本
歌
取
の
創
作
に
、
批
評
が
、

す
ば
や
く
敏
感
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「創
作
と
受
容
、
さ
ら
に
は
批
評

が
い
わ
ば

一
体
化
し
た
」
本
歌
取

の
特
質
を
、
端
的
に
表
し
て
い
る
。

、
b
3
定
家
歌
の
表
現
の
工
夫
は
以
後
の
歌
に
影
響
を
与
え
、良
経
の
b
5
「有

明
の
」
歌

の

「
つ
れ
な
く
見
え
し
月
」
と
b
9

「
面
影
も
」
歌

の

「
つ
れ
な
く

見
ゆ
る
有
明
」
、
通
光
b
6

「
さ
ら
に
ま
た
」
歌

の

「月
は
つ
れ
な
く
」
と
い
う

表
現
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
の
発
言
と
定
家
の
実
作

が
、
他

の
歌
人
に
与

え
る
影
響
は
、
ま
こ
と
に
大
き
い
。

し
か
し
、
ま
た
、
b
2
有
家
歌
は
、
「
暁
恋
」
題
を
同
じ
く
す
る
と
い
う

こ
と

も
あ
り
、"
定
家
の
b
7
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
前
者

の

「
つ
れ
な
さ
の
た

ぐ
ひ
ま
で
や
は

つ
ら
か
ら
ぬ
」
と
後
者

の

h
お
ほ
か
た
の
月
も
つ
れ
な
き
L
と

は
、
発
想
を
同
じ
く
し
、
「有
明
の
空
」
の
結
び
は
そ

の
ま
ま
摂
取
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
歌
の
本
歌
取
を
め
ぐ
り
、
.多
く
の
歌
人
が
相
互
に

(18)



影
響
を
与
え
合

い
つ
つ
、
斬
新

な
表
現
を
模
索
し
、
競
作
し
て
い
る
よ
う
す
を

う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
歌
人
に
よ

っ
て
、
本
歌
取
に
対
す
る
方

法
意
識
も
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
定
家
は
、
常
に
他
歌
人
と

違
う
本
歌
取
の
詠
法
を
試
み
て

い
る
の
に
対
し
、
良
経
や
通
光
な
ど
は
、
定
家

の
見

い
だ
し
た
詠
法
を
と
り

い
れ
よ
う

と
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
の
例
か
ら
い
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
た

だ
、
本
歌
取
と
い
う
ひ
と

つ
の
方

法
に
対
し
て
も
、
各
歌
人
に
よ

っ
て
取
り
組

む
意
識
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
も
確
認
す
れ
ば
よ

い
。
.

そ
れ
に
し
て
も
、
、定
家
は
か
本
歌
取
の
詠
作
史
に
お

い
て
き
わ
だ
つ
存
在
で

　　
　

あ
る
。
新
し

い
本
歌
を
開
拓
し
、

ま
た
、
ひ
と
た
び
本
歌
取
に
成
功
す
れ
ば
、

後
続

の
歌
人
が
次

々
影
響
を
受
け

て
い
き
、
そ
の
間
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

常
に
本
歌
取
の
新
し

い
詠
法
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

最
後
に
、
本
歌
取
に
関
連
す

る
定
家

の
発
言
と
し
て
必
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
る
、

『京
極
中
納
言
相
語
』
の
次
の

一
節
に
や
は
り
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

大
方
、
歌
の
習
ひ
、
古
人

の
歌
を
願
ふ
べ
し
、
(略
Y
恋

の
歌
を
詠

む
に

は
、
凡
骨

の
身
を
捨
て
て
、
業
平

の
ふ
る
ま
ひ
け
ん
こ
と
を
思

ひ
出
で
て
、

我
が
身
を
皆
業
平
に
な
し

て
詠
む
。
地
形
を
詠
む
に
は
、
か
か
る
柴
垣
の

・・
も
と
な
ど
を
ば
離
れ
て
、
玉

の
砌
、
山
川
の
景
色
な
ど
を
観
じ
て
、
よ
き

歌
は
出
で
来
る
も
の
な
り
。

こ
の
発
言
は
、
本
歌
取
に
限
定
し
て
述

べ
た
の
で
は
な
く
、
詠
歌

の
心
的
態

度
に
つ
い
て

一
般
論
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
藤
平
春
男
氏
は
、

こ
の
発
言

か
ら
、
新
古
今

の
方
法
原
理
に

つ
、い
て
次
あ

よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

業
平
乃
至
伊
勢
物
語
を
題
材
と
し
て
よ
む
、
と
い
う
意
味
で

は
な
い
、■
業

平
的
世
界
、
伊
勢
物
語
的
世
界
に
自
己
を

〈転
移
〉
、せ
し
め
て
よ
む
、.
と

・い
う
意
味
だ
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
は
、

つ
ま
り
歌
を
生
活
実
感
そ
の
も

の
の
吐
露
で
な
く
す
る
、
詠
歌
主
体
を
生
身

の
自
分
か
ら
脱
離
さ
せ
る
観

照

の
あ
り
か
た
を
説
い
て
い
る
。
(略
)自
分
が
古
曲
ハ
の
世
界
に
参
入
す
る

と
い
う
態
度
で
あ

っ
て
、
後
者
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
作
者

の

一
次
的
な
ナ

マ
の
眼
の
消
去
が
可
能
と
な
り
、
完
結
性
を
持

つ
美
的
ミ
ク

ロ
コ
ス
モ
ス

　　
　

を
現
出
せ
し
め
う
る
の
で
あ
る
。
、

氏
の
新
古
今
方
法
論

の
根
幹
を
な
す
有
名
な
部
分
で
、
現
在

の
新
古
今
研
究

の
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
の
論
理
展
開
は
、
心
的
態
度
論
に

遡
及
す
る
方
向

に
進
ん
で
し
ま
い
ふ
表
現
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
そ

の
も

の
か
ら
離

れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

一
個

の
確
た
る
詠
歌

主
体
と

い
う
も

の
が
、
自
明
の
存
在
之
し
て
位
置
づ
け
ち
れ
て
い
る
が
、
詠
歌

主
体
と
は
、
必
ず
し
も
確
乎
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
・そ

れ
は
、
本
歌
取
が
引
用
の
方
法
で
あ
る
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ

っ
、て
、
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
詠
歌
主
体
が
多
声
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う

の

が
、
本
歌
取
の
構
造

で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
藤
平
氏
の
詠
歌
主
体
中
心

の
論
を
、

歌

の
テ
キ
ス
ト

の
側
か
ら
、
逆

の
方
向
に
辿

っ
て
み
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「自
分
が
古
典
の
世
界
に
参
入
す
る
」
と
い
う
詠
歌
主
体

の
あ
り

よ
う
に

つ
い
て
の
藤
平
氏
の
発
言
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「古
典
の
世
界
に
参

入
す
る
」
と

い
っ
て
も
、
古
典

(本
歌
)

の
世
界
が
制
約
的

で
あ
る
の
は
、
本

稿
で
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
詠
歌
主
体
は
、
む
し
ろ
、
「古
典

の
世
界
」
と
向

き
合
う
関
係
に
あ
る
。
本
歌
の
テ
キ
ス
ト
の
側
か
ら
の
要
請
、
本
歌
の
表
現
や

主
題
が
持

つ
筋
道
に
そ

っ
て
、
詠
歌
主
体
は
新
し
い
世
界
を
創
出
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
.前
稿
で
」
本
歌
取
と
は
、
き
わ
め
て
制
約
的
な
方
法

で
あ
る
L
と
述

べ
た
が
、
」本
歌
取

の
方
法
は
、
本
歌

の
テ
キ

ス
ト
か
ら
の
制
約

の
中
で
、

い
か

に
主
体
性
と
独
創
性
を
保
持
し

つ
つ
詠
作
し
て
い
く
か
と
い
、う
課
題
を
不
可
避

的
に
負

っ
て
い
る
。
定
家

の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
は
、、
そ
の
よ
う
な
、
せ
め
ぎ
あ

い
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
、
か
ず
か
ず
の
実
験
で
あ
る
。

ま
た
、
本
歌
取
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
と
り
あ
げ
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ら
れ
る
、
定
家

の
本
歌
取

の
四
項
目
の
技
術
や
、
『井
蛙
抄
』
の
本
歌
取
の
六
分

類
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
、

ふ
れ
な
か

っ
た
。
本
歌
取
そ
の
も

の
の
制
約
が

も
た
ら
す
構
造
的
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
定
家
の
四

項
目
は
そ
の
制
約

の
中
で
、-
本
歌
取
が
方
法
的
効
果
を
あ
げ
る
た
め
の
技
術
的

基
準
で
あ
り
、
『井
蛙
抄
』
の
本
歌
取
六
分
類
は
、
表
現
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の

本
歌
取

の
類
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
注

〉

」

、

(
1
)
川

平

ひ
と
し

「
本
歌

取

と
本

説
取

〈
も

と
〉
の
構
造

'

」

(『新

古

今
集

と

そ

の
時

代
』

和
歌

文
学

論
集

8
、

平

3

・
5
)
は
、

「
本

歌
」

な

ど
・の
用

例
と

概
念

内

容

を

検
討

し
、

「「
「
本
歌

取
」
・
な

る
概

念

は
定

家

に
お

い
て
も

と

よ
り
不

在

で
あ
り

、

「
本
哥

を

と
る

」

と

い
う

概

念
す

ら
定

家

の
用
例

と
し

て
充

分
親

し

い
も

の
で

は
な

い
L

と

い
う

。

し

か
し
、

こ

こ
で
は
、

『近

代
秀

歌
』

『
詠
歌

大
概

』

『毎

月

抄
』

な

ど

に
明
記

さ
れ

て

い
る
、

「
本
歌

取
」

と
呼

ば
れ

て
き

た
意

識
的
方

法

に
対

し
、
あ

え

て
、

従
来

の
呼

び
名

を

踏
襲

し

て
、

そ

の
方
法

を

「
本
歌

取
」
と
呼

ぶ

こ
と
と

し

た
。
.

(
2
)
西
村

亨

『
新
考

王
朝

恋

詞

の
研
究
』

(昭

56

乾
1
)
に
、

「
な

が
む
と

い
う

こ
と

ば

は
、
そ
う

い
う

性

欲
的

に
満

た
さ

れ
な

い
、
も

の
思

い
を
続

け

る
境

遇

に
あ

る

こ
と

を

原
義

と
し

て

い
る
」

と

い
う

。
「

(3
)
浅
沼

圭

司

「
本

歌
取

に

つ
い
て
ー

テ
キ

ス
ト

論

の
観
点

か
ら
l

」

(
『美

学

』

鵬
号
、

昭

50

・
12
)
、

お
よ

び

『
映
ろ

ひ

と
戯
れ

定

家

を
読

む
ー

ら

(昭

53

・

5
)
参

照
。

R

・
バ

ル
ト
や
J

・
ク
リ

ス
テ

ヴ

ァ
ら

の
方

法
を

援
用

し
、

新
古

今

の

時

代
を

「
最

も
典

型
的

な
テ

キ

ス
ト

の
時

代
」
で
あ

る

と
規
定

し

て
、
本

歌
取

歌
を

「
テ
キ

ス
ト

の
戯

れ
」

で
あ

る
と

い
う
。

魅
力

的

か

つ
難

解
な

論
文

で

は
あ
り

、

ど

こ
か
異
端

的

に
受
け

と

め
ら

れ

て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
し
か
し

、
こ

の
論

文

か

ら
学

ぶ
べ
き

と

こ
ろ
は

き
わ

め

て
多

い
。

(4
)
宇

波
彰

『
引
用

の
想
像

力
』

(昭

54

・
3
)
に
拠

る
。

こ

の
書

か
ら

も
、
多

く

の
示

唆

が
得

ら

れ
る
。

(
5
)
谷
知

子
氏

も
、
本
稿

と

は
問
題

意
識

と
方

法

が
違
う

が
、
本
歌

取

の
技
法

の
特

徴

と
し

て

ふ
た

つ
あ

げ
、

そ

の
二
番

目

に
「
本

歌

か
ら
時
間

を

推
移

さ

せ
る

ご
と

に
よ

っ
て
、

本
歌

の
世

界

の

「
消
失
」
を

詠

ん

で

い
る
L

(
「新

古
今

歌

人

の

「
消

失
」
を

詠

ん

だ
歌
群

に

つ

い
て
ー

イ

メ
ー

ジ

の
重

層
法

の
形

成

=
L
『
国
語

と
国

文
学

』

昭

61
.・
12
)
と
指
摘

し

て

い
る
。

(
6
)
,(
5
)
と
同

様

に
、
谷

氏

は
、

「季

節

を
推

移
さ

せ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

本

歌

の
世

界

や
秋

、
春

秋

を
消

失

さ

せ
、
無

の
空
間

の
中

に
面

影

と
し

て
残

す

と

い
う

手
法

は
、
ま
ず

は
達
成

し
易

い
や

り
方

だ

と
思
う

」

と

い
う

。

(
7
)
本
文

は
、

黒

川
昌
享

・
王

淑
英

編

『
自
讃
歌

古

注
十

種
集

成
』

(昭

62

・
9
)
に
拠

る
。

(8
)
古
く

は
、

石

田
吉
貞

氏

が
「
本
歌

取

は
定
家

に
よ

つ
て
最
高

に
取
上
げ

ら

れ
、
定

家

に
於

て
終

つ
た
と

言

つ
て
も
よ

い
」

(
『藤

原
定

家

の
研
究

』
昭

32

・
3
)
と
述

べ
、

近

く

は
、

山

田
洋

嗣
氏

も
、
定

家

の
本

歌
取

は
「
定

家

と

い
う

個

性

に
帰

す

べ
き

と

こ
ろ

の
大
き

い

一
方

法

で
あ

る
」
(
「
鎌
倉

中
期

に
お

け

る

「本

」
、

「
本

歌
」
に
関
す

る
二
、

三

の
問
題

「
『
源
承

和
歌

口
伝

』
注

釈
」
補
説
l

L

『
立
教

大
学

日
本

文
学

』

68
号
、

平

4

・
7
)
と
述

べ
て

い
る
な

ど
、
多

く

の
論

者

が
、

さ
ま

ざ
ま
な

観

点

か
ら
論

じ
、
微

妙
な

ニ
ュ
ア

ン
ス
の
相
違

が
あ

る
も

の
の
、
ほ
ぼ
同

様

の
結
論

に
達

し

て

い
る
。

(9
)
藤

平
春

男

『
新
古

今

と
そ

の
前
後

』

(昭

58

・
1
)

和
歌

・
歌

合

の
本
文

、

お
よ

び
歌
番
号

は
、

『新

編
国

歌

大
観

』

に
拠

る
。
歌
論

書

の
本

文

は
、

『歌

論
集

』

(日
本

古
典

文
学

全
集

)
、

『
歌
論

集
』

(中

世

の
文
学
、

三

弥
井
書

店

)
な

ど
、
通

行

の
活
字

本

に
拠

っ
た
。
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