
後
撰
和
歌
集
注
釈

巻

二

春

中

(
2
)
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①題
し
ら
ず

さ
ー
ら
花
に
ほ
菊

も
な
細

義

ば
な
ど
か
歎

(き
)

す
る

の よ②
し み
げ 人
り も粂
の⑤
み

 

【朱
注
】
し
ら
す

【校
異
】
①
題
し
ら
ず
ー
た
い
よ
み
ひ
と
し
ら
す

(荒
)

②
よ
み
人
も
ー
よ

み
人
し
ら
す

(中
雲
堀
片
)
ナ
シ

(荒
)

③
と
も
ー
ほ
と

(久
)

④
春
く

れ
ば
ー
ち
る
と
て
は

(堀
)

⑤

の
み
ー
し
も

(久
)

【語
釈
】
○
に
ほ
ふ
と
も
な
く
ー
咲
き
も
し
な
い
で
。
桜

の

「
に
ほ
ひ
」
は
例

自
体
が
少
な
く

(『古
今
』
離
別
跚

・
本
集
春
中
68
69

・
春
下
鵬

・
『拾
遺
』
も

三
例
の
み
)、
し
か
も
、
歌
内
容
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
香
・色
艶
の
い
ず
れ
と

も
は
っ
き
り
し
な

い
も

の
が
多

い
。

こ
こ
も
同
様
だ
が
、
次
句
と
の
関
係
で
見

れ
ば
、
「春
立
て
ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
」

(『古
今
』
春
上
15
)
と
同
じ
く
、
具

体
的
意
味
合
と
し
て
は

「開
花
」
の
義

と
見
て
よ
か
ろ
う
。
『大
系
』
は
、
こ
の

句
を

「
咲
き
輝
く
間
も
な
い
ほ
ど
に
あ
わ
た
だ
し
く
散
り
」
と
落
花
の
義
を
含

ま
せ
る
。
ま
た
、
「
と
も
な
し
」
が
用
言
を
承
け
る
場
合
は
、
上

の
語
を
瞹
昧
化

す
る
の
で
は
な
く
、
全
面
否
定
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
(「
こ
ひ
し
さ
は
ね
ぬ

に
な
ぐ
さ
む
と
も
な
き
に
あ
や
し
く
あ
は
ぬ
め
を
も

み
る
か
な
」
本
集
恋
二

錵

・
「
も
ろ
と
も
に
を
る
と
も
な
し
に
打
ち
と
け
て
見
え
に
け
る
か
な
あ
さ
が

ほ
の
花
」
同
恋
三
"
・
「惜
し
む
と
も
な
き
も
の
ゆ
ゑ
に
し
か
す
が
の
わ
た
り
と

実

川

恵

子

き
け
ば
た
だ
な
ら
ぬ
か
な
L
『拾
遺
』
別
鏘
)
。
『新
抄
』
が

「春
に
な
れ
ば
桜

の

花
が
見
事
に
色
よ
く
咲
て
、
桜
の
花
は
春
に
な
り
た
る
か
ひ
あ
る
こ
と
な
れ
ど
、

わ
が
身
は
う
き
物
思
ひ
の
あ
り
て
、
桜
の
花
の
や
う

に
花
や
ぐ
心
も
な
く
」
と

比
喩
的
に
捉
え
る
の
は
う
が
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

○
歎
き
ー

「な
げ
木
」

に
掛
け
る
。
『古
今
』
鯒
聯
㎜
、
本
集
で
は
他
に

一
五
例
あ
る
が
、
「木
」
に
掛

け
な
い
の
は
鵬
の
み
で
、
そ
の
方
が
む
し
ろ
珍
し

い
。

【訳
】
春
が
来
る
と
、
桜

の
花
は
い
っ
こ
う

に
咲
き
初
め
も
せ
ず
、
ど
う
し
て

「歎
き
」
と

い
う
木
ば
か
り
生

い
繁
る
の
か
し
ら
。

【評
】
第
三
句

「春
く
れ
ば
」
が
上
か
ら
続
く
の
か
下
に
係

っ
て
ゆ
く
の
か
判

然
と
し
な

い
。
三
句
で
切
る
と
順
接

「
ば
」
が
落
ち
着
か
な
く
な
る
た
め
、

一

応
二
句
で
切

っ
て
訳
し
た
が
、
実
質
的
に
は
、
「さ
く
ら
花
に
ほ
ふ
と
も
な
く

ー

春
く
れ
ば
ー
↓

な
ど
か
歎
き
の
し
げ
り
の
み
す
る
」
と
、
上
下
両
方
向
に

働
く
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
同
じ
く
桜
と

「な
げ
木
」
を
対
比
さ
せ
た
、

わ
が
や
ど
の
歎
き
は
は
る
も
し
ら
な
く
に
何
に
か
花
を
く
ら
べ
て
も
見
む

(春
下
93
)

と
同
様
に
、
春
に
な

っ
て
も
鬱

々
と
怡
し
ま
な
い
恋
の
歎
き
を
詠
ん
だ
歌
で
あ

る
。
『伊
勢
集
』
に

「春
物
思

ひ
け
る
に
」
の
詞
書
で
載
り
、
『六
帖
』
六
に
も

伊
勢

の
作
と
し
て
採
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
詞
書

の

「題
し
ら
ず

よ
み
人
も
」
の
書
式
は
底
本
の
全
体
を

律
す
る
も

の
な
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
こ
の
書
式
に
つ
い
て

(37)



は

『袋
草
子
』
が
、
「
或
人
ノ
云
、
古
今

ニ
ハ
題
不
知
読
人
不
知
、
後
撰

ニ
ハ
題

不
知
読
人
、
拾
遺

ニ
ハ
題
読
人
不
知

、
如
此
書
云

々
。
然
而
末
代
本
不
二
必
分

別
O
是
転

々
書
写
之
失
歟
」

(上
、
撰
集
故
事
)
と
、
「或
人
」

の
説
を
是
認
す

る
か
の
よ
う

な
口
吻
を
洩
ら
し
、
『
八
雲
御
抄
』
に
も

同
様

の
記
事
が
あ
る

(二
、
撰
集
)
が
、
天
福
本
奥
書
で
は

「世
間
久
云
伝
之
説
」
と
し
て
こ
れ
を

引
き
な
が
ら
も
、
「亡
夫
命
云
、
此
説
不
レ定
事
也
。
被
二
書
進
一院
之
本
皆
如
二
古

今
一被
書
。
今
見
二
此
本

一果
而
如
二
古
今
』
如
レ
此
事
只
後
人
之
所
レ称
歟
」
と
、

定
家
は
俊
成

の
見
解
を
承
け
、
ま
た
行
成
本
の
書
式
に
照
ら
し
た
上
で
、
そ
れ

を
後
人

の
憶
説
か
と
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
行
成
本
本
文

を
本
行
化
し
た
次
の
嘉
禎
本
で
は
通
常

の
書
式
に
復
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
天

福
本
の
時
点

で
は
清
輔

の
紹
介
す
る
説
に
強
く
規
制
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

従

っ
て
、
底
本
高
松
宮
本

で
は
以
下
全

て

「題
し
ら
ず

よ
み
人
も
」
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
内
三
四
箇
所
ま
で
行
成

本
朱
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
困
み
に
、

二
荒
山
本

・
片
仮
名
本

・
伝
慈
円
筆
本

で
は

「
題
読
人
不
知
」
が
比
較
的
多

い
。
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①

②

③

〈朱
〉

④

貞
観
御
時
、
ゆ
み
の
わ
ざ

つ
か
う
ま

つ
り
け
る
に

河
驗
担
大
臣

融

入
古
今

け
ふ
桜
し
つ
く
に
わ
が
身

い
ざ

ぬ
れ
む
か
ご
め
に
さ
そ
ふ
風
の
こ
ぬ
ま
に

【朱
注
】
む

【校
異
】
①
貞
観
ー
寛
平

(片
)

(但
、
「
貞
観
ト
モ
」
ノ
傍
注
ア
リ
)

②
ゆ

み
の
ー
ゆ
み
は
の

(久
堀
片
荒
)

③

つ
か
う
ま

つ
り
ー

つ
か
ま
つ
り

(雲
)

④
に
ー
ヒ
ョ
メ
ル

(片
)

⑤
院
ア
リ

(雲
)

⑥
左
大
臣
-
大
イ

マ
ウ
チ
君

(片
)
大
臣

(荒
)

【語
釈
】
○
貞
観
御
時
-
清
和
天
皇

の
御
代
。
本
集
12

「
寛
平
御
時
」
、
18

「延

喜
御
時
」
参
照
。

○
ゆ
み
の
わ
ざ
ー
平
安
朝
に
お
け
る
弓
の
儀
式
と
し
て

じ

ゃ
ら
い

は
、
正
月
十
七
日
に
宮
中
で
行
わ
れ
る

「射
礼
」
と
、
同
十
入
日
に
行
わ
れ
る

の
り
ゆ
み

「
賭
弓
」
が
著
名
。
こ
の
他
に
も
、
臨
時
に
行
わ
れ
る

「殿
上
賭
弓

」
が
あ
り
、

そ
の
様
子
は
、
『蜻
蛉
日
記
』
天
禄
元
年

(蜘
)
三
月
十
日
の
記
事
や
、
『源
氏

物
語
』
若
菜

の
巻
に
描
か
れ
て
い
る
。
季
節
か
ら
い
っ
て
、
こ
こ
は

「
殿
上
賭

弓
』
を
さ
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。

○

つ
か
う
ま

つ
り
け
る
ー
賭
弓
を
主
催

す
る
意
と
も
、
参
加

・
奉
仕
す
る
意
と
も
と
れ
る
が
、

【評
】
で
述

べ
る
よ
う

に
こ
こ
で
は
後
者
。

○
け
ふ
桜
1

『新
撰
和
歌
』
巻
第

一
で
は

「
さ
く
ら

花
」
と
あ
る
。
「け
ふ
桜
」
に
は
唐
突
な
観
も
あ
る
が
、
晴

の
場
で
の

一
回
的
営

為
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
臨
場
感
が
示
さ
れ
て
い
る
。

○
し
つ
く
1
波
の

雫
を
花
に
見
立
て
る
歌
は
あ
る
が
(「
か
ち
に
あ
た
る
波

の
雫
を
春
な
れ
ば
い
か

が
さ
き
散
る
花
と
見
ざ
ら
め
」
『古
今
』
物
名
蠍
)
、
花
を
雫
に
見
立
て
る
例
は

見
当
ら
ず
、
し
か
も

「
い
ざ
ぬ
れ
む
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
当
歌
で
は
文
字

通
り
、
桜
花
か
ら
落
ち
る
露
の
雫

の
こ
と
を

い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
因
み

に
、
梅
花
か
ら
落
ち
る
雫
に
鶯
が
濡
れ
る
歌
と
し
て
、
「心
か
ら
花
の
し
つ
く
に

そ
ぼ
ち

つ
つ
う
く
ひ
す
と
の
み
鳥

の
鳴
く
ら
む
」
(『古
今
』物
名
翊
)
が
あ
る
。

○

か

ご

め

に

さ

そ

ふ

ー

「
1

こ

め
」

は

、

「
l

」

も

ろ

と

も

、

の
意

で
、

本
集
に
「
ね
こ
め
」
(垣
越
し
に
散
り
来
る
花
を
見
る
よ
り
は
ね
こ
め
に
風
の
吹

き
も
こ
さ
な
む
L
春
下
85
)

の
例
が
あ
る
。
「
か
ご
め
」
は
、
香
を
こ
め
る
こ

と
、
香
も
ろ
と
も
、

の
意
。
風
が
、
香
り
も
ろ
と
も
に
、
落
花
を
促
す
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。

【訳
】

清
和
天
皇

の
御
代
、
弓
の
わ
ざ
を
仰
せ

つ
か
っ
た
と
き
に
、

今
日
は
こ
の
桜

の
花
の
雫
に
、
わ
が
身
は
濡
れ
て
し
ま
お
う
。
香
り
も

ろ
と
も
に
落
花
を
誘
う
風
が
吹
い
て
こ
な
い
う
ち
に
。

【評
】
橋
本
不
美
男
は
、
史
書
に
お
け
る
桜
の
季
節
の
弓
の
わ
ざ
の
記
録
を
検

討
し
、
当
歌
は
、
貞
観
六
年

(468
)
二
月
十
五
日
か
、
同
八
年
閏
三
月

一
日
の
、

清
和
天
皇

の
太
政
大
臣
良
房
の
染
殿

へ
の
行
幸

の
際

の
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る

(『王
朝
和
歌
史
の
研
究
』)
。
『三
代
実
録
』
に
よ
る
と
、
両
行
幸
で
は
観
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桜
を
し
、
天
皇
以
下
が
弓
を
射
、
遊

宴
を
催
し
て
、
文
人
に
詩
を
賦
さ
せ
て
お

り
、
当
歌
は
こ
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。

(橋
本
は
更
に
、
入
年

の
行
幸
の
際
、
「落
花
無
雪
」
の
題
で
賦
詩
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
、
当
歌
も
こ
の
行
幸
に
お

い
て
同
題
で
詠
ま
れ
た
可
能
性

を
示
し
て
い
る
が
、
当
歌
は
詩
題
と
は
必
ず
し
も
適
合
せ
ず
、
ま
た
句
題
和
歌

の
成
立
時
期
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
こ
ま
で
限
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し

か
ろ
う
)。

さ
て
、
『新
抄
』
は
、
「花

の
下
に
弓
を
射
な
が
ら
、
雫
を
い
ざ
ぬ
れ
ん
、
さ

や
う
に
ぬ
れ
な
ば
、
風
の
吹
て
花
は
散
た
り
と
も
、
香
は
衣
に
と
ま
る
べ
け
れ

ば
と
な
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、
桜
の
移
り
香
を
、
そ
れ
も
雫
を
介
し
て
衣
に
残

す
と
い
う

の
は

一
般
的
で
は
な

い
。
「け

ふ
桜
」
「
い
ざ
ぬ
れ
む
」
と
い
う
句
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
句
は
晴

の
場
を
意
識
し
て
風
流
を
き
ど
っ
た
、
ひ

と

つ
の
ポ
ー
ズ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

当
歌
が
、
染
殿
行
幸

の
際
の
も
の
で
あ
る

と
す
る
と
、
か
つ
て
文
徳
天
皇

の
観

桜
の
行
幸
も
あ
り
、
桜

の
名
所
と
し
て
著

名
で
あ

っ
た
染
殿
の
由
緒
あ
る
桜
を
賞
で
、
か
つ
そ
の
宴
に
加
わ

っ
て
弓

の
わ

ざ
を
仰
せ
つ
か

っ
た
栄
誉
を
歌

っ
た
も
の
と
し
て
当
歌
を
み
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
。
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①

②

③

(を
)

④

家
よ
り
と
ほ
き
所
に
ま
か
る
時
、
前
栽

の
さ
く
ら

の
花
に
ゆ
ひ
つ
け

榊

(り
)
け
る

延
喜
廿
二
年
右
大
臣
正
二
位

菅
原
右
大
臣

正
暦
四
年
五
月
贈
左
大
臣

正
一
位
十
一
月
贈
太
政
大
臣

⑥

さ
く
ら
花
ぬ
し
を
わ
す
れ
ぬ
物
な
ち
ば
ふ
き
こ
む
風
に
事
ず
て
は
せ
よ

【校
異
】
①
ま
か
る
時
ー
ま
か
る
時

に

(久
雲
堀
)
ま
か
り
け
る
に

(荒
)

②

前
栽

の
ー
ナ
シ

(荒
)

③
さ
く
ら
の
花
1
さ
く
ら

(中
堀
片
)

④
て
ア
リ

(久

堀
)

⑤
侍
り
ー
ナ
シ

(片
)

⑥

こ
む
ー
ク
ル

(片
荒
)

【語
釈
】
○
ぬ
し
1
主
人
。
こ
の
桜
の
所
有
者

で
あ
る
作
者
。

○
事
つ
て

1
伝
言
。
桜
に
対
し
て
、
花
が
咲
い
た
と
き
は
風
に
伝
え
託
し
て
、
た
よ
り
を

送

っ
て
く
れ
と
い
っ
て
い
る
。

【訳
】

家
か
ら
遠
い
所

へ
下
る
時
、
庭
前

の
桜
の
花
に
結
び

つ
け
ま
し
た
、

桜
花
よ
、
お
前
が
主
人
を
忘
れ
な
い
も

の
な
ら
、
吹

い
て
来
る
風
に
こ

と
つ
て
て
、
た
よ
り
を
よ
こ
せ
よ
。

【評
】
眼
前

の
桜
花
に
歌
い
か
け
な
が
ら
、
来
春
よ
り
の
風

の
た
よ
り
を
期
待

し
て
い
る
歌

で
、
離
京

の
つ
ら
さ
を
嘱
目
の
景
を
通
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

歌
の
趣
旨
は
、
広
く
人
口
に
膾
灸
し
て
い
る
、
次

の

一
首
と
通
ず
る
も
の
で
あ

.

る
。

流
さ
れ
侍
り
け
る
時
、
家

の
梅

の
花
を
見
侍
り
て

贈
太
政
大
臣

こ
ち
吹
か
ば
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
梅

の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
忘
る
な

(『拾
遺
』
雑
春
㎜
)

と
こ
ろ
で
、
道
真
が
地
方
に
転
出
し
た
の
は
、
仁
和
二
年

(688
)
正
月
十
六

日
に
讃
岐
寺
に
任
じ
ら
れ
下
向
し
た
時
と
、
昌
泰
四
年

(109
)
正
月
二
十
五
日

に
、
太
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
下
向
し
た
時
と
の
二
回
で
あ
る
。
左
遷
時

の
模
様

は
、
『拾
遺
』
歌
を
含
み
つ
つ

『大
鏡
』
に
詳
し
い
が
、
そ
こ
に
は
道
真

の
神
格

化
の
過
程
で
の
脚
色
も
想
定
さ
れ
、
必
ず
し
も
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
い
え

ま

い
。
当
歌
が
、
讃
岐
下
向
の
時

の
歌
か
、
左
遷
の
時
の
歌
か
を
決
め
る
決
定

的
な
根
拠
は
無
く
、
ま
た
讃
岐
守
在
任
中
に

一
時
帰
京
し
て
春
に
任
地
に
帰

っ

た
時

(仁
和
四
年
跚
)

の
歌
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
詞
書
に
も
左
遷
を
匂

わ
せ
る
要
素
が
な

い
こ
と
や
、
讃
岐
守
と
な

っ
て
下
向
し
た
と
き
、
道
真
は
、

来
春
は
都

の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
次
の
詩
を
残
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
考
え
、
当
歌
は

一
応
仁
和
二
年
の
讃
岐
下
向
時
の
歌
と
し
て
よ

い
の

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

相
国
東
閣
餞
席

(39)



為
レ
吏
為
レ儒
報
二国
家
一

百
身

独
立

一
恩
涯

欲
レ
辞
二
東
閣

一何
為
レ
恨

不
レ見
二
明
春
洛
下
花

一(『菅
家
文
草
』
巻
第
三
)

尚
、
『拾
遺
』歌
は
、
梅
と
桜
と
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
発
想
を
同
じ
く
し

て
お
り
、
当
歌
が
も
と
に
な

っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

よ
・つ
。
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伊
勢

春
の
心
を

①

②

(を
)

③

④

⑤

あ
を
や
ぎ
の
い
と
よ
り
は

へ
て
お
る
は
た
を
い
つ
れ
の
山
の
鶯
か
き
る

【校
異
】
①
よ
り
ー
を
り

(荒
)

②

は

へ
て
ー
か
け
て

(堀
片
)

③
は
た

を
ー
え
た
は

(雲
)
は
た
は

(荒
)

④
山
の
ー
ヤ
ト
ノ

(片
)
の

へ
の

(荒
)

⑤
か
ー

の

(堀
荒
)

【語
釈
】
○
春
の
心
を
1
題
詠
に
よ
る
和
歌
の
詠
作
が
定
着
し
た
時
期
以
降
で

は
、
歌

の
詞
書
の

「
…
…
の
心
は
」

は
、
情
趣
と
い
っ
た
意
味
で
な
く
、
題
そ

の
も
の
を

い
う

の
が
普
通
で
あ
る
が
、
本
集
の
詞
書
に
お
け
る

「心
」
に
は
、

「寛
平
御
時
、
花
の
色
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
い
ふ
心
を
よ
み
て
た
て
ま

つ
れ

と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
」

(春
中
73
)

の
よ
う

に
古
歌
題
を
思
わ
せ
る
も
の
や
、

「…
…
あ
す
か
河
の
心
を
い
ひ
つ
か
は
し
て
侍
け
れ
ば
」
(恋
六
魍
)
、
「
ふ
し
み

と
い
ふ
所
に
て
そ

の
心
を
こ
れ
か
れ
よ
み
け
る
に
」
(雑
三
㎜
)
な
ど
の
よ
う

に
、
土
地

の
も

っ
て
い
る
特
異
な
意
義

を

「心
」
で
い
い
表
わ
し
た
も
の
、
ま

た

「
同
じ
心
を
」

(爛
盥
㎜
)
の
よ
う

に
、
前
の
歌
と
の
内
容

の
類
同
を
述
べ
た

も
の
な
ど
、
様

々
な
使
わ
れ
方
が
な

さ
れ
て
い
る
。
当
歌
の
詠
作
事
情
は
わ
か

ら
な
い
が
、
詞
書

の

「春

の
心
を
」

に
見
ら
れ
る
意
識
は
、
春

の
情
趣

・
感
慨

と
い
う
も
の
よ
り
は
、
「春
」
そ
の
も

の
を
ひ
と

つ
の
対
象
と
し
、
主
題
化
し
て

詠
ん
だ
歌
、
と
い
う

の
に
近
か
ろ
う
。

こ
こ
で
は

一
応
、
「春
」
と
い
う

こ
と

を
、
と
訳
し
て
お
く
。

○
よ
り
は

へ
て
ー

「
縒
る
」
は
糸
な
ど
を
何
本
か

合
わ
せ
て

一
本
に
す
る
こ
と
。
「
は
ふ
」
は
伸
ば
し
張
る
こ
と
。

【訳
】

「春
」
と
い
う

こ
と
を
、

青
柳

の
糸
の
よ
う
な
葉
を
、
長
く
縒
り
合
わ
せ
て
織
る
布
を
、
ど
こ
の

山

の
鶯
が
着
る
の
だ
ろ
う
。

【評
】
青
柳
が
長
く
垂
れ
て
風
に
な
び
い
て
い
る
様
子
を
叙
し
、
そ
れ
を
布
を

織

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
立
て
、
鶯
を
擬
人
化
し
な
が
ら
結
び
つ
け
て
い
る
。

柳
条
は
し
ば
し
ば
糸
に
見
立
て
ら
れ
、
鶯
が
縒
り
縫
う
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る

が

(「青
柳
を
か
た
い
と
よ
り
て
鶯

の
ぬ
ふ
て
ふ
笠
は
梅
の
花
笠
」
『古
今
』
神

遊
歌
㎜
)
、
こ
こ
で
億

「
い
と
」
「よ
り
は
ふ
」
「
お
る
」
「
は
た
」
「き
る
」
が
縁

語
関
係
に
も
な

っ
て
い
る
。
典
型
的
な
春

の
状
景
を
、
技
巧
を
凝
ら
し
な
が
ら

観
念
的
に
構
築
し
た

一
首
と
い
え
よ
う
。
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①

花
の
ち
る
を
見
て

凡
河
内
躬
恒

②

③
(物
)

④

あ
ひ
お
も
は
で
う

つ
ろ
ふ
色
を
見
る
も

の
を
花
に
し
ら
れ
ぬ
な
が
め
す
る

(哉
)

か
な

【校
異
】
①
凡
河
内
躬
恒
ー
み
つ
ね

(中
久
片
荒
)

②
色
を
1
色
と

(中
久

荒
)
物
と

(堀
)

③
も
の
を
1
花
を

(堀
)

④
花
に
ー
春
に

(堀
)

【語
釈
】
○
あ
ひ
お
も
は
で
ー

「
あ
ひ
お
も
ふ
」
は
お
互

い
に
思

い
合
う

こ
と
。

「あ
ひ
お
も
は
ず
」
は
所
謂

「
片
思

い
」
で
、
自
分
を
思

っ
て
く
れ
な

い
人
を

一
方
的
に
恋
い
慕
う

こ
と
を
い
う
。
男
女
関
係
で
使
わ
れ
、
「
相
思
は
ず
あ
る
ら

む
児
ゆ
ゑ
玉
の
緒

の
長
き
春
日
を
思
ひ
暮
ら
さ
む
」
(『万
葉
』
巻
十
㎜
)
な
ど
、

『万
葉
』

の
相
聞
歌
に
頻
出
す
る
語
句

で
あ
る
。
当
歌
で
は
、
花
を
擬
人
化
し

て

「
お
も
ひ
」
の
相
手
に
し
て
い
る
。

○
う

つ
ろ
ふ
色
1

「う

つ
ろ
ふ
」

(40)



は
、
盛
り
の
時
が
過
ぎ
衰
弱
に
む
か
う
こ
と
で
、
花
や
葉
が
変
色
し
、
更
に
散

る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
人

の
心
が
他
人

へ
移

っ
て
い
く

こ
と
も
い
い
、
「
花
の

木
も

い
ま
は
堀
り
植
ゑ
じ
春
た
て
ば
う

つ
ろ
ふ
色

に
人
な
ら
ひ
け
り
」
(『古
今
』

春
下
92
)

の
よ
う
に
、
花
や
葉
の

「う

つ
ろ
ひ
」
が
人
事

の

「う

つ
ろ
ひ
」
と

重
ね
合
さ
れ
る
こ
と
も
多

い
。

○
も
の
を
1
詠
嘆
的
に
休
止
さ
せ
な
が
ら
、

上
下
を
接
続
さ
せ
る
助
詞
で
、
順
接

に
も
逆
接
に
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合

は
上
句
と
下
句
と
の
意
味
上
の
関
係

か
ら
順
接
。

○
な
が
め
ー
ぼ
ん
や
り

と
見
る
こ
と
だ
が
、
「花

の
色
は
移
り

に
け
り
な

い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る

な
が
め
せ
し
間
に
」
(『古
今
』
春
下

m
)

の
よ
う
に
、
単

に
見
る
と
い
う
よ
り
、

そ
こ
に
は
時
間
的
経
過
と
憂
愁

の
情

が
こ
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
も
の
思
い

に
沈
ん
だ
状
態
に
つ
い
て
も

い
う
。

【訳
】

花
が
散
る
の
を
見
て
、

気
を
揉
ん
で
い
る
私
に
は
無

頓
着
で
散

っ
て
い
く
花
を
見
る
に
つ
け
て

も
、
花
に
は
知
ら
れ
る
こ
と

の
な

い
思

い
に
沈
ん
で
、
ぼ
う

っ
と
見
続

け
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

【評
】
花

の
う

つ
ろ
い
と
、
人
の
心

の
う

つ
ろ
い
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
和

歌
の
常
套
的
な
手
法
だ
が
、
こ
の
歌

で
思
い
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
の
は
あ
く

ま
で
も
花
そ
の
も
の
で
あ
り
、
現
実

の
場
に
即
し
た
人
事

へ
の
転
換
は
見
ら
れ

な
い
。
花
を
賞

で
、
落
花
を
悲
し
む
心

の
有
様
を
、
「あ
ひ
お
も
は
で
」
「花
に

知
ら
れ
ぬ
」
と
花
を
擬
人
化
し
、
そ

れ
に
対
す
る
偲
ぶ
恋

の
恋
愛
関
係
を
仮
構

す
る
こ
と
で
示
そ
う

と
し
た

一
首
で
、
花
に
寄
せ
る
作
者

の
心

の
動
き
が
よ
く

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
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帰

(
・
)

か

へ
る
か
り
を
き
き
て

よ
み
人
し
ら
ず

(る
)
雁
雲
施
多

ど
ふ
声
す
な
り
霞
ふ
き
と
け
こ
の
め
は
る
風

【校
異
】
①
ま
ど
ふ
ー
ま
よ
ふ

(中
)
ま
か
ふ

(久
)

※
詞
書

・
歌
欠

(荒
)

【語
釈
】
○
か

へ
る
か
り
1
秋
に
渡

っ
て
来
た
雁
が
、
春

に
な

っ
て
北
方

へ
帰

っ
て
行
く
こ
と
を
い
う
。
漢
語

の

「帰
雁
」
を
和
語
化
し
た
も
の
。

【評
】
参

照
。

○
雲
ぢ
ー
雲
路
。
鳥
、
月
、
星
な
ど
が
通
る
と
さ
れ
る
、
空
や
雲
中

の
道
。

○
ま
ど
ふ
ー

『新
抄
』
に
、
「雁

の
声
の
お
く
れ
さ
き
だ
ち
て
聞
ゆ

る
を
、
雲
路
に
迷
ふ
と
思
ひ
よ
せ
た
る
な
り
」
と
あ
る
。
作
者

が
、
多
数
の
雁

の
乱
れ
飛
ん
で
い
る
情
景
を
思

い
描
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

雲
の
中
か
ら
声
だ
け
が
聞

こ
え
て
く
る
雁
を
、
行
方
を
見
失

っ
て
行
き
迷

っ
て

い
る
も

の
と
し
て
捉
え
て
、
「
ま
ど
ふ
」
と
い
う
語
で
言
い
表
し
た
。

○
こ

の
め
は
る
風
1

「
こ
の
め
」
は

「
木
の
芽
」
。
春
に
な

っ
て
木
が
芽
ぶ
く
こ
と
を

「張
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
同
音

の

「春
」
を
導
く
。
「
こ
の
め
」
は

「春
風
」

に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
木
の
芽
を
張
ら
せ
る
そ
の

春
風
の
意
味
が
含
み
も
た
さ
れ
て
い
る
。
『古
今
』
の

「霞
た
ち
こ
の
め
も
春
の

雪
降
れ
ば
花
な
き
さ
と
も
花
ぞ
ち
り
け
る
」

(春
上
9
)
の

一
二
句
は
、
序
詞
と

し
て

「春
」
が
導
か
れ
て
い
る
が
、
当
歌

の

「
こ
の
め
は
る
風
」
も

こ
れ
と
近

似
し
た
機
能
を
も

つ
。

【訳
】

春
に
な

っ
て
北
に
帰
る
雁
が
鳴

い
て
い
る
の
を
聞
い
て
、

北

へ
帰
る
雁
が
、
空
で
行
き
迷

っ
て
い
る
声
が
す
る
。
霞
を
吹
き
解

い

て
く
れ
、
春
風
よ
。

【評
】
雁
は
、
秋
に
渡

っ
て
来
、
春
に
北
方

へ
帰
る
わ
け
だ
が
、
「帰
雁
」
が
景

物
素
材
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
く
過
程
に
は
、
中
国
詩
文
よ
り

の
影
響
が
想
定
さ

れ
る
。
『万
葉
集
』
に
お
い
て
雁
は
多
く
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
「帰
雁
」
と
し
て

意
識
さ
れ
た
も
の
は
、
家
持

の

「帰
雁
を
み
る
二
首
」

の

「燕
来
る
時
に
な
り

ぬ
と
雁
が
ね
は
国
偲
ひ
つ
つ
雲
隠
り
鳴
く
」
(巻
十
九
颯
)
・
「春
ま
け
て
か
く
帰

る
と
も
秋
風
に
も
み
た
む
山
を
越
え
ざ
ら
め
や
も
」

(同
価
)
な
ど
わ
ず
か
で
あ

る
。
家
持
の
よ
う
に
漢
籍
に
通
じ
て
い
た
作
者
を
通
し
て
、
「
帰
雁
」
が
和
歌
の

(41)



素
材
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
始
め
た
と

い
え
る
。
平
安
朝
に
な

っ
て
、
「帰
雁
」

は
詩
の
分
野
に
お
い
て
盛
ん
に
う
た
わ
れ
る

(「烟
霞
欲
レ
曙
難
潮
落

帰
雁
群

鳴
起
廻
レ汀
」
『凌
雲
集
』
「奉
レ
和
二
江
亭
晩
興

一呈
二
左
神
栄
清
藤
将
軍

匸
淳
和

天
皇

・
「帰
雁
欲
下
辞
二
汀
洲
一去
上
飢
猿
暁
動
二
羇
旅
情

一」
『経
国
集
』巻
第

一
「春

江
賦
」
嵯
峨
天
皇
)。

こ
れ
ら
漢
詩
文

の
影
響
を
受
け
、
「帰
雁
」
は

「
か
へ
る

か
り
」
と
し
て
歌
語
化
さ
れ
、
春
の
詠

物
と
し
て

「霞
」
な
ど
と
の
組
み
合
わ

せ
で
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

春
霞
立
つ
を
見
す
て
て
ゆ
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら

へ
る

(『古
今
』
春
上
31
)

春
霞
立
ち
て
雲
路
に
鳴
き
帰
る
雁

の
た
む
け
と
花
の
散
る
か
も

(『新
撰
万
葉
』
上
春
)

ま
た

『躬
恒
集
』
に
は
、
当
歌
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
次
の

一
首
も
あ
る
。

か

へ
る
雁
雲
ゐ
に
わ
た
る
こ
ゑ
す

な
り
霞
吹
き
と
け
春

の
夜

の
風

①

(
・
)

②

③

朱

雀

院

の

さ

く

ら

の

お
も

し

ろ

き

こ

と

と

、

延

光

朝

臣

の

か

た
り

侍

⑥

⑦

④

〈朱
>
1

⑤

(り

)

け

れ

ば

、

見

る

よ

し

も

あ

ら

ま

し

も

の
を

な

ど

む

か
し

を
思

(
・
)

(
ひ
)

い
で

て

大
将
御
息
所

講
難

驍
鞣

弟

〈
朱
>
2
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さ
き
さ
か
ず
我
に
な
告
げ
そ
桜
花
人
づ
て
に
や
は
聞
か
む
と
思

(ひ
)
し

【朱
注
】
1
や
う

2
三
条
右
大
臣
女
ト
ァ
リ

【校
異
】
①

こ
と
と
ー

コ
ト

(片
)

②
延
光
朝
臣
の
1
延
光
朝
臣

(久
)
ま

さ
み
つ
の
朝
臣

(堀
)

③
か
た
り
侍
り
け
れ
ば
ー
か
た
り
け
れ
ば

(雲
片
)

か
た
り
は

へ
り
け
る
を

(荒
)

④
見

る
よ
し
も
ー
み
る
や
う

に
も

(堀
)

⑤

あ
ら
ま
し
も
の
を
ー
あ
ら
さ
し
を

(久
)

⑥
な
ど
ー
ナ
シ

(片
)

⑦
む
か

し
を
ー
ナ
シ

(片
)

【語
釈
】
○
朱
雀
院
-
代
々
の
上
皇

の
居
院
で
あ
る
が
、
醍
醐
天
皇
も
後
院
に

使
用
し
た
。
38

【評
】
参
照
。

○
見
る
よ
し
も
あ
ら
ま
し
も
の
を
1
見
る

こ
と
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
に
。
「よ
し
」
は
方
法

・
手
が
か
り
。
「ま
し
」
は
反
実

仮
想
で
あ
り
、
作
者
が
、
現
在
朱
雀
院
の
桜
を
自
身
で
見
る
こ
と
の
出
来
な
い

状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朱
雀
院
は
累
代

の
居
院
で
あ
る
か
ら
、
作
者
大

将
御
息
所
の
仕
え
た
天
皇
が
そ
こ
に
い
れ
ば
、
朱
雀
院
の
桜
を
見
る
こ
と
は
出

来
る
わ
け
で
あ
る
。
従

っ
て
、
現
在
は
、
す
で
に
天
皇
が
薨
去
し
た
後
と
考
え

ら
れ
、
こ
の
言
葉
に
は
、
天
皇
が
生
き
て
お
ら
れ
れ
ば
、

の
意
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
心
中
心
理
が
詞
書
中
に
入
る
の
は
珍
し
い
。

【
訳
】

朱
雀
院
の
桜
が
見
ご
ろ
で
す
よ
と
、
延
光
朝
臣
が
話
し
ま
し
た
の

で
、
「
(昔
の
ま
ま
な
ら
)
見
る
こ
と
も
出
来
た
だ
ろ
う
に
」
な
ど

と
昔
を
思
い
出
し
て
、

咲
い
た
と
か
ま
だ
咲
か
な
い
と
か
私
に
知
ら
せ
な

い
で
下
さ
い
。
朱
雀

院
の
桜

の
こ
と
を
、
人
づ
て
に
聞
こ
う
と
は
思

っ
た
で
し
ょ
う
か

(思

い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
)
。

【評
】
朱
雀
院

の
桜
を
人
づ
て
に
聞
い
た
事
に
よ
り
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
の
出

来
た
昔
を
懐
古
し
、
ひ
い
て
は
、
亡
き
天
皇

へ
の
追
懐

の
情
を
う
た

っ
た
歌
で

あ
る
。・

さ
て
、
作
者

「大
将
御
息
所
」

に
つ
い
て
は
、

ω

朱
雀
帝
女
御
慶
子

(『勅
撰
作
者
部
類
』
)

②

醍
醐
帝
女
御
和
香
子

(定
国
女
。
『尊
卑
分
脈
』
に
よ
り

「大
将
御
息
所
」

と
号
し
た
層こ
と
が
わ
か
る
。)

㈹

醍
醐
帝
女
御
能
子

(当
歌
勘
物
)

の
三
人
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
詞
書
か
ら
、
延
光
が
朱
雀

院
に
出
入
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
当
歌
の
詠
作
時
点
で
朱
雀
院
に
い
た

の
は
朱
雀
上
皇
と
考
え
ら
れ
る

(延
光
は
、
朱
雀
天
皇

の
近
臣
で
あ

っ
た
。
5

(42)



【評
】
参
照
)
。
そ
こ
で

「大
将
御
息
所
」
は
朱
雀
上
皇

の
妃
で
は
な
く
、
醍
醐

天
皇
妃
で
あ

っ
た
人
と
推
定
で
き
よ
う
。
従

っ
て
、
ω
は
当
た
ら
な

い
。

次
に
②
で
あ
る
が
、
和
香
子
は
延
長
二
年

(529
)
十
二
月
十
日
入
内

(『貞
信

公
記
抄
』。
『
一
代
要
記
』
は

「
延
喜
三
年
」
と
す
る
が
、
「延
長
」
の
誤
り
で
あ

ろ
う
。
)
、
承
平
五
年

(539
)
十

一
月
卒

(『尊
卑
分
脈
』
『
一
代
要
記
』
)。
し
か

し
、
延
光
の
昇
殿
は
天
慶
五
年

(249
)
で
あ
り

(『公
卿
補
任
』
、
延
光
は
和
香

子
卒
の
承
平
五
年
に
は
九
歳
で
あ
る
か
ら
、
延
光
と
贈
答
し
た
当
歌
の

「
大
将

御
息
所
」
は
和
香
子
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
)

最
後
に
㈹
の
能
子
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
能
子
は
、
延
喜
十
三
年

(319
)
十

月
入
日
、
更
衣
か
ら
女
御

に
な

っ
て
お
り

(『日
本
紀
略
』

『
一
代
要
記
』
)、
定

方
女
で

(『
一
代
要
記
』
)
、
後
に
左
大
臣
実
頼
室
と
な
り
、
康
保
元
年

(脳
)
四

月
十

一
日
卒
し
て
い
る

(『
日
本
紀
略
』
)。
し
か
し
、
能
子
が

「大
将
御
息
所
」

と
号
し
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な

い
。

と
こ
ろ
で
、
68
の
詞
書

「衛
門
の
御
息
所
」
に

つ
い
て
は
、
日
大
本
は
、
「能

子
同
人
云
々
父
右
衛
門
督
之
時
為
更
衣
」
と
い
う
独
自

の
勘
物
を
持

つ
。
定
方

は
、
延
喜
十
三
年
四
月
に
左
衛
門
督

に
な

っ
て
い
る

(『公
卿
補
任
』
)
の
で
、

「左
」
「右
」
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
両
勘
物
は
矛
盾
し
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う

に
、
能
子
に

つ
い
て
は
、

「大
将
御
息
所
」
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に

否
定
す
る
根
拠
は
な
い
。

尚
、
能
子
は
仁
善
子
と
よ
く
混
同
さ
れ
た
ら
し
い
。
仁
善
子
に
つ
い
て
も
康

保
元
年
四
月
某
日
条
に
、
「前
女
御
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
仁
善
子
卒
、
醍
醐
先
帝

女
御
左
大
臣
室
」
と
あ
る
が
、
仁
善
子
は
、
『本
朝
世
紀
』
天
慶
八
年

(嬲
)
十

二
月
十
九
日
条
に
卒
と
あ
り
、
又
続

い
て

「仁
善
子
者
、
故
贈
太
政
大
臣
第

一

女
、
先

々
坊
御
息
所
、
王
女
御
母
也
」

と
あ
る
。
時
平
女
、
保
明
親
王
御
息
所

で
あ

っ
て
、
能
子
と
は
別
入
で
あ
る
。

62

①

②

〈朱
>
-

題

し

ら

ず

よ

み

人

も

万

③

④
〈朱
>
2

春

く

れ

ば

木

が
く

れ
多

き

ゆ

ふ

つ

く

夜

お

ぼ

つ
か

な

し

も

花

か

げ

に
し

て

【朱
注
】
1
し
ら
す

2
の
か
け
に
て

【校
異
】
①
題
し
ら
ず
ー
題
読
人
不
知

(片
)

②
よ
み
人
も
ー
よ
み
人
し
ら

す

(中
雲
堀
荒
)
ナ
シ

(片
)

③
お
ぼ
つ
か
な
し
も
ー
お
ほ

つ
か
な
し
や

(久

堀
片
荒
)

④
花
か
げ
に
し
て
ー
花
の
か
け
に
て

(久
堀
)
ヤ
マ
カ
ケ

ニ
シ
テ

(片
)

【語
尺
】
○
木
が
く
れ
多
き
ゆ
ふ
つ
く
夜
1

「
か
く
る
」
は
、
「
か
く
れ
る
」
意

だ
が
、
「
吹
く
風
と
谷

の
水
と
し
な
か
り
せ
ば
み
山
が
く
れ
の
花
を
見
ま
し
や
」

(『古
今
』
春
下
蝿
)
・
「や
み
が
く
れ
岩
間
を
分
け
て
行
く
み
つ
の
こ
ゑ
さ

へ
花

の
香
に
そ
し
み
ぬ
る
」
(紀
師
匠
曲
水
宴
)
の
よ
う
に
、
「
～
が
く
れ
」
と
し
て
、

「
～
に
よ

っ
て
遮
ら
れ
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
木
に
よ

っ
て
遮
ら
れ
て
い

る
状
態
・部
分

(「嘆
き
の
み
し
げ
き
み
山
の
郭
公
木
が
く
れ
ゐ
て
も
音
を

の
み

ぞ
鳴
く
」
『大
和
』
六
十
五
段
)
。
従

っ
て
、
木
に
よ

っ
て
見
え
な
い
部
分

の
多

い
夕
方

の
月
。

○
お
ぼ
つ
か
な
し
も
ー

「
お
ぼ

つ
か
な
し
」
は
、
心
も
と

な
い
・不
安
そ
う
だ
の
意

(「を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か

な
く
も
呼
子
鳥
か
な
」
『古
今
』
春
上
29
)
と
、
は

っ
き
り
し
な
い
・
ぼ
ん
や
り

し
て
い
る
の
意

(「秋
霧

の
た
ち
ぬ
る
時
は
く
ら
ぶ
山
お
ぼ

つ
か
な
く
そ
見
え
わ

た
り
け
る
」
本
集
秋
中
跚
)
が
あ
る
が
、

こ
こ
は
後
者
。
薄
暗

い
月
光
で
あ
る

こ
と
を
言

っ
た
も
の
(「夕
月
夜
お
ぼ
つ
か
な
き
を
玉
く
し
げ
ふ
た
み
の
浦
を
あ

け
て
こ
そ
見
め
」
『古
今
』
羇
旅
輒
)

で
あ
る
。
「も
」
は
終
助
詞
。

○
花

か
げ
に
し
て
ー
「花
か
げ
」
は
花
の
咲
い
て
い
る
木
の
下
陰
。
「
に
し
て
」
は
「
～
に

居
て
」
と
、
場
所
を
示
す
。

【訳
】
春
に
は
、
繁

っ
た
葉
に
か
く
さ
れ
が
ち
な
夕
方
の
月
は
、
光
が
十
分
に

と
ど
か
な

い
こ
と
だ
。
花
の
咲
い
て
い
る
木
の
下
に
い
る
と
。

思 δ丿



【
評

】

『
万

葉

』

巻

十

跖

に
、

き

こ
の
く
れ

春
さ
れ
ば
木
の
木
暗
の
夕
月
夜

お
ぼ
つ
か
な
し
も
山
陰
に
し
て

一
に
云
春
さ
れ
ば
木
暗
多
み
夕
月
夜

と
あ
る
歌
。
花
の
下
で
、
春
の
花
を
賞
美
し
よ
う
と
す
る
の
に
、
木
が
く
れ
が

多

い
た
め
に
月
光
が
薄
暗
く
、
十
分

に
賞
美
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
物

足
り
な
さ
が
、
「
お
ぼ

つ
か
な
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

歌
詞
は
明
ら
か
に

『万
葉
』
㎜
の
左
注
に
挙
げ
る

一
本
の
系
統
を
引
く
も
の

で
、
「
木
が
く
れ
多
き
」
と

い
う
熟
さ
な
い
語
法
も
、
伝
承
過
程
で
の

「木
暗
」

の
訛
伝
も
し
く
は
誤
訓
に
よ

っ
て
生

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

63

立

(ち

)

①

渡
る
霞
の
み
か
は
山
高
み
見
ゆ
る
桜

の
色
も
ひ
と
つ
を

【校
異
】
①
ひ
と

つ
を
ー
ひ
と

へ
を

(久
)

【語
釈
】
○
霞
の
み
か
は
1
白
く
見
え
る
の
は
、
霞
だ
け
だ
ろ
う
か
、
い
や
そ

う
で
は
な
い
。

○
桜
の
色
も
ひ
と

つ
を
ー
桜
の
花

の
色
と
、
霞

の
色
が
同

じ
に
見
え
る
よ
。
「
ひ
と
つ
」
は
、
不

可
分
な
状
態

(「月
か
げ
も
花
も
ひ
と

つ

お
お
そ
ら

に
見
ゆ
る
夜
は
大
虚
を
さ

へ
祈
ら
む

と
そ
す

る
」
『古
今
』
元
永
本
春
下

鵬

次
)
、
も
し
く
は
、
同

一
の
も
の

(「
緑
な
る
ひ
と

つ
草
と
そ
春
は
見
し
秋
は
い

ろ

い
ろ
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
」
『古
今
』
秋
上
躅
)
。
「を
」
は
間
投
助
詞
。

【訳
】

(白
く
見
え
て
い
る
の
は
)

一
面
に
か
か

っ
て
い
る
霞
だ
け
だ
ろ
う
か

(
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
)
。
山
が
高
い
の
で
目
に
入
る
桜

の
色
も

霞
と
区
別
出
来
な
い
の
で
あ
る
よ
。

【評
】
遠
景
の
、
山
に
か
か
る
霞
と
、
山
に
咲
い
て
い
る
桜
花
と
の
色
の
融
合

し
た
状
況
を
よ
ん
だ
も
の
。
桜
花
と
霞
の
取
り
合
わ
せ
は
普
通
、

山
桜
わ
が
見
に
く
れ
ば
春
霞
峰

に
も
尾
に
も
立
ち
か
く
し
つ
つ

(『古
今
』
春
上
51
)

春
霞
な
に
か
く
す
ら
む
桜
花
ち
る
ま
を
だ
に
も
見
る
べ
き
も
の
を

(同
春
上
79
)

の
よ
う

に
、
桜
を
隠
す
霞
を
恨
む
の
が
常
套
的
で
あ
る
。
当
歌
は
、
霞
と
桜
の

不
可
分
な
状
況
に
興
を
覚
え
た
も

の
で
、
そ
の
点
が
特
色
と
言
え
よ
う
。

尚
、

【語
釈
】
に
あ
げ
た

『古
今
』

(春
下
鵬
次
)
の
歌
は
、
月
光
と
桜
花
の

色
の
融
合
を
う

た
っ
て
お
り
、
当
歌
と
趣
向
が
類
似
し
て
い
る
。

64

①

(哉
)

②

お
ほ
ぞ
ら
に
お
ほ
ふ
ば
か
り

の
袖
も
が
な
春
さ
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ

【校
異
】
①
袖
も
が
な
1
袖
も
み
な

(久
)

②
さ
く
ー
チ

ル

(片
荒
)

【語
釈
】
○
お
ほ
ぞ
ら
に
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
1
大
空
に
花
を
お
お
い

か
く
す
ほ
ど
の
袖
が
あ
れ
ば
な
あ
。
「春
さ
く
花
」、
即
ち
春

の
花
全
て
を
守
る

た
め
に

「
お
ほ
ぞ
ら
に
」
と
よ
ん
だ
も

の
。
壮
大
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

『白
氏
文
集
』
巻
二
十
入

「新
製

二
綾
襖

一成
、
感
而
有
レ
詠
」
の
、
「争
得
二
大
裘

長
万
文

一

与
レ
君
都
蓋
二
落
陽
城
一」
の
句

に
よ
る
か

(金
子
彦
二
郎

『平
安
時

代
文
学
と
白
氏
文
集
ー
句
題
和
歌

・
千
載
佳
句
研
究
編
』)
。

○
風
に
ま
か

せ
じ
ー

「ま
か
す
」
は
、
そ
の
も
の
の
思

い
通
り
に
さ
せ
る
こ
と

(「別
れ
を
ば

山

の
桜
に
ま
か
せ
て
む
と
め
む
と
め
じ
は
花

の
ま
に
ま

に
」
『古
今
』
離
別

跚
)。
従

っ
て
、
風
が
ち
ら
す
の
に
ま
か
せ
る
の
意

(「
い
ま
よ
り
は
風
に
ま
か

せ
む
桜
花
散
る
こ
の
も
と
に
君
と
ま
り
け
り
」
本
集
春
下
鵬
)
。

【訳
】
大
空

い
っ
ぱ
い
に
花
を
お
お

い
か
く
す
ほ
ど
の
袖
が
あ
れ
ば
よ
い
の
に

な
あ
。
そ
う
す
れ
ば
、
春
に
咲
く
花
を
風
の
思

い
通
り
に
さ
せ
は
し
な

い
の
に
。

【評
】
本
歌
は
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
に
見
え
、
『新
撰
万
葉
集
』
(下
)
に
も

所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
「題
し
ら
ず
」
中
の

一
首
と
さ
れ
て

(44)



い
る
。
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
か
ら
本
集
に
入
集
し
て
い
る
歌
は

一
入
首

(64
皿

鵬
蹣
跚
跚
跏
鵬
跚
躅
蜥
鰯
鰯
姫
鰯
姫
魏
嬲
)
で
あ
る
が
、
う
ち
歌
合

の
歌
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
に
二
首

(躙
「寛
平
御
時
后
宮
の
歌
合
に

よ

み
人
し
ら
ず
」
・
跚

「寛
平
御
時
、

き
さ
い
の
宮

の
歌
合
に

在
原
棟
梁
」
)
の

み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
歌
が

一
二
首
と
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、

『古
今
』
が
、
后
宮
歌
合
証
本
に
あ
る
歌
五

四
首
も
全
て
歌
合

の
歌
と
し
て
明
記
す
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

『後
撰
』
の
現
象
を
、
杉
谷
寿
郎
は
他
資
料
に
よ
る
入
集

の
結
果
と
し
、
『後
撰
』

の

「
晴
の
歌
と
い
っ
て
よ

い
歌
合
歌

に
関
心
を
示
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
む

し
ろ
背
を
向
け
て
い
る
」
姿
勢
と
と
ら
え
て
い
る

(『鑑
賞
』
)。

一
首
は
、
春

の
花
が
散
る
の
を
惜
し
ん
だ
も
の
。
そ
の
意
味
で
は
あ
り
ふ
れ

た
も
の
で
は
あ
る
が
、
「お
ほ
ぞ
ら

に
に
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
」
と

い
う
誇
調
表
現

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
風
を
さ
え
ぎ
る

と
い
う
発
想
は
、

一
種
独
特

の
も
の
で
あ

る
。

65

刺
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
ρ
う

に
・
岬

に
つ
か
は
し
け
る

な
げ
き
さ

へ
春
を
し
る
こ
そ
わ

び
し
け
れ
も
ゆ
と
は
人
に
見
え
ぬ
も
の
か

ら

が
異
な

っ
て
く
る
。
順
接
と
す
る
な
ら
ば
、
「も
ゆ
と
は
人
に
見
え
ぬ
も

の
か
ら
」

↓

「な
げ
き
さ

へ
春
を
し
る
こ
そ
わ
び
し
け
れ
」
と
な
り
、
下
句
が
上
句
の
原

因
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
相
手
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
な

い
こ
と
が
つ

ら
い
意
に
な
る
。
一
方
逆
接
と
す
る
な
ら
ば
、
「も
ゆ
と
は
人
に
見
え
ぬ
も
の
か

ら
↓
な
げ
き
さ

へ
春
を
し
る
」
↓

「
こ
そ
わ
び
し
け
れ
」
と
な
り
、
わ
か

っ
て

も
ら
え
な

い
の
に
歎
き
と
い
う
木
が
芽
ぶ
く
の
が
い
や
だ
の
意
と
な
る
。
以
上

両
意
が
考
え
ら
れ
る
が
、
順
接
と
す
る
場
合
は
、
歎
き
が
春
を
知
る
こ
と
と
、

「人
に
見
え
ぬ
」
こ
と
と
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
逆
接
と

解
し
て
お
く
。

【訳
】

三
月
初
旬
に
、
女
に
送

っ
た
、

歎
き
と
い
う
木
ま
で
も
が
、
春
を
知
る
の
は
や
り
き
れ
な
い
こ
と
で
す
。

こ
の
木
が
芽
ぶ
い
て
い
る
と
は
あ
な
た
に
は
見
え
な

い
の
に

(私

の
思

い
が
も
え
て
い
る
の
を
、
あ
な
た
は
御
存
知
な
い
の
に
、
歎
き
が
ま
さ

っ
て
し
ま
う

の
は
や
り
き
れ
ま
せ
ん
)
。

【評
】
春
に
、
木
々
が
芽
ぶ
く
と
い
う
自
然
の
状
況
に
託
し
て
、
歎
き
の
思

い

を
女
に
訴
え
た
歌
。
「な
げ
き
」
「も
ゆ
」
は
縁
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
掛
詞
で
あ

る
。
『能
宣
集
』

の
、

な
げ
き
に
は
春
知
ら
せ
じ
と
思

ひ
し
を
人
の
つ
ら
き
に
も
え
に
け
る
か
な

は
、
当
歌
と
修
辞

・
内
容
が
類
似
し
て
い
る
。
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【
校

異

】

①

や

よ

ひ
1

二

月

(堀

)

②

こ
ろ

に
ー

こ
ろ

(中

片

荒

)
よ

り

(堀

)

③

女

に
1

女

の
も

と

に

(雲

堀

)

女

ノ

カ

り

(片

)

【
語

釈

】

○

な

げ

き

さ

へ
ー

「
歎

き

」
の
「
き

」
に

「
木

」
を

掛

け

る
。

55

【
語

釈

】

参

照

。

「
さ

へ
」

は

添

加

の
意

。

普

通

の
木

々
だ

け

で
な

く

、

「
歎

き

」

と

い
う

木

ま

で
も

。

○

も

ゆ

i

木

が

「
萌

ゆ

」

と

、

歎

き

の
思

い
が

「
燃

ゆ

」

を

掛

け

る
。

(「
と

き

わ

か

ぬ

松

の

み

ど
り

も

限

り

な

き

お

も

ひ

に

は

な

ほ

色

や

も

ゆ

ら

む
」
恋

四

躅
)
。

○

も

の

か
ら

1

順

接

か
逆

接

か

に
よ

り

一
首

の
趣

向
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①

(
・
)

轢
蠹
罅
諦
器
恟幾
鎚
騒

霧
尉易
腰
禍

ば

⑦

⑧

は
春

の
さ
が
な
れ
ば
お
ほ
か
た
に
こ
そ
あ
は
れ
と
も

も
え
渡
る
歎

(き
)

見
れ



【
校

異

】

①

き

え

も

せ

で
ー

き

え

な

く

て

(荒

)

②

ら

む
ー

カ

ナ

(
片

)

③

古

歌

1
う

た

(久

)

④

心

ば

へ
を

1

心

を

(中

久

堀

)

⑤

女

に
ー

女

ノ

カ

リ

(片

)

⑥

い
ひ

つ
か

は

し

た

り

け

れ

ば
ー

い

ひ

つ
か

は

し

け

れ

は

(久

堀

)

の

た
う

ひ

つ
か

は

せ

り

け

れ

は

(
荒
)

⑦

も

え

渡

る

ー

も

へ
ま

さ

る

(
堀

久

荒

)

⑧

と

も

見

れ

ー

と

も

み

め

(
堀

荒

)

ト

ハ
ミ

メ

(片

)

【
語

釈

】

○

思

ひ

ー

「
思

ひ

」

の

「
ひ
」

に

「
火
」

を

掛

け

る
。

○

な

け

き

の
め

ー

「
歎

き
」

の

「
き

」

に

「
木

」

を

掛

け

、

「
木

の
芽

」

と
続

け

た

。

歎

き

と

い
う

木

の
芽

。

○

も

や

す

ら

む

ー

「
も

ゆ

」

に

「
萌

ゆ

」

「
燃

ゆ

」
を

掛

け

る

。

「
ら

む
」

は

原

因

推

量

の
助

動

詞

。

ま

た

、

以

上

の

「
ひ
」

「
き

え

」

「
な

げ

き

」

「
も

や

す

」

は

縁

語

。

○

心

ば

へ
1

趣

意

・
趣

向

。

「
…

…

と

い
ふ
歌

の
心

ば

へ
な

り

」

(
『
勢

語

』

一
段

)
・
「
今

日

の

み

わ

ざ

を

題

に

て

、

春

の
心

ば

へ
あ

る
歌

奉

ら

せ

た
ま

ふ
」

(同

七

十

七

段

)

等

の
用

例

が

あ

る

。

『
古

今

』
に

は

用
例

が

な

く

、

本

集

も

こ

の
例

の

み
。

○

も

え

渡

る

ー

「
も

ゆ

」

は

「
萌

ゆ
」

と

「
燃

ゆ
」

を

掛

け

る

。

○

春

の

さ

が

ー

「
さ

が
」

は
性

質

・

通

例

。

春

の
通

例

(
「
う

ぐ

ひ
す

の
く

も

ゐ

に

わ

び

て

な

く

こ

ゑ

を

春

の
さ

が

と

そ

我

は

き

き

つ
る

」
本

集

恋

二

鵬

)
。

○

お

ほ

か

た

に

こ
そ

あ

は

れ

と

も

見

れ

ー

「
お

ほ

か

た

」

は
、

並

・

一
通

り

。

一
通

り

の
情

趣

で
し

か

な

い
と

し

て
、

男

の

「
な

げ

き

」

を

か

わ

し

て

い

る
。

【
訳

】

【評
】

る
雨
の
ふ
る
に
思
ひ
は
き
え
な
く
て

い
と
ど
思
ひ
の
め
を
も
や
す
ら
ん
L
と
あ

る
歌
だ
が
出
典
未
詳
。
当
時
伝
承
さ
れ
、
人
口
に
膾
灸
し
た
歌
で
あ
ろ
う
。
意

「春
雨
が
降
れ
ば
、

(消
え
る
は
ず
の
)
思

い
と
い
う

火
は
消
え
も

し
な

い
で
、
ど
う
し
て
ま
す
ま
す
歎
き
と

い
う
木
の
芽
を
め
ぶ
か

せ
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
古
歌
の
趣
意
を
女
に
言
い
送

っ
た
と
こ

ろ
、

一
面
に
芽
ぶ
く
歎
き
と
い
う

木
は
、
春
の
通
例
で
す
か
ら
、
ひ
と
通
り

に
は
情
趣
あ
る
も

の
と
見
ま
す
け
れ
ど
。

詞
書
中

の

「
は
る
さ
め
の
」

の
歌
は
、
『古
今
六
帖
』
第

一
帖
に
、
「
は

は
、
春
に
な

っ
て
増
さ
る
恋
心
を
、
木

々
が
芽
ぶ
く
と
い
う
自
然
現
象

に
託
し

て
女
に
訴
え
た
も
の
。
お
そ
ら
く
男
は
、

こ
の
歌
を
ひ
き
な
が
ら
、
消
息
文
に

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
当
歌
は
、
男
が

「な
げ
き
の
め
を
も
や
す
」
こ
と
を
、
表
面

上
春

の
通
例
の
自
然
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
男
の
恋
心
を
、

「
お
ほ
か
た
」
の
も

の
だ
と
し
て
か
わ
し
た
も

の
で
あ
る
。
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後

一
条
左
大
臣
左
大
将

①

女

の
許
に
つ
か
は
し
け
る

藤
原
師
尹
朝
臣

天
歴
二
年
枚
中
納
言

左
兵
衛
督

②

③

あ
を
や
ぎ
の
い
と
つ
れ
な
く
も
な
り
ゆ
く
が
い
か
な
る
す
ぢ
に
思

(ひ
)

よ
ら
ま
し

【校
異
】
①
藤
原
師
尹
朝
臣
-
左
兵
衛
督
師
尹
朝
臣

(中
片
)
藤
原
師
尹
師

(雲

堀
)
師
尹
朝
臣

(久
)
も
ろ
ま
さ
の
あ
そ
む

(荒
)

②
な
り
ゆ
く
か
ー
ミ

ユ

ル
カ
ナ

(片
)

③
す
ぢ
ー
ふ
ち

(堀
)

【語
釈
】
○
あ
を
や
ぎ
の
ー
枕
詞
。
青
柳
の
枝
が

「糸
」
を
想
わ
せ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
同
音

の
副
詞

「
い
と
」
に
掛
け
た
当
代
的
用
法
で
あ
る

(「
い
つ
か
た
に

よ
る
と
か
は
見
む
青
柳
の
い
と
さ
だ
め
な
き
人

の
こ
こ
ろ
を
」
『拾
遺
』
恋
三

蹣
)。
青
柳
と
糸
に
つ
い
て
は
58
参
照
。

○
か
ー
本
来
自
問
の
体

で
置
か
れ

る
終
助
詞
。
こ
こ
は

「も
ー
か
」
の
形
で
詠
嘆
を
示
す

(「
天
雲
の
よ
そ
に
も
人

の
な
り
行
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
見
ゆ
る
も

の
か
ら
」
『古
今
』
恋
五
刪
)
。
独

詠
風
に
慨
嘆
す
る
形
で
の
贈
歌
は
常
套
的
な
も
の
。

○
す
ぢ
1
瞹
昧
に
指

示
し
て

「そ
の
む
き
の
こ
と

・
そ
の
関
係
の
者
」
を
意
味
す
る

「筋
」
で
、
こ

こ
で
は

「思
い
寄
る
相
手
」
と
な
る
。
柳
の
細

い
枝
が
糸
の
よ
う

で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら

「
あ
を
や
ぎ
」
の
縁
に
寄
せ
た
も
の
。
「
い
か
な
る
す
ぢ
に
」
で

「あ
な

た
以
外
の
誰
に
」
の
意
を
示
す
。

○
思
ひ
よ
ら
ま
し
ー

「思

ひ
よ
る
」
に

(46)



は
、
思
ふ
相
手
に
実
際
に
近
寄
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
例

(「思
ひ
寄
り
て
物
は

あ
る
も
の
を

一
日
の
間
も
忘
れ
て
思

へ
や
」
『万
葉
』
巻
十

一
㎜
)
も
あ
る
が
、

一
般
に
は
、
「心
ひ
か
れ
る

・
愛
着
す

る
」
の
意
。
「
い
ひ
さ
し
て
と
ど
め
ら
る

な
る
池
水
の
浪

い
つ
か
た
に
思
ひ
よ

る
ら
む
」
(本
集
恋
六
㎜
)
や
、
「お
き

つ

な
み
う
ち

い
で
む
こ
と
そ

つ
つ
ま
し

き
思

ひ
よ
る
べ
き
み
ぎ
は
な
ら
ね
ば
」

(『後
拾
遺
』
恋

一
鵬
)
の
よ
う
に
恋

の
思
い
を

「
波
」
に
寄
せ
た
表
現
も
見
ら

れ
る
。
「く
り
返
し
く
や
し
き
物
は
君

に
と
も
お
も
ひ
よ
り
け
む
し
つ
の
を
だ
ま

き
」
(『千
載
』
恋
三
繝
)
、
「あ
を
や
ぎ
の
い
と
み
だ
れ
た
る
こ
の
比
は
ひ
と
す

ぢ
に
し
も
お
も
ひ
よ
ら
れ
じ
」
(『新
古
今
』
恋
四
㎜
)

の
例
な
ど
は
、
当
歌
と

同
様

「糸

(苧
)
を
縒
る
」
意
を
掛
け
た
縁
語
仕
立
て
の
歌
で
、
や
は
り
恋
の

贈
答

で
あ
る
。

○
ま
し
1
疑
念
を
示
す
連
体
詞

「
い
か
な
る
」
を
伴
う
こ

と
に
よ
り
、
迷

い
や
た
め
ら
い
の
気
持
を
表
わ
す

(「何
事
も
皆
ふ
り
に
け
る
君

が
た
め

い
か
な
る
こ
と
を

い
か
に
き

か
ま
し
」
『和
泉
式
部
集
』)
。

【訳
】

女

の
許
に
詠
ん
で
遣
り
ま
し
た
、

あ
な
た
は
大
そ
う
冷
淡
に
な

っ
て
い
く
こ
と
で
す
ね
、
あ
な
た
で
な
け

れ
ば

一
体
誰
に
私
は
思
い
を
寄
せ
た
ら

い
い
の
で
し
ょ
う
。

【評
】
詠
歌
内
容
は
明
ら
か
に
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
全
体
を

「青
柳
」
の
縁
語

「
い
と
」
「す
ぢ
」
「よ
る
」
で
仕
立

て
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
位
置
に
配

さ
れ
た
も

の
。
「あ
を
や
ぎ
の
」
を
枕

詞
と
し
て

一
首
を
解
し
た
が
、
贈
答
相
手

の
女
を
こ
れ
に
寓
し
そ
の
つ
れ
な

い
現
状
を
上
句
で
慨
嘆
し
、
下
句

で
は
、
青

柳
で
あ
る
女
に
思
い
を
寄
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
我
が
思

い
を
何

の
糸
筋

(誰
)

に
縒
り
寄
せ
よ
う

か
と
自
問
し
た
も

の
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
但
し
、

そ
の
場
合
、
青
柳
が
つ
れ
な
く
な
る
と
い
う
上
句

の
続
き
に
不
自
然
さ
が
残
る
。

〈朱
>
2

④

②

③

〈朱
>
1
①

衛

門

の

み

や

す

ん

所

の
家

、

う

づ

ま

さ

に

侍

(り

)

け

る

に
、

そ

こ

⑦

(お
)

⑤

⑥

の
花

お

も

し

ろ

か

な

り

と

て

を

り

に

つ
か

は

し

た
り

け

れ

ば

き

こ
え

68

⑧

た
り
け
る

⑨

山
ざ
と
に
ち
り
な
ま
し
か
ば
桜
花
に
ほ
ふ
さ
か
り
も
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し

【朱
注
】
1
右

2
の
も
と

【校
異
】
①
衛
門
1
右
衛
門

(中
久
堀
片
)
左
衛
門

(雲
)
右
衛
門
督

(荒
)

②

の
ー
ナ
シ

(雲
堀
)

③
家
ー
ナ
シ

(中
荒
)

④

に
侍
り
け
る
に
そ
こ
の

ー
の
い
へ
の

(荒
)
ノ
カ
タ

ハ
ラ

ニ
侍
ケ
ル
ニ
ソ

コ
ノ

(片
)

⑤
花
i
花
を

(雲
)

⑥
お
も
し
ろ
か
な
り
ー
お
も
し
ろ
か
り
け
り

(荒
)

⑦
き
こ
え
た

り
け
る
ー
き
こ
え
さ
せ
た
り
け
る

(中
)
き
こ
え
さ
せ
け
る

(久
)

⑧
御
息

所
ア
リ

(堀
)

⑨
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し
ー
し
ら
す
そ
あ
ら
ま
し

(堀
荒
)

【語
釈
】
○
衛
門
の
み
や
す
ん
所
-
未
詳
。
日
大
本
独
自
の
勘
物
「能
子
同
人
」

云
々
文
右
衛
門
督
之
時
為
更
衣
両
所
名
不
同
随
其
時
書
歟
L
に
依
れ
ば
、
61
の

「大
将
御
息
所
」
と
同
人
と
考
え
ら
れ
る
。
『標
注
』
に
も

「作
者
部
類
云
大
将

御
息
所
御
門
御
息
所
同
人
也
右
衛
門
督
時
為
更
衣
随
其
時
云
々
」
と
す
る
が
、

こ
れ
は
確
認
で
き
な

い
。
61

【評
】
参
照
。

○
う
づ
ま
さ
1
太
秦
。
山
城

国
葛
野
郡
(京
都
市
左
京
区
)
、
二
条
通
西
方
に
当
た
る
。
広
隆
寺
の
所
在
地
と

し
て
知
ら
れ
る
。

○
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
ー
お
遣
り
に
な
る
。
主
語
は

帝
。
御
息
所
の
立
場
か
ら

「き
こ
ゆ
」
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
及
び
次
歌

詞
書
に

「御
返
し
」
と
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
う
判
断
さ
れ
る
。
作
者
表
記

を
欠
く
為
、
古
今
集
的
作
者
表
記

の
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
前

の
歌
の
作
者
師
尹

の
詠
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
待
遇
語
が
意
味
を
な
さ
な

い
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
は
帝
が
使

い
を
御
息
所

の
許

へ
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
「き

こ
え
た
り
け
る
」
は
、
御
息
所
か
ら
帝

へ
の
謙
退
表
現
で
あ
る
。
こ
の
帝
が
誰

を
指
す
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。
即
ち
、
次
歌
詞
書
に

「御
返
し
」
と
し
、

作
者
表
記
が
無

い
事
実
か
ら
は
、
作
者
と
し
て
当
代
の
村
上
天
皇
を
比
定
す
る

の
が
穏
当
な
の
で
あ
る
が
、
本
集

の
場
合
、
資
料
性
が
残
存
し
て
い
る
事
も
考

え
ら
れ
る
の
で

一
概
に
は
決
定
で
き
な

い
。
猶
、
こ
れ
が
村
上
天
皇
で
あ
る
と
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す
れ
ば
、
衛
門
の
御
息
所
を
醍
醐
帝

女
御
能
子
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
と
な

る
。

○
山
ざ
と
1
太
秦
を

「山

里
」
と
把
捉
す
る
例
は
、
本
集
秋
上
蹣
に

も
見
ら
れ
る
。

『古
今
』
に
照
し
て
も

「山
里
」
は
四
季
を
通
じ
て

「春
た
て
ど

花
も
に
ほ
は
ぬ
」

(15
)
所
で
あ
り
、
「秋

こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ
」

(泌
)
、

「
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る

」

(
513
)
と

い
っ
た
心
情
を
喚
起
す
る
語
で
あ

り
、
、「見
る
人
も
な
き
」

(同
68
)、
「
と
ふ
人
も
あ
ら
じ
」

(『拾
遺
』
51
)
と
、

距
離
的
に
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
孤
独
感
を
内
包
す
る
語
で
あ
る
。

【
訳
】

衛
門

の
御
息
所

の
家
が
太
秦
に
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
の
花
が
満

開
だ
と
い
う

の
で
、

(帝

が
)
使

い
を
お
遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
時

に
、
花
に
添
え
て

(御

息
所
が
)
申
し
上
げ
ま
し
た
、

人
目
の
な

い
山
里
で
散

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
な
ら
ば
、

こ
の
桜
の
花
は
、

美
し
さ
の
盛
り
す
ら
も
知
ら
れ
な
い
ま
ま
で
し
た
で
し
ょ
う

に
。

【評
】
既
に

【語
釈
】
欄

で
触
れ
た
よ
う

に
、
人
事

の
絡
ん
だ

一
首

で
あ
る
。

し
か
し
、
「桜
花
」
即
ち
詠
者
自
身
と

い
っ
た
寓
喩
と
見
る
に
は

「
に
ほ
ふ
さ
か

り
」
が
穏
当
で
な

い
。
あ
く
ま
で
桜
を
前
面
に
立
て
、
「美
し
い
盛
り
に
賞
美
し

て
戴
く
こ
と
が
で
き
幸

い
で
す
」
と
述
べ
つ
つ
、
逆
に
、
会
う
機
会
も
な
く
山

里
で
日
を
送
る
自
身

の
心
情
を
暗
に
込
め
る
体
を
な
す
も
の
。
反
実
仮
想

の
表

現
は
、

こ
の
よ
う
な
詠
者
の
屈
折
し

た
心
情
に
重
な
る
。

①

②

御
返
し

(へ
)
③

69

匂

(
ひ
)
こ
き
花
の
か
も
て
そ
し
ら
れ
け
る
う
ゑ
て
見
る
ら
む
ひ
と
の
心

は

【朱
注
】
合
点
ア
リ

(71
朱
注
参
照
)

【校
異
】
①
御
返
し
1
御
返
事

(雲
)
返
シ

(片
)

②
た

・
も
と
ト
ァ
リ
(久
)

③
見
る
ら
む
ー
み
た
ら
む

(堀
)

【語
釈
】
○
匂
ひ
こ
き
花
の
か
ー
贈
歌
68
の

「
に
ほ
ふ

(さ
か
り
)」
が
桜

の
美

し
く
咲
き
誇
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
受
け
た
歌
い
出
し
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

一
体
、
「匂
ひ
」
は
、
色
彩
に
つ
い
て
も
香
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
、

又
、
「濃
し
」
と
い
う
表
現
も
ど
ち
ら
に
も
使
用
可
能
な
形
容
詞
で
あ
る
。
従

っ

て
、
こ
の
部
分
を

「色
鮮
や
か
な
花

の
香
」
と
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
が
、
、

前
者
の
場
合
は
、
桜
の
花

の
色
を

「濃
し
」
と
捉
え
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
残

り
、
後
者
の
場
合
は

「匂
ひ
」
と

「香
」

の
意
味

の
重
複

が
不
自
然
な
も
の
に

映
る
。
こ
こ
は
美
し
く
咲
き
映
え
る
花

の
全
体
的
様
態
に

つ
い
て
言
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『御
堂
関
白
集
』
の

「匂
ひ
う
す
き
垣
ほ
の
影
の

撫
子
は
心
か
ら
に
や
色
も
ま
さ
ら
ん
」
の

一
首
は
、
「濃
し
」
の
対
語
で
あ
る
「う

す
し
」
を

「匂
ひ
」
と
共
に
用
い
た
例
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の

「匂
ひ
」
も
、

垣
ほ
の
影
に
見
映
え
も
せ
ず
に
咲
く
撫
子
の
様
態
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
当
歌
は
贈
歌
と
も
正
に
相
応
す

る
こ
と
に
な
る
。

○
ら
む
1
推
量
の
助
動
詞
。
こ
こ
で
は
婉
曲
。

○

人
の
心
1

「匂
ひ
ご
き
花
の
か
も
て
」
知
ら
れ
る

「人
の
心
」
と
は
、
第

一
に

「花
を
愛
で
る
優
美
な
心
根

」
の
意
と
解
さ
れ
る
。
次
い
で
人
事
的
な
要
素
に

注
目
す
れ
ば
、
「あ
な
た
の
私
に
対
す
る
心
情
」
と
読
み
と
り
得
る
が
、
そ
の
示

す
所
は
、
軽

い
意
味
に
と
れ
ば
、
花
を
受
け
取

っ
た
こ
と
に
対
す
る
挨
拶
、
ね

ぎ
ら
い
の
言
葉
と
な
る
。

一
方
贈
歌
に
込
め
ら
れ
た
御
息
所
の
屈
折
し
た
心
情

を
正
面
か
ら
受
け
と
め
、
そ
れ
に
応
え
た
語
句

で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能

で
、
そ
の
場
合
は

「私

へ
の
深

い
心
ざ
し
」

の
意
と
な
ろ
う

(
【評
】
参
照
)。

【
訳
】

帝

の
返
歌
、

戴
い
た
み
ご
と
な
花
の
様
子
で
良
く
解
り
ま
し
た
よ
、
こ
の
よ
う
な
花

を
植
え
て
眺
め
て
お
ら
れ
る
あ
な
た
の
深
い
お
心
ざ
し
は

【評
】

『新
抄
』
に
、
「上

の

『山
里
に
散
な
ま
し
か
ば
』
云
々
に
は
、

い
さ
さ

か
う
ら
み
奉
ら
せ
給
ふ
御
意
も
あ
る
を
、
そ
は
し
ら
せ
給
は
ぬ
さ
ま
に
、
か
く

こ
た

へ
さ
せ
給

へ
る
に
も
あ
る
べ
し
」
と
す
る
が
、
贈
歌
の

「
知
ら
れ
ざ
ら
ま
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し
L
を

「知
ら
れ
け
る
」
と
語
句

の
上
で
も
明
瞭
に
対
応
さ
せ
た
所
か
ら
は
、

68

【評
】
に
述
べ
た
よ
う
な
御
息
所

の
心
情
を
察
知
し
受
け
と
め
る
姿
勢
が
窺

わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
下
句
を

【語
釈
】
に
挙
げ
た
よ
う
な
軽

い
意
味
に
解
し
て
、

単
純
に
花
を
賞
美
す
る
優
雅
な
心
根

に
気
づ
い
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

一
種

の
は
ぐ
ら
か
し
と
な
り
、
『新
抄
』
の
解
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
贈
歌

の
表
現
を

「
山
里
の
桜
」
に
終
始
し

た
も

の
で
人
事
性

の
絡
ま
な

い
も

の
と
見

る
こ
と
も
可
能
な
の
に
、
返
歌

の
下
句
で
敢
え
て
人
事
性
の
濃
厚
な
「人
の
心
」

と
い
う
語
句
を
用
い
、
桜
を
契
機

に
そ
れ
を

「知
ら
れ
け
る
」
と
詠
嘆
を
込
め

て
表
出
す
る
態
度
に
は
、
や
は
り
人
事

へ
の
拘
泥
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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