
俊

成

「
よ

そ

へ
」

の
方

法

歌
論
書

の
多
く
は
、
和
歌
の
本
質
論
や
理
想

の
和
歌

の
あ
り
か
た
に
つ
い
て

述
べ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ

て
、
何
ら
か
の
形
で
、
和
歌
表
現

の
世
界

の
具
体
的
な
記
述
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
各
歌
論
書

に
よ

っ
て
、
さ
ま

ざ
ま

の
記
述
の
し
か
た
が
あ
り
、
歌
語
の
解
釈
や
古
歌

の
伝
承
故
実
を
述
べ
る

も
の
や
、
定
家
歌
論

で
は
秀
歌
撰
と

い
う

こ
と
に
な
ろ
う

が
、
『古
今
集
』
仮

名
序
で
は
、
季
節
を
逐

っ
て
和
歌
の
表
現
世
界
の
例
を
網
羅
的
に
記
述
し
た
部
分

(次
に
と
り
あ
げ
る

「花
に
そ
ふ
と

て
た
よ
り
な
き
所
に
ま
ど
ひ
」
以
下
)
が

そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
の
形
は
、
以
後

の
歴
代
勅
撰
集
の
序
に
踏
襲
さ
れ
る
ほ
か
、

『俊
頼
髄
脳
』
や

『古
来
風
躰
抄
』

に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
本
質

や
理
想

の
和
歌

の
論
は
、
と
も
す
れ
ば
、
抽
象
論

・
理
想
論

に
な
り
が
ち
で
あ

る
が
、
和
歌
世
界

の
具
体
的
記
述
と
照
応
し
合
う

こ
と
に
よ

っ
て
、
和
歌
本
質

や
理
想
の
あ
り
か
た
が
、
ど
う
す
れ
ば
具
体
的
な
表
現
と
し
て
実
現
し
う
る
か

の
方
法
論
が
明
確
に
な

っ
て
ゆ
く
。

抽
象
理
論
か
ら
具
体
的
実
践

へ
と
展
開
し
、

双
方
が
照
応
し
補
完
し
合

っ
て
、
ひ
と

つ
の
思
想
な
の
で
あ
る
。

『古
今
集
』
序
冒
頭
の
あ
ま
り
に
有
名
な

一
節
か
ら
と
り
あ
げ
た
い
。

や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
う
つ
の
言
の
葉
と
そ
な
れ
り
け
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、

見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り
。

紙

宏

行

ま
ず
、
第

一
文
で
、
和
歌
の
本
質
は
抒
情
で
あ
る
こ
と
を
、
植
物
の
比
喩
に

よ

っ
て
述

べ
、
次
の
文

で
、
抒
情
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
第
二

文
を
、見

る
も
の
聞
く
も

の
に

つ
け
て
↓
心
に
思
ふ
こ
と
を
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り

と
語
順
を
並
べ
換
え
て
図
式
化
し
て
み
る
と
わ
か
り
や
す

い
。
現
実
の
さ
ま
ざ

ま
な
事
物

(↓
印
を
は
さ
ん
で
前
項
)
「
に

つ
け
て
」
、
「心

に
思
ふ
こ
と
を
」

表
現
し
た

(後
項
)
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
前
項

の
現
実
に
存
在
す
る
景
物
を

モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
後
項
の
心
情
を
主
題
的
に
表
現
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

『万
葉
集
』
の
用
語
を
借
り
て
い
え
ば
、
〈
寄
物
陳
思
〉
で
あ
る
。
鈴
木
日
出

男
氏
は
、
「和
歌

の
原
初
的
な
表
現
法
が
、
〈寄
物
陳
思
〉
に
あ
り
」
、
〈
正
述
心

緒
〉
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
後
発

の
も
の
で
あ
る
と
、
『万
葉
集
』

の
諸
作
を

(
1
)

検
討
、
『古
今
集
』
の
歌
や
仮
名
序
の
右
の
記
述
を
分
析
し
て
説

い
た
。
卓
見

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈寄
物
陳
思
〉
が

「和
歌

の
原
初

的
な
表
現
法
」
で

あ
る
と
す
る
の
は
、
『古
今
集
』
序

の
著
者

の
思
想
で
も
あ
る
こ
と
、
冒
頭
に

和
歌
の
本
質
は
抒
情

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
す
ぐ
に
続
け
て
、
そ
の
表
現
方
法

を

〈寄
物
陳
思
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
記
述

の
し
か
た
だ
け
か
ら
も
う
か
が

え
る
。

本
稿
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
「見
る
も
の
聞
く

も
の
に
つ
け
て
」
と
い
う

と
き
の
、
「
ー
に
つ
け
て
」
が
意
味
す
る
抒
情

の
方

法
論
で
あ
る
。
現
実
に
存
在
す
る
景
物
に
、
心
内
に
思
う
こ
と
を
対
応
さ
せ
て

(1)



主

題

的

表

現

と
し

て

結

実

す

る

し

く

み

で
あ

る
。

そ

れ

が

、

「
和

歌

の
原

初

的

な

表

現

法

」

で
あ

る

と

す

る
な

ら

、

そ

の
内

実

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

「
和

歌

の
原

初

的

な

」

存

在

の
あ

り

よ
う

も

明

ら

か

に
な

っ
て

こ
よ

う

。

動

詞

「
つ
く

」

に

つ

い

て
、

『類

聚

名

義

抄

』

に

は

、

「
付

」

「
託

」

「
諷

」

「
約

」

「
寓

」

「
因

」

な

ど

の

字

が

、

「
ツ
ク

」

と

訓

ぜ

ら

れ

て
お

り

(
こ
れ

以

外

に

も

「
着

」

「
突

」

「
撞

」

ほ

か

多

数

)
、
字

面

を

見

て

い
る

と

、

さ

ま

ざ

ま

な
意

味

が

予

想

さ

れ

て
興

味

深

い
が

、

逆

に

、

容

易

に
語

義

を

定

め

が

た

い
状

況

を

思

わ

せ

る
。

『
源

氏

物

語

』

に

は

、

を

さ

な

ご

こ
ち

に

も

、

は

か

な

き

花

紅

葉

に

つ
け

て
も

、

こ

こ
ろ

ざ

し

を

見

え
奉

り

、

(
「
桐

壺

」

巻

)

と

い
う

例

が

あ

る

。

こ

れ

は

、

「
か

こ

つ
け

て

」

な

ど

と

注

釈

が

な

さ

れ

て

い

　　
　

る
が
、
『古
今
集
』
序

の
和
歌
表
現
方
法

の
図
式
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
奇
妙

に

一
致
す
る
。
前
項
は

い
ず
れ
も
現
実
の
景
物

で
、
後
項
は

「言
ひ
い
だ
せ
る

な
り
」
と

「見
え
奉
り
」
と
の
相
違
だ
け
で
あ
る
。
若
き
光
源
氏
が
、
藤
壺
宮

に
ど
の
よ
う
な
方
法

で

「
こ
こ
ろ
ざ
し
を
見
え
奉
」

っ
た
の
か
、
歌
を
詠
み
か

け
た
可
能
性
が
高
い
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る
人
と
人
と
の
交
流
、
和
歌
詠
作
と

い
う
文
芸
行
為
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
、
「
～
に
つ
け
て
」
の
方
法
の
多
様
性
を
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
真
名
序
は
、
冒
頭
部
を
、

夫
和
歌
者
、
託
其
根
於
心
地
、
発
其
花
於
詞
林
者
也
。

と
し
て
い
る
。
「
～
に
つ
け
て
」
に
あ

た
る
の
は

「託
」
の
字
で
あ
ろ
う
。
『類

聚
名
義
抄
』
に
は
、

ツ
ク

ヨ
ル

累

託
ワ
サ
ウ
フ

オ

コ
ル

寄

と
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
「
つ
く
」

ほ
か

「
よ
る

(よ
す
)」
に
つ
い
て
は
、
後

に
考
察
す
る
が
、
仮
名
序

の
思
想
と
変
わ
り
は
な

い
も
の
と
し
て
お
く
。

二

以
上
を
ふ
ま
え
、
仮
名
序
の
和
歌
表
現
の
世
界
を
記
述
し
た
部
分
を
見
て
い

き
た
い
が
、
先

の

「
～
に
つ
け
て
」
の
方
法

の
図
式
を

こ
の
記
述
に
あ

て
は
め
、

前
項
と
後
項
に
解
体
し
、
箇
条
書
ふ
う
に
引
用
す
る
。
○
印
は
該
当
す
る
語
句

が
な
い
こ
と
を
示
す
。

①
花
を
そ
ふ
と
て

↓
た
よ
り
な
き
所
に
ま
ど
ひ

②

つ
き
を
思
ふ
と
て

↓
し
る
べ
な
き
や
み
に
た
ど
れ
る

↓
心
々
を
見
給

ひ
て
さ
か
し
お
ろ
か
な
り

と
し
ろ
し
め
し
け
む

(し
か
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
)

③
さ
ざ
れ

い
し
に
た
と

へ

↓

○

④
筑
波
山
に
か
け
て

↓
君
を
ね
が
ひ

⑤

○

↓
よ
ろ
こ
び
身
に
す
ぎ

⑥

○

↓
た
の
し
び
心
に
あ
ま
り

⑦
富
士
の
け
ぶ
り
に
よ
そ

へ
て
↓
人
を
恋
ひ

⑧
松
虫
の
ね
に

↓
友
を
し
の
び

⑨
高
砂
住

の
江
の
松
も

↓
相
生
の
や
う
に
お
ぼ
え

⑩
男
山
の
昔
を
思

ひ
出
で
て

↓

○

⑪
女
郎
花
の
ひ
と
と
き
を
く
ね
る
に
も
↓

○

↓
歌
を
言
ひ
て
ぞ
な
ぐ
さ
め
け
る

(ま
た
)

⑫
春

の
朝
に
花
の
散
る
を
見

↓

○

⑬
秋
の
夕
暮
に
木
の
葉
の
落

つ
る
を
聞
き
↓

°○

(あ
る
は
)

⑭
年

ご
と
に
鏡
の
影
に
見
ゆ
る
雪
と
波
と
を
な
げ
き
↓

○

⑮
草

の
露
水

の
泡
を
見
て

↓
我
が
身
を
お
ど
ろ
き

(2)



(あ
る
は
)

⑯

○

↓
昨
日
は
栄
え

お
ご
り
て
、
時
を
失
ひ
、
世
に
わ
び
、
親

し
か
り
し
も
う
と
く
な
り

(あ
る
は
)

⑰
松
山
の
波
を
か
け

↓

○

⑱
野
中

の
水
を
く

み

↓

○

⑲
秋
萩

の
下
葉
を
な
が
め

↓

○

⑳
暁

の
鴫
の
羽
掻
き
を
数

へ

↓

○

(あ
る
は
)

⑳
呉
竹
の
う
き
ふ
し
を
人
に
い
ひ
↓

○

⑫
吉
野
川
を
ひ
き
て

↓
世

の
中
を
恨
み
き
つ
る
に

㊧
今
は
富
士
の
山
も
煙
た
た
ず
な
り
、
長
柄
の
橋
も

つ
く
る
な
り
と
聞
く

人
は

↓
歌
に
の
み
ぞ
心
を
な
ぐ
さ
め
け
る

こ
の
よ
う

に
し

て
見
る
と
、
〈寄
物
陳
思
〉
の
思
想

の
具
体
的
な
あ
り
よ
う

が
明
確

に
な
る
。
「
～
に

つ
け

て
」

と
同
格
的
に
対
応
す
る
の
は
、
①

「
～
を

そ
ふ
と
て
」
④

「
～
に
か
け
て
」
⑦

「
～
に
よ
そ

へ
て
」
⑫

「
～
を
ひ
き
て
」

の
部
分
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
が

「
～
に

つ
け
て
」
の
方
法
論

の
内
実
を
表
し

て
い
る
。

右

の
③
か
ら
⑫

は
語
句
は
、
『古

今
集
』
入
集
歌

の
表
現
に
基
づ

い
て
記
述

さ
れ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
前
項
と
後
項
が
そ
ろ

っ
て
い
る
も

の

(○
印

の
な
い
も
の
)
に

つ
い
て
、
基
づ
い
て
い
る
歌
を
あ
げ
、

前
項
と
後
項
と
の
関
係
を
調
べ
て
み
る
。

④
筑
波
嶺
の
こ
の
も
か
の
も
に
蔭
は
あ
れ
ど
君
が
み
蔭
に
ま
す
蔭
は
な
し

(東
歌

・
一
〇
九
五
)

⑦
人
し
れ
ぬ
思
ひ
を
つ
ね
に
す
る
が
な
る
富
士
の
山
こ
そ
わ
が
身
な
り
け
れ

(恋

一
・
五
三
四
)

⑧
君
し
の
ぶ
草
に
や

つ
る
る
ふ
る
さ
と
は
松
虫
の
ね
ぞ
悲
し
か
り
け
る

(秋
上

・
二
〇
〇
)

⑨
わ
れ
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
の
江

の
岸
の
姫
松

い
く
世

へ
ぬ
ら
む

(雑
上

・
九
〇
五
)

た
れ
を
か
も
し
る
人
に
せ
む
高
砂
の
松
も
昔

の
友
な
ら
な
く
に

(雑
上

・
九
〇
九
)

⑮
露
を
な
ど
あ
だ
な
る
も
の
と
思
ひ
け
む
わ
が
身
も
草
に
お
か
ぬ
ば
か
り
ぞ

(亠辰
傷

・
八
亠ハ
○
)

う
き
な
が
ら
消
ぬ
る
あ
わ
と
も
な
り
な
な
む
流
れ
て
と
だ
に
た
の
ま
れ

ぬ
身
は

(恋
五

・
八
二
七
)

⑫
流
れ
て
は
妹
背
の
山
の
な
か
に
お
つ
る
吉
野
の
川
の
よ
し
や
世

の
中

(恋
五

・
八
二
八
)

④
は
、
筑
波
山
の
木
陰
に
つ
け
て
、
君
が
み
蔭
を
讃
え
た
歌
で
あ
る
が
、
ふ

た
つ
の

「
か
げ
」
の
関
係
は
掛
詞

(同

一
の
語
な
の
で
、

一
語
二
役
と
い
う

べ

き
か
)、
⑦

の
富
士
山

の
煙
と
恋
す
る
わ
が
身

と
の
関
係
は

「す
る
」
の
掛
詞

に
よ
る
序
詞
、
お
よ
び
、
情
熱
に
身
を
燃
や
す
、
こ
が
す
と
い
う
こ
と
で
比
喩

で
あ
り
、
⑧
は

「し
の
ぶ
草
」
と

「君
し
の
ぶ
」
と
の
掛
詞
、
⑨

の
松
と
わ
が

老

の
身
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
、
松
を
永
遠
の
比
喩
と

す
る
伝
統
を
も
と
に
し
た
比
較
の
対
象
と
で
も

い
う
ほ
か
な

い
。

⑮

の
露
や
泡
と
わ
が
は
か
な
き
身
と
は
、
比
喩
ま
た
は
比
較
の
対
象
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
「う
き
な
が
ら
」

の
歌
に
つ
い
て
は
、
『顕
注
密
勘
』
の
顕
昭
注

に
、

「う
き
な
が
ら
消
ぬ
る
あ
わ
」
と
は
、
水
の
あ
わ
の
う
き
な
が
ら
消
え
ぬ

る
な
り
。
け
ぬ
る
と
は
消
え
ぬ
る
な
り
。
う
き
を
ば
心
う
き
に
そ

へ
た
る

な
り
。
さ
だ
ま
れ
る
そ

へ
詞
な
り
。
流
れ
て
末

の
世
に
あ
ふ
べ
き
と
い
ふ

た
の
み
も
な
け
れ
ば
、
た
だ
死
な
む
と
な
り
。

と
注
さ
れ
て
お
り
、
掛
詞
の
関
係
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を

「そ
ふ
」

の
語

(3)



で
言

い
表
し

て
い
る
。
⑫
も
掛
詞

の
関
係
で
あ
る
が
、
『顕
注
密
勘
』

の
顕
昭

注
に
、男

女
の
仲
ら
ひ
は
、
仲
ら
ひ
て
よ
き

こ
と
は
な
き
な
り
と
い
ふ
心
を
そ

へ

て
よ
め
る
な
り
。

(以
下
略
)

と
あ
り
、
こ
れ
も

「そ

へ
て
よ
」
ん
だ
歌
で
あ
る
と
注
釈
し
て
い
る
が
、
例
の

図
式
に
な
ぞ
ら
え
て
み
る
と
、

妹
背

の
山
の
吉
野
の
川
に
そ

へ
て
↓
仲
ら
ひ
て
よ
き
こ
と
は
な
き
な
り
と

い
ふ
心
を
よ
め
る
な
り

と
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『古
今
集
』
序
は
歌

の
原
初
的
な
あ
り
よ
う
を

「見
る
も
の
聞
く
も

の
に
つ

け
て
↓
心
に
思
ふ
こ
と
を
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り
」
と
説

い
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で

「～
に
つ
け
て
」
詠
ん
だ
か
、
比
喩
あ
り
、
掛
詞
あ
り
、

比
較
の
対
象
あ
り
と
実
に
多
様
な
の
で
あ

っ
た
。

「
～
に
つ
け
て
」
と
同
格
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
語
に
は
、
「
～
に
そ

へ
て

」

「
～
に
よ
せ
て
」
「
～
に
よ
そ

へ
て
」
な
ど
が
あ

っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
「宿
木
」

巻
に
も
、

木
草
の
色
に

つ
け
て
も
、
水
の
流
れ
に
そ

へ
て
も
、
涙
に
く
れ
て
の
み
な

む
帰
り
待
り
け
る
。

と

い
う
例
が
あ
り
、
「よ
そ

へ
て
」

が

「
つ
け

て
」
と
並
立
さ
せ
同
義
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「桐
壺
」
巻
に
は
、

花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
、
よ
そ

ふ
べ
き
方
ぞ
な
き
。

と
あ
り
、
前
に
引
い
た
同
巻

の

「は

か
な
き
花
紅
葉
に
つ
け
て
も
」

の
文
と
照

合
し
て
み
る
と
、
こ
れ
も

「よ
そ

へ
て
」

の
語
が

「
つ
け
て
」
と
同
格
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
ら
の
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多

義
的
な
語
で
、
ひ
と
つ
の
概
念
に
ま
と
め

て
し
ま
う

の
は
乱
暴
な
こ
と
な

の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
ま
で
あ
げ
て
き
た

さ
ま
ざ
ま
な
用
例
に
関
し
て
は
、
次

の
よ
う
な

こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、

⑦
と
⑮
の
見
立
て
に

つ
い
て
、
⑦

で
い
え
ば
、
富
士
山
の
煙
に
恋
す
る
わ
が
身

を
見
立
て
て
い
る
が
、
結
び
つ
く
は
ず

の
な
い
両
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、

様
態

の

「燃
や
す
、
こ
が
す
」
と
い
う
共
通
点
で
あ
る
。
⑮
で
は
、
露
や
泡
と

わ
が
身

と
を

「
は
か
な
さ
」
と
い
う
属
性

の
類
似
点
で
結

び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
「
～
に
つ
け
て
」
の
方
法
は
、
結
び
つ
く
は
ず
の
な
い
も
の
を
、

　
ヨ
　

何
ら
か
の
共
通
点
や
類
似
点
で
結

び
つ
け
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
方
法

的
な
関
係
づ
け
で
あ
る
。
『古
今
集
』
の
例
の
図
式
に
即
し
て
い
う

と
、
「心
に

　　
　

思
ふ
こ
と
」
を

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
に
関
係
づ
け
た
の
で
あ
る
。

掛
詞
に
つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
い
え
、
④
で
は

「か
げ
」

の
音
の
共
通
性

に
よ

っ
て
筑
波
山
と
帝

の
恩
寵
と
を
、
⑧
は

「し

の
ぶ
」
の
音

の
共
通
性
に
よ

っ
て
、
植
物
と
君

へ
の
思

い
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
同
音
に
よ
る
関
係
づ
け

で
、
原
初
的
に
は
、
名
づ
け
と
言

い
換
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

「～
に
つ
け
て
」
の
方
法
論

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
多
義
的
と

い
う
よ
り
、
ひ
と

つ
の
包
括
的
な
概
念
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈寄
物
陳
思
〉

と
い
う

『万
葉
集
』
の
用
語
も
、
こ
の
場
合
、
正
確

で
・は
な

い
。
〈比
喩
〉
な

ど
と
い
う
西
洋

の
修
辞
学

の
概
念
で
は
と
う
て
い
蔽

い
き
れ
な
い
し
、
見
立
て
、

掛
詞
、
序
詞
と
い
っ
た
、
現
代

の
和
歌
の
修
辞
を
指
摘
す
る
た
め
の
用
語
に
よ

っ
て
も
、
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
が
多
く
出
て
く
る
。
「見
る
も

の
聞
く
も

の
」
に

対
し
て
、
様
態
や
属
性
、
ま
た
は
同
音
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
形
で

「心
に
思
ふ
こ

と
」
を
関
係
づ
け
る
、
名
づ
け
る
、
こ
れ
を
和
歌
の
基
本
的
な
方
法
と
考
え
る
、

　　
　

と
い
う

の
が
本
稿

の
結
論
で
あ
る
。

し
か
し
、
「見
る
も

の
聞
く
も

の
」
を
文
字
通
り
に
見
た
り
聞
い
た
り
し
た

現
実
に
存
在
す
る
景
物
と
解
す
る
の
は
単
純
素
朴

に
す
ぎ
よ
う
し
、
「心
に
思

ふ
こ
と
」
も
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
の
⑦
に
つ
い
て
、
様
態

の
共
通
性
に
よ

っ
て
、
富
士
山

の
煙
と
恋
す
る
わ
が
身
と
を
関
係
づ
け
た
と
述

べ
た
が
、
様
態
と

い
う
よ
り
、
「燃
や
す
、
こ
が
す
」
と
い
う
こ
と
ば
の
同

一
性

で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ

っ
た
。
⑮
も
、
松
を
老

の
比
喩
と
す
る
の
は
、
和
歌

(4)



表
現
の
伝
統
に
基
づ

い
て
い
る
。
「見

る
も

の
聞
く
も

の
」
も

「心
に
思
ふ
こ

と
」
も
、
と
も
に
類
型
的
、
閉
鎖
的

な
和
歌
の
こ
と
ば
に
、
は
じ
め
か
ら
か
ら

め
と
ら
れ
て
い
る
。
歌

の
こ
と
ば
は
、
始
原
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
こ
に
枠
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
和
歌
は
成
立
し
て
い
る
。
名
づ
け
、
関
係
づ

け
も
、
多
く
は
こ
と
ば
そ
の
も
の
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
鈴
木
日
出
男

氏
が
、
掛
詞
、
序
詞
、
縁
語
、
見
立

て
は

「言
葉
じ
た

い
に
即
し
た
方
法
」
と

　
　
　

述
べ
た
ご
と
く
で
あ
り
、
『古
今
集
』

の
歌

々
が
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て

い
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た

い
の
は
、
『古
今
集
』
序
が
、
素
朴
な
抒
情

を
和
歌
の
本
質
と
考
え
、
そ
れ
を
原
拠
と
し
て
、
そ
の
方
法
を

「～
に
つ
け
て
」

の
抒
情
方
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

『俊
頼
髄
脳
』
の
和
歌
表
現

の
世

界
を

具
体
的
に
記
述
し
た
部
分
は
、
「歌

を
詠
ま
む
に
は
、
題
を
よ
く
心
得
べ
き
な
り
」
と
い
う
題
詠
論
に
続
け
、
「た
と

へ
ば
」
と
し
て
題
の
よ
み
か
た
を
具
体
的
に
例
示
し
た
部
分
に
あ
た
る
。

こ
れ

も

『古
今
集
』
序
に
な
ら

っ
て
図
式
化
し
て
引
用
す
る
が
、

い
た
ず
ら
に
長
く

な
る
の
を
避
け
、
春
の
部

の
み
に
と
ど
め
て
お
く
。
上
に
は
題
を
示
す
。

春
の
朝
に
い
つ

①
佐
保

の
山

に
霞

の
衣
を
か
け
つ
れ
ば

し
か
と
詠
ま
む

↓
春
の
風
に
吹
き
ほ
こ
ろ
ば
せ

と
思
ま
ま

(霞
)

②
峰

の
こ
ず

ゑ
を

へ
だ
て
つ
れ
ば

↓
心
を
や
り
て
あ
く
が
ら
せ

(梅
)

③
梅

の
に
ほ
ひ
に
つ
け
て
↓
鶯
を
さ
そ
ひ

(子
の
日
)

④
子

の
日
の
松
に
つ
け
て
も

↓
心
の
引
く
か
た
な
ら
ば
千
年

を
す
ぐ
さ
む
こ
と
を
思
ひ

(若
菜
)

⑤
若
菜
を
か
た
み
に
摘
み
た
め
て
も

↓
心
ざ
し
の
ほ
ど
を
見
え

(残
雪
)

⑥
の
こ
り
の
雪

の
消
え
う

せ
ぬ
る
に

↓
我
が
身

の
は
か
な
き
こ
と
を

嘆
き

花
咲
き
ぬ
れ
ば

⑦

○

↓

ひ
と
り
心
の
し
つ
か
な
ら
ず

⑧
白
雪
に
ま
が

へ

↓
春
の
雪
か
と
お
ぼ
め
き

⑨

○

↓
心
な
き
風
を
う
ら
み

⑩

○

↓
人
な
ら
ぬ
雨
を

い
と
ひ

(青
柳
)

⑪
青
柳
の
糸
に
思
ひ
よ
り
ぬ
れ
ば

↓
思

ひ
乱
る
と
も
く
り
か

へ
し

⑫

○

↓
木

の
も
と
に
立
ち
よ
ら
む
こ

と
を

い
ひ

(早
蕨
)

⑬
草
萌
え

い
で
む
に
つ
け
て
も

↓
早
蕨
を
う
た
が
ひ

『古
今
集
』
仮
名
序
よ
り
も
、
記
述

の
し
か
た
は
詳
細
に
、
具
体
的
に
な

っ

て
い
る
。
し
か
し
、
③
④
⑬
に

「
～
に
つ
け
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う

に
、

「
～
に

つ
け
て
」
の
方
法
は

『古
今
集
』
序
と
同
じ
で
あ
る
。
モ
チ
ー
フ
と
し

て
、
「見
る
も

の
聞
く
も

の
」
と
い
う
現
実
の
景
物
と
、
与
え
ら
れ
た
歌
題
で

あ
る
こ
と
と
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
が
、
モ
チ
ー
フ
は
と
も
か
く
、
方

法
的
に
は
意
外
に
近

い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な

い
か
。

『俊

頼
髄
脳
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
程
度
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

四

俊
成

『古
来
風
躰
抄
』
の
和
歌
表
現
の
世
界
を
具
体
的
に
記
述
し
た
部
分
は
、

下
巻
冒
頭
に
あ
る
。

歳
月
の
改
ま
り
変
は
る
花
紅
葉
に

つ
け
て
も
、
歌
の
姿
詞
は
思
ひ
よ
そ

へ

ら
れ
、
そ
の
ほ
ど
、
品

々
も
見
る
や
う
に
お
ぼ
ゆ
べ
き
も
の
な
り
。

(5)



と
い
う

こ
と
ば
に
始
ま
り
、
次
に
、
四
季
、
恋
、
雑

の
順
に
記
述
し
て
、

歌

の
姿
心
も
、
た
だ
か
や
う
に
よ
そ

へ
て
心
得
れ
ば
、
ま
こ
と
に
姿
高
く
、

清
げ
に
も
、
艶
に
も
、
優
に
も
、
ま
た
さ
ま
で
な
ら
で
も
、
ひ
と
ふ
し
を

か
し
き
さ
ま
も
、
ほ
ど
ほ
ど
に

つ
け

つ
つ
、
よ
そ

へ
ら
れ
ぬ
べ
き
こ
と
な

り
。

と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
ふ
た

つ
の
文
を
序
と
跋

の
よ
う

に
し
て
、
和
歌
表
現
の

具
体
的
世
界
を
包
む
か

っ
こ
う
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
二
文
に
、
俊
成

の
和
歌

世
界
の
捉
え
か
た
が
う
か
が
え
よ
う

と
い
う
も

の
で
あ
る
。

冒
頭
部
を
例
の
図
式
に
従

っ
て

『古
今
集
』
序
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、

見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
↓
心
に
思
ふ
こ
と
を
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り

歳
月
の
改
ま
り
変
は
る
花
紅
葉
に

つ
け
て
も
↓
歌
の
姿
詞
は
思
ひ
よ
そ

へ

ら
れ

と
な

っ
て
、
み
ご
と
に
対
応
し
て
い
る
。
『古
今
集
』
序
の

「見
る
も
の
聞
く
も

の
」
が
歌
を
詠
む
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『古
来
風
躰
抄
』
「歳
月

の
改

ま
り
変
は
る
花
紅
葉
」
も
や
は
り

モ
チ
ー

フ
と
す

べ
き
で
、
『古
今
集
』
序

「
心
に
思
ふ
こ
と
を
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り
」
が
、
和
歌

の
本
質
を
抒
情
で
あ
る

と
主
張
す
る
部
分

で
あ
る
な
ら
、

『古
来
風
躰
抄
』
の

「
歌
の
姿
詞
は
思
ひ
よ

そ

へ
ら
れ
」
も
和
歌
の
本
質

の
何
た
る
か
の
主
張
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
『古

今
集
』
序
を
意
識
的
に
ふ
ま
え
た
叙
述
と
い
え
る
が
、
『古
今
集
』
序
は

「
つ
け

て
」
と
同
義

と
し
て

「そ

へ
て
」
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
『古
来
風

躰
抄
』
で
は
後
項
に
用

い
ち
れ
て
い
て
、
「思
ひ
よ
そ

へ
ら
れ
」
は
あ
た
か
も
歌

を
詠
む
こ
と
そ
の
も
の
を
も
意
味
し

て
い
る
よ
う
な
記
述
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
跋
的
な
第
二
文
に
見

え
る
二
例
の

「
よ
そ
ふ
」
の
用
法

に
も
あ

て
は
ま
る
。
順

に

「
歌
の
姿
心
」

「さ
ま
」
を

「よ
そ
ふ
」
と
し
て
お
り
、
歌

の
心

・
詞

・
姿
を

「
よ
そ
」
い
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
歌
の
様
式
上
の
差
異
が

生
じ
る
と
言
う
。
歌

の
心

・
詞

・
姿

は

「よ
そ
」

っ
て
、
生
成
さ
れ
る
と
い
う

の
が
、
俊
成
の
思
想
で
あ
る
。

「
よ

そ

ふ
」

は

、

本

来

、

方

法

論

を

意

味
す

る

語

で
あ

り

、

実

際

、

『
古

今

集

』

序

は

、

「
つ
け

て

」

と

同

義

と

し

て

用

い
て

い
た
。

し

か

し

、
俊

成

に
お

い

て

は

、

逆

に

、

歌

を

詠

む

こ

と

そ

の
も

の

を

言
う

中

で

用

い

て

い
た
。

俊

成

は

、

「
よ

そ

ふ
」

の
方

法

す

な

わ

ち

歌

を

詠

む

こ
と

で
あ

る

か

の
よ

う

に

構

え

た

。

方

法

を

前

面

に

押

し

出

し

た

詠

歌

の
あ

り

よ
う

を

志

向

し

た

の

で
あ

る
。

こ

の

「
よ

そ

ふ

」

(
「
思

ひ

よ

そ

へ
」
)

に

最

初

に

注

目

し

た

の

は

、

家

郷

隆

文

氏

で
、

氏

は

、

「
実

在

す

る
も

の
と

こ

と

に
対

し

て
名

付

け

る

こ

と
、

『
歌

』

詞

に

よ

る
命

名

作

用

そ

の
も

の
が

、

『
思

ひ
よ

そ

へ
』

で
あ

る
」

と

定
義

づ
け

て

　　

　

い
る
。

「命
名
作
用
」
と
は
、
わ
か
り
に
く

い
が
、
「現
実
的
な
存
在
」
と

「観

念
的
な
存
在
と
し
て
の
歌

こ
と
ば
」
と
の
間
に

「同
等
ま
た
は
近
似

の
関
係
を

設
定
す
る
こ
と
を
い
う
」

の
だ
そ
う
で
、
本
稿
で

『古
今
集
』
序

の

「
～
つ
け

て
」
に
関
し
て
述
べ
た
こ
と
と
近

い
。
「現
実
的
な
存
在
」
と
い
う
点

に
関
し

て
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「思
ひ
よ
そ

へ
」
の
重
要
性
に
鋭
く
着
目

し
た
論
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
家
郷
氏
は
こ
こ
か
ら
、
俊
成
の
援
用
す
る

『摩

訶
止
観
』
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
、
「思
ひ
よ
そ

へ
」
の
感
性
的
認
識

の
機
構

へ

と
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
思
想
的
、
観
念
的
な
発
想

を
と
ら
ず
、
方
法
論

の
問
題
と
し
て
捉
え
返
し
て
お
き
た
い
。
俊
成

の

「よ
そ

ふ
」
の
用
法
を
も
う
少
し
拾

っ
て
お
く
。

『古
来
風
躰
抄
』

の
別

の
箇
所
で
は
、
二
例
見
ら
れ
た
。
ま
ず
、
『摩
訶
止

観
』
と
歌
と
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
を
論
じ
た
部
分
で
、

こ
の
歌
の
善
き
悪
し
き
、
深
き
心
を
知
ら
む
こ
と
も
、
こ
と
ば
を
以
て
述

べ
が
た
き
を
、
こ
れ
に
よ
そ

へ
て
ぞ
、
同
じ
く
思

ひ
や
る
べ
き
な
り
。

こ
れ
は
、
詠
歌

の
方
法
に
つ
い
て
言

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
が
、
擬
す
る
と
い

う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
前

に
見
た

「
よ
そ
ふ
」

の
語
の
意
味
用
法
か
ら
出
る

も

の
で
は
な

い
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
『万
葉
集
』
か
ら

の
秀
歌
撰
の
う
ち
、
「
か

ひ
や
が
し
た
」
の
歌

の
左
注
的
記
述
中
に
あ
り
、

お
の
お
の
宿
を
恋

ふ
ら
ん
の
よ
し
に
よ
そ

へ
た
る
な
り
。
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と
あ
る
。
「よ
そ

へ
」
の
語
を
比
喩

の
説
明
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

『古
今

集
』
序
と
同
様
の
用
法

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

『古
今
問
答
』
は
、
前
節
で
と
り
あ
げ
た

『古
今
集
』
序

の
冒
頭
の

一
節
に

つ
い
て
、
自
明
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
ま
り
言
を
さ

い
て
い
な
い
。
和
歌

表
現
の
世
界
の
記
述
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
次

の
こ

と
ば
に
注
目
さ
れ
る
。

花
を
そ
ふ

花
を
た
つ
ね
な
ど
す
る
心
也
。

お
と
こ
山
の
む
か
し
を
思

ひ
い
で
て
女
郎
花

の
ひ
と
と
き
を
く
ね
る

こ
れ
ら
は
よ
そ
へ
い
へ
る
こ
と
ど
も
な
り
。
ふ
か
き
こ
と
に
は
を
よ
ば
ず
。

第

一
例
は
、
「花
を
そ
ふ
と
て
、

た
よ
り
な
き
所
に
ま
ど
ひ
」

の

一
節
に
つ

い
て
説
明
し
た
も
の
で
、
「た
よ
り
な
き
所
に
ま
ど
ひ
」
に
関
連
さ
せ
て
実
態
的

に
こ
と
ば
を
補

っ
た
に
す
ぎ
ず
、
「
そ
ふ
」

の
語
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
注
し

て
い
な
い
。
第
二
例
は
、
前
に
引
用
し
た
番
号
で
い
え
ば
、
⑩
と
⑪
に
あ
た
る

も
の
で
あ
り
、
「
よ
そ

へ
」

の
語

に
よ

っ
て
注
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

ふ
ま
え
た
歌
は
、

⑩
今

こ
そ
あ
れ
わ
れ
も
昔
は
男
山
さ
か
ゆ
く
時
も
あ
り
こ
し
も
の
を

(雑
上

・
八
八
九
)

⑪
秋

の
野
に
な
ま
め
き
た
て
る
女
郎
花
あ
な
か
し
か
ま
し
花
も
ひ
と
と
き

(誹
諧
歌

・
一
〇

一
六
)

で
あ
り
、
比
較
の
対
象
と
比
喩
の
歌

で
、
こ
こ
で
も
、
俊
成
は

「よ
そ

へ
」
の

語
を

『古
今
集
』
序
と
同
様
に
用

い
て
い
る
。

歌
合
判
詞
に
お
け
る
、
俊
成
の

「よ
そ

へ
」
の
用
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
な
に
ご
と
を
ま

つ
と
は
な
し
に
な
が
ら

へ
て
い
つ
す

み
よ
し
と
思
ふ
べ

き
身
ぞ

(兵
衛
佐
)

(略
)
い
つ
す
み
よ
し
と
な

ど
よ
そ

へ
た
る
は
を
か
し
き
や
う
な
れ

ど
、
を
は
り
の
こ
と
ば
い
ひ
す
て
た
る
や
う

に
や
あ
ら
む
、

(『住
吉
社
歌
合
』
述
懐

・
廿
五
番
左

)

②
あ
る
い
は
、
絵
に
か
け
る
女
に
た
と

へ
、
し
ぼ
め
る
花

の
に
ほ
ひ
の
こ

れ
る
に
よ
そ

へ
、
或
は
商
人

の
よ
き
き
ぬ
き
た
る
と
い
ひ
、
田
夫
の
花

の
陰
に
や
す
め
る
が
ご
と
し
。

(『御
裳
濯
河
歌
合
』

一
番
判
詞
)

③
衣
手
は
清
見
が
関
に
あ
ら
ね
ど
も
た
ゆ
る
よ
も
な
き
な
み
だ
な
り
け
り

(経
家
)

(略

)
清
見
が
関
に
な
み
だ
の
た
え
ざ
る
や
う

に
き
こ
ゆ
。

(略
)
清
見
が
関
に
な
み
た
え
ず
と
よ
そ

へ
た
る
を
、
た
の
字
の
ぞ

へ
る
こ
と
す
こ
し
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
よ
そ
ふ
る
歌
は
か
や
う

の

こ
と
も

つ
ね
の
こ
と
な
り
。

(
『六
百
番
歌
A
口』
寄
関
恋
・十
九
番
右
)

④
す
み
な
れ
し
ひ
と
は
こ
ず
ゑ
に
た
え
は
て
て
こ
と
の
ね
に
の
み
か
よ
ふ

松
風

(有
家
)

(略
)
こ
ず
ゑ
に
ひ
と
の
た
ゆ
る
や
う
に
き
こ
ゆ
。

(略
)
こ
ず
ゑ
に
ひ
と
の
た
ゆ
る
や
う
な
る
こ
と
は
さ
も
あ
る
こ
と

な
れ
ど
、
よ
そ
ふ
る
こ
と
は
か
や
う
に
い
ふ
も

つ
ね
の
例
な
る
う

へ
、

す
み
な
れ
し
ひ
と
は
こ
ず
ゑ
に
と
い
へ
る
、
姿
よ
ろ
し
く
聞

こ
え
て
、

下
句
も
ま
た
優
な
る
べ
し
。(

『六
百
番
歌
合
』
寄
琴
恋

・
十
二
番
左

)

⑤
今
さ
ら
に
た
れ
に
心
を
う

つ
す
ら
ん
わ
れ
と
墨
絵
は
か
き
た
え
に
け
り

(有
家
)

(略
)
わ
れ
と
墨
絵
は
な
ど
よ
そ

へ
い
へ
る
、
を
か
し
く
た
く
む
と

い
へ
る
な
る
べ
し
。

(
『六
百
番
歌
合
』
寄
絵
恋

・
十
四
番
左
)

⑥
草
ふ
か
き
夏
野
わ
け
ゆ
く
さ
を
鹿

の
ね
を
こ
そ
た
て
ね
露
そ
こ
ぼ
る
る

(左
大
臣
)

(略
)
よ
そ

へ
と
い
ひ
、
姿
と
い
ひ
、
ま

こ
と
に
を
か
し
く
こ
そ
侍

れ
。

(
『水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
春
恋

・
九
番
左
)

①
③
④

は
掛
詞
、
②
⑤
は
比
喩
を
さ
し
て

「よ
そ

へ
」
と
評
し
て
い
る
。
旧

来

の
用
法
の
域
を
出
て
い
な

い
が
、
個

々
の
歌
の
批
評
で
あ
る
歌
A
口
判
詞
だ
か

(7)



ら
で
あ
る
。
注
目
す

べ
き
は
⑥

の
例
で
、
「
よ
そ

へ
」
が

「
姿
」
の
対
概
念
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「姿
」
が

歌
が
詠
ま
れ
た
結
果
と
し
て
の
か
た
ち
と

す
る
な
ら
、
「
よ
そ

へ
」
と
は
そ
こ

に
仕
立

て
ら
れ
で

い
く
過
程
で
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

良
経
の

「草
ふ
か
き
」
の
歌
は
、
歌
合
で
も
家
隆
歌
に
勝
ち
、
『新
古
今
集
』

巻
十
二

・
恋
二

・
一
一
〇

一
に
所
収
、
当
時
も
評
価
の
高

い
歌
で
あ

っ
た
。
本

歌
は
、夏

野
ゆ
く
を
鹿

の
角
の
つ
か
の
ま
も
妹
が
心
を
忘
れ
て
思

へ
や

(『万
葉
集
』
巻
四

・
五
〇
二
、
人
麻
呂
)

と
い
う
恋
の
歌
で
、
良
経
歌
は
、
初
句

・
二
句
を
取

っ
て
二

・
三
句
に
す
え
、

鹿

の
鳴
き
声
と
露
を
配
し
た
。
鹿

の
鳴
き
声
は
人
の
泣
く
声
を
掛
け
、
露
は
涙

を
た
と
え
、
歌

の
こ
と
ば

の
表
に
は
恋

の
詞
は
な

い
が
、
恋
の
歌
を
本
歌
取
し
、

和
歌
表
現
の
伝
統
的
な
掛
詞
や
比
喩

に
よ

っ
て
、
こ
と
ば
に
恋
の
イ
メ
ー
ジ
を

た
だ
よ
わ
せ
、
春
恋
の
心
を
主
題
的

に
表
現
し
え
て
い
る
。
掛
詞
や
比
喩
、
さ

ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
の
イ
メ
ー

ジ
を
駆
使
し
て
、
初
句
か
ら
末
句
ま
で
効

果
的
に
配
し
て
、

一
首

の
歌
を
仕
立

て
あ
げ
た
。

こ
の
歌
は
、
そ

の
よ
う

に

「よ
そ

へ
」
ら
れ
た
歌
だ
と
言
う
。

「よ
そ
ふ
」
と
は
、
「
つ
く
」
な
ど
と
ほ
ぼ

同
義
で
使
わ
れ
、
名
づ
け
、
関
係
づ
け
を
意
味
す
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
「よ

　　
　

そ
ふ
」
の
語
源
が
、
「寄
し
」
に

「
そ
ふ
」
が

つ
い
た
と

い
う

の
は
、
本
稿

の

問
題
意
識
に
即
し
て
、
出
来
す
ぎ
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
俊
成

の

「よ
そ

へ
」

も
、
名
づ
け
、
関
係
づ
け
を
方
法

と
し
た
、
『古
今
集
』
以
来

の
伝
統
を
ふ
ま

え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
現
実
の
景
物
と
心
と
で
は
な
く
、
伝
統
的

な
歌
の
こ
と
ば
と
こ
ど
ば
の
関
係
づ
け
、
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
俊

成
の

「
よ
そ

へ
」

の
方
法
な
の
で
あ
る
。

『古
来
風
躰
抄
』
の
和
歌
表
現
世
界
の
具
体
例
を
記
述
し
た
部
分
を
、
前
に

な
ら

っ
て
春

の
部

の
み
引
用
し
て
お
く
。

春
の
初
め

①
雪

の
う
ち
よ
り
咲
き
出
で
た
る
軒
近
き
紅
梅
、
賤
の

垣
根
の
梅
も

↓
色
は
ご
と
ご
と
な
が
ら
、
に
ほ
ひ
は
同
じ
く

手
折
る
そ
で
に
も
移
り
、
香
り
身
に
し
む
心

地
す
る
を

花

の
盛
り
に
な

②
吉
野
の
山
の
桜
は
↓
残
れ
る
雪
に
ま
が
ひ

り
ぬ
れ
ば

③
ま
し
て
雲
居
の
花
の
盛
り
は

↓
白
雲
の
重
な
れ
る
か
と
心
も
及
び
難
き
を

春
深
く
な
る
ま

④
井
手

の
山
吹
に
蛙
の
鳴
き
、
岸

の
藤
波
に
夕
べ
の

ま
に
は

鶯
春

の
名
残
を
惜
し
み
顔
な
る
な
ど
も

↓
さ
ま
ざ
ま
身
に
し
む
心
地
す
る
を

⑤
岩
垣
沼

の
か
き

つ
ば
た
、
山
下
照
ら
す
岩

つ
つ
じ
な

ど
ま
で↓

ほ
ど
に
つ
け
て
は
心
移
ら
ぬ
に
あ
ら
ず

↓
印
で
前
項
と
後
項
と
に
分
け
て
み
た
が
、
そ
の
こ
と
自
体
か
な
り
無
理
が

あ
る
と
い
う
も

の
だ
ろ
う
。
「
～

つ
け
て
」
や

「
～
よ
そ

へ
て
」
の
語
が
な

い

か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
↓
心
に
思
ふ
こ

と
を
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り
」
の
古
今
的
図
式
に
あ
て
は
ま
ら
な

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
典
拠
と
な

っ
て
い
る
歌
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
か
ば
か
り
の
に
ほ
ひ
な
り
と
も
梅

の
花
賤
の
垣
根
を
思
ひ
忘
る
な

(
『後
拾
遺
集
』
春
上

・
六

一
、
弁
乳
母
)

折
り
つ
れ
ば
袖

こ
そ
に
ほ
へ
梅

の
花
あ
り
と
や
こ
こ
に
鶯

の
鳴
く

(『古
今
集
』
春
上

・
三
二
、
よ
み
人
し
ら
ず
)

②

み
吉
野
の
山
べ
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

(
『古
今
集
』
春
上

・
六
〇
、
紀
友
則
)

③
九
重
に
立

つ
白
雲
と
見
え

つ
る
は
大
内
山
の
桜
な
り
け
り

(
『詞
花
集
』
春

・
二
三
、
前
斎
院
出
雲

)

④
蛙
鳴
く
井
手

の
山
吹
散
り
に
け
り
花

の
盛
に
あ
は
ま
し
も
の
を

(g)



(
『古
今
集
』
春
下

・
一
二
五
、
よ
み
人
し
ら
ず
)

わ
が
宿

の
藤
の
色

こ
き
た
そ

か
れ
に
尋
ね
や
は
来
ぬ
春

の
な
ご
り
を

(『
源
氏
物
語
』
「藤
裏
葉
」
巻
)

な
ぐ
さ
む
る
か
た
や
な
か
ら

む
花
も
散
り
春
も
暮
れ
ゆ
く
鶯
の
声

(
『永
久
百
首
』
春
、
大
進
)

⑤
風
吹
け
ば
岩
垣
沼

の
か
き
つ
ば
た
浪
の
折
る
に
ぞ
ま
か
せ
た
り
け
る

(
『堀
河
百
首
』
春
、
大
江
匡
房
)

入
り
日
さ
す
夕
紅

の
色
は
え

て
山
下
照
ら
す
岩

つ
つ
じ
か
な

(『金
葉
集
』
春

・
入
四
、
参
河
)

『古
来
風
躰
抄
』
の
記
述
は
、
歌

の
表
現
そ
の
ま
ま
に
、
前
項
か
ら
後
項

へ
、

モ
チ
ー
フ
か
ら
方
法
を
介
し
て
主
題

へ
と
推
移
し
て
い
く
と
い
う
単
純
な
図
式

で
は
な
い
。
①
で
は
、
前
項
に

『後
拾
遺
集
』
歌
の

「賤
の
垣
根

の
梅
の
花
」

を
配
し
、
後
項
に

『古
今
集
』
歌

の

「折
り
つ
れ
ば
袖

こ
そ
に
ほ

へ
」
が
引
か

れ
、
両
者
合
わ
せ
て
、
「
香
り
身
に

し
む
心
地
す
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
②

③
は

『古
今
集
』
序
と
同
様

の
図
式

で
前
項
か
ら
後
項

へ
と
展
開
し
、
④
⑤
は

前
項
の
み
に
歌
の
表
現
が
ふ
ま
え
ら
れ
、
後
項
に
歌

の
こ
と
ば
に
な
い

「身
に

し
む
心
地
す
る
」
「心
移
ら
ぬ
に
あ

ら
ず
」
の
感
情

・
感
覚
が
主
題
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。

前
項

・
後
項

の
関
係
自
体
が
こ
こ
で
は
、
無
効

で
あ
る
。
『古
今
集
』
序
で

は
、
前
項
は
現
実
の
景
物
、
後
項

は
人

の
心
で
あ

っ
た
が
、
『古
来
風
躰
抄
』

で
は
、
前
項
か
ら
後
項
も
と
も
に
歌

こ
と
ば
で
あ
る
。
前
項
か
ら
後
項

へ
、
後

項
か
ら
前
項

へ
、
自
在
に
こ
と
ば
は
往
還
し
響
き
合

っ
て
、
何
ら
か
の
感
情

・

感
覚
が
主
題
的
に
表
現
さ
れ
る
。
伝
統
的
な

こ
と
ば
と
こ
と
ば
の
関
係
づ
け
、

組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
、
主
題
が
表
現
さ
れ
て
い
く
。
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、

そ
の
方
法
を
俊
成
は
、
「
よ
そ

へ
」

と
言

っ
た
の
で
あ
る
。

俊
成
が
、
詠
歌

の
根
源
と
し
て

「も
と
の
こ
こ
ろ
」

の
確
立
を
言

い
、
理
想

の
歌
の
姿
と
し
て

「艶
」
や

「景
気
」
、
ま
た
は

「幽
玄
」
を
め
ざ
し
た
こ
と

は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
否

定
す
る
も

の
で
は
な

い
。
歌
の
本
質
や
理
想
の
あ
り
か
た
は
そ
れ
と
し
て
、
本

稿
は
、
歌
の
本
質
や
理
想
を
実
現
し
て
ゆ
く
方
法
論
を
、
出
発
点
に
も
ど
る
か

よ
う
に
し
て
、
考
察
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

(
1
)

鈴

木

日
出

男

『古

代
和

歌
史

論
』

(
平

2

・
10

)

(
2
)

阿
部
秋

生

・
秋

山
虔

・
今
井

源
衛

『源

氏

物

語

一
』

(
日
本

古

典

文
学

全

集

)

に
拠

る
。

(
3
)

尼

ヶ
崎

彬

『
日
本

の
レ
ト

リ

ッ
ク

』
(昭

63

・
1
)
に

、
見
立

て
に

つ

い
て

「
常

識
的

な
文
法

や

連
想

関
係

か
ら

は
結

び

つ
か

ぬ
も

の
を
、

類
似

の
発

見

に
よ

っ
て

(な

い
し

は
類
似

の
設
定

に
よ

っ
て
)
結

び

つ
け
、

そ
れ

に
よ

っ

て
主

題

と
な

っ
て

い
る
も

の
に
新

た

な

《
物

の
見
方
》

を

適
用

し
、
新

し

い

意

味

を

(
ま

た
は
忘

れ
ら

れ

て

い
た
意

味
を

)
読

者

に
認

識
さ

せ
る
も

の
で

あ

る
」

と
あ

る
。

示
唆

さ

れ
た

こ
と
大

で
あ

る

が
、

こ

の
書

の
論

点

に
従
え

ば
、
名

づ

け
、
関

係

づ

け

の
方
法

は
、
「
新

た
な

《
物

の

見
方

》
」
す

な
わ

ち
新
し

い
名

や
関

係

の
認
識

を
方
法

化

し

た
も

の
と

い
い
か
え

る

こ
と
が

で

き

る
。

し

か
し
、

和
歌

表
現

に

は
、
歌

の
こ
と
ば

の
問

題

に

つ

い
て
第

二
節

末

に
述

べ
た
よ
う

に
、

認
識

論

に
即
し

え
な

い
点

が
多

々
あ

る
。

(
4
)

通

行

の
辞
典

類

の
意
味

説

明
を
見

て
も

、

な
ぞ

ら
え

る
、

た
と

え
る

、
見

立

て
る

、
擬
す

、

近
づ
け

る

、
な

ど
と
あ

る

が
、

こ
れ

で
は

、
序

詞
、
掛

詞

の
例

を
す

く

い
き

れ
な

い

(唯

一
、

『
角

川
古
語

辞
典

』

「
そ

ふ
」
⑤

に

「
寓

意

を

持

た

せ
る
。

和

歌

で
懸
詞

に
よ

っ
て
二
重

の
意

味
を

詠

み
込

む

こ
と
を

も

い
う

」

と
あ

る

)。

『
日
本

国

語

大

辞

典

』

「
つ
け

る
」

二
⑥

「
よ

せ
る
」

⑧

「
よ
そ

え
る

」
②

や

『岩

波
古

語
辞

典

』

「
よ

せ
」
②

⑧

に
あ

る

よ
う

な
、

関

連

さ

せ
る
、
関

係

づ
け

る
、
な

ど

が
、
意

味

と
し

て

ふ
さ
わ

し

い
。

(
5
)

土

方

洋

一
氏

は
、

『歌

経

標

式

』

に
見

え
る

「
喩
」

の
語

は
、
枕

詞
、
掛

(9)



詞
、
序

詞

、
縁
語

、
見

立

て
か
ら

主
語

述
語

や
修

飾
被

修
飾

の
関

係
、

係

り

受

け

、
言

い
換

え
、
畳

み
重

ね
な

ど

の
意
味

ま

で
守
備

範

囲
が
広

が

っ
て

い

る

こ
と

を

指

摘

し

て

い
る

(
「
『
歌
経

標
式

』

の

〈
喩

〉
を

め
ぐ

っ
て
」

『青

山
語

文
』

18
号

、
昭

63

・
3

)。

し
か
し
、

今

の
と

こ
ろ
、

そ
れ
ら
を
包

括

し

て

〈
喩
〉

の
名

に

お

い
て
呼

ぶ

こ
と
は

は
ば

か
ら

れ
る
。

(
6

)

注

(
1

)参

照
。

(
7

)

家
郷

隆
文

「
俊

成

の

「
思

ひ
寄

そ

へ
」
思

考
1

『
古
来

風
体

抄
』

の
場

合

ー

」

(
『
藤
女

子
大

学
国

文
学

雑
誌

』

21
号
、

昭
和

52

.
4

)

(
8

)

『
岩

波
古

語
辞
典

』

「
よ

そ

へ
」

の
項

に

、
「
ヨ
シ

(寄

)
ソ

へ

(
添

)
の
約

か
。

甲
を

乙

に
引

き
寄

せ
て
並

べ
、

両
者

を
関
係

が
あ

る

と
す

る
意

」
と
あ

る
。

本
文

は

、
通
行

の
活

字
本

に
拠

っ
た
。

『古

来

風

躰

抄
』

は

、
再

撰

本

で
あ

る
。

歌

番
号

は

、

『新

編
国

歌
大

観
』

に
拠

る
。
表
記

は
私

に
改

め
た
と

こ
ろ

が

あ

る
。

な

お
、
本

稿

は
、

平
成

二
年
度

文

部
省
科

学

研
究
費

奨

励
研

究
㈲

に
よ

る
成

果

の

一
部

で
あ

る
。

(lo)


