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和
歌
文
学
会
五
月
例
会
発
表
資
料 

二
〇
一
六
年
五
月
一
四
日 

於
中
央
大
学 

本
居
宣
長
の
本
歌
取
論
―
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』
評
釈
を
通
し
て 

東
京
外
国
語
大
学
（
院
） 

藤
井 

嘉
章  

一
、
先
行
注
釈
と
の
対
照
と
本
居
宣
長
の
本
歌
認
定 

 

  

本
発
表
で
、
本
歌
取
と
し
て
認
め
る
新
古
今
歌
は
全
一
七
一
首
。
う
ち
、
二
六
首
が
本
歌
を
二
首
持
つ
こ
と
か

ら
、
本
歌
は
全
一
九
七
首
で
あ
る
。
こ
の
一
九
七
首
に
つ
い
て
、
先
行
注
釈
に
お
け
る
指
摘
を
対
照
す
る
と
、
座

図
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
参
考
の
た
め
『
尾
張
廼
家
苞
』
の
デ
ー
タ
を
付
す
。 

 

              
 

 

  

右
図
に
お
け
る
先
行
注
釈
書
に
お
い
て
一
度
で
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
先
行
歌
の
一
致
の
和
集
合
は
一
八

五
首
に
達
し
、
全
体
の
九
四
％
を
占
め
る
。
い
ず
れ
の
注
釈
書
の
指
摘
と
も
一
致
し
な
い
本
歌
を
持
つ
新
古
今
歌

は
、
四
一
二
、
四
九
三
、
六
二
五
、
一
一
一
八
、
一
二
〇
三
、
一
二
七
七
、
一
二
八
一
、
一
三
一
七
、
一
三
二
六

（
本
歌
二
首
と
も
に
）、
一
四
五
五
、
一
四
六
六
で
あ
る
。 

 

二
、
石
原
正
明
の
本
歌
取
解
釈
と
の
基
本
的
な
対
立
点 

⑤
高
橋
俊
和
氏
「
和
歌
の
『
し
た
て
や
う
』」(

『
本
居
宣
長
の
歌
学
』) 

本
歌
の
詞
を
本
歌
の
中
の
意
味
・
情
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
本
歌
取
り
の
態
度
（
八
五
頁
） 

宣
長
：
本
歌
の
「
心
」
を
取
る 

「
か
の
朝
臣
（
発
表
者
注
：
在
原
業
平
）
の
心
に
て
よ
め
る
歌
」（
春
上
・
四
五
・
定
家
） 

「
古
歌
を
心
に
も
ち
て
」（
春
上
・
藤
原
俊
成
・
五
九
） 

「
本
歌
の
ご
と
く
」（
春
下
・
俊
成
卿
女
・
一
四
〇
） 

「
本
歌
の
下
句
の
意
を
も
ち
て
」（
雑
下
・
藤
原
家
隆
・
一
七
五
九
） 

 

⑩
寺
島
恒
世
氏
「
気
韻
の
和
歌 

新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
の
要
諦
」 

本
歌
取
は
詞
を
と
る
技
法
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
複
雑
な
技
巧
は
否
定
さ
れ
る
。（
二
三
一
頁
） 

正
明
：
本
歌
の
「
詞
」
の
み
を
取
る 

「
本
歌
は
詞
計
を
と
る
な
り
」（
春
下
・
俊
成
卿
女
・
一
四
〇
） 

「
本
歌
は
詞
ば
か
り
を
と
れ
り
」（
夏
・
後
鳥
羽
院
・
二
三
六
） 

「
古
歌
を
と
る
は
古
哥
の
詞
を
と
る
也
」（
秋
上
・
俊
成
卿
女
・
三
九
一
） 
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「
古
哥
は
た
ゞ
詞
ば
か
り
を
と
れ
る
な
り
」（
秋
下
・
式
子
内
親
王
・
五
三
四
） 

三
、
本
居
宣
長
に
お
け
る
本
歌
取
解
釈
の
諸
相 

 

本
発
表
で
は
、
宣
長
の
本
歌
取
歌
に
対
す
る
解
釈
を
分
類
す
る
方
法
を
取
る
。
宣
長
の
本
歌
取
に
対
す
る
解
釈

は
、
基
本
的
に
は
『
愚
問
賢
注
』
等
に
お
け
る
伝
統
的
な
分
類
区
分
に
従
う
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
枠
組
で

は
整
理
で
き
な
い
解
釈
を
示
し
て
も
い
る
。
本
発
表
で
提
案
す
る
分
類
枠
組
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

(a)
本
歌
の
心
を
取
っ
て
新
た
な
趣
向
を
加
え
る 

(b)
本
歌
の
設
定
を
展
開
さ
せ
る 

(c)
本
歌
の
別
の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
む 

(d)
本
歌
か
ら
縁
語
関
係
を
読
み
込
む 

(e)
本
歌
の
詞
の
み
を
取
る 

 

(a)
か
ら
(e)
ま
で
が
相
互
に
跨
り
な
が
ら
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
描
い
て
い
る
様
を
観
察
す
る
。 

 

(a)
本
歌
の
心
を
取
っ
て
新
た
な
趣
向
を
加
え
る 

 

『
愚
問
賢
注
』
の
「
本
歌
の
心
を
と
り
て
風
情
を
か
へ
た
る
哥
」
や
「
本
哥
の
心
に
な
り
か
へ
り
て
、
し
か
も
本

歌
に
へ
つ
ら
わ
ず
し
て
、
あ
た
ら
し
き
心
を
よ
め
る
躰
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。 

 

➂
久
保
田
淳
氏
「
本
歌
取
の
意
味
と
機
能
」
で
は
、
前
者
が
「
依
存
し
つ
つ
添
加
が
試
み
ら
れ
て
い
る
」
の
に

対
し
て
、
後
者
は
「
本
歌
の
作
者
の
心
に
な
り
き
り
、
し
か
も
本
歌
の
枠
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
新
し
い
美
を

創
造
す
る
こ
と
」（
一
二
一
頁
）
で
あ
る
と
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
は
、
享
受
者
側
の
本
歌
取
の
巧
拙
の

評
価
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
本
歌
の
心
を
取
っ
て
新
た
な
趣
向
を
加
え
る
」
と
い
う
次
元
で
は
、

同
一
の
分
類
項
目
に
含
め
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
『
愚
問
賢
注
』
「
恋
雑
を
ば
季
に
な
し
、
季
を
ば
恋
雑
に
と
る
」

な
ど
も
こ
の
分
類
と
す
る
。 

  
 
 
 

刑
部
卿
頼
輔
が
歌
合
し
侍
け
る
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る 

A
き
く
人
ぞ ◦

な
み
だ
は ◦

お
つ
る
か
へ
る
か
り
な
き
て
ゆ
く
な
る
明
ぼ
の
の
そ
ら(

春
上
・
藤
原
俊
成
・
五
九) 

本
歌 A'

な
き
わ
た
る
か
り
の
涙
や
お
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
や
ど
の
萩
の
う
へ
の
つ
ゆ 

(

古
今
・
秋
上
・
読
人
し
ら
ず
・
二
二
一)  

め
で
た
し
、
下
句
詞
め
で
た
し
、
初
二
句
、
よ
の
つ
ね
な
ら
ば
、
き
く
人
も
涙
ぞ
お
つ
る
と
よ
む
べ
き
を
か

く
よ
め
る
、
ぞ ◦

も
じ
は ◦

も
じ
の
は
た
ら
き
に
心
を
つ
く
べ
し
、
四
の
句
は
、
う
ち
ひ
ら
め
な
る
詞
な
れ
共
、

此
歌
に
て
は
め
で
た
く
聞
ゆ
、
す
べ
て
同
じ
こ
と
も
、
い
ひ
な
し
と
上
下
の
つ
ゞ
き
か
ら
に
よ
り
て
、
よ
く

も
あ
し
く
も
な
る
わ
ざ
ぞ
か
し
、
古
歌
に

、
、
、
〽
鳴
わ
た
る
雁
の
な
み
だ
や
お
ち
つ
ら
ん
と
あ
る
を
、
心
に
も
ち

、
、
、
、
、
、
、
、
、

て、
、
今
は
鳴
て
別
れ
ゆ
く
雁
な
る
故
に
、
聞
人
ぞ
か
な
し
く
、
其
涙
は
お
つ
る
と
な
り
、 

  

「
古
歌
に
…
と
あ
る
を
心
に
も
ち
て
」
と
い
う
表
現
を
使
う
。
宣
長
は
、
本
歌
で
雁
が
涙
を
流
し
て
い
る
心
を
、

こ
の
新
歌
に
も
読
み
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
古
歌
の
心
を
も
つ
と
は
、
具
体
的
に
は
雁
が
涙
を
流
し
て
い
る
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
雁
の
涙
を
、
聞
く
人
も
流
す
と
い
う
、
新
た
な
趣
向
が
加
え
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
解
釈
を
行
う
。『
尾
張
』
は
「
古
歌
と
は
、
鳴
わ
た
る
雁
の
涙
や
落
ち
つ
ら
ん
物
お
も
ふ
宿
の
萩
の
上
の
露

と
み
え
た
る
也
。
そ
れ
を
心
に
も
つ
と
は
、
泪
と
い
ふ
も
じ
、
啼
と
い
ふ
も
じ
の
似
た
る
故
に
や
。
な
く
物
に
泪

を
よ
む
事
は
、
一
向
平
生
の
事
に
て
、
い
づ
れ
の
歌
に
よ
れ
り
と
い
ふ
べ
き
ほ
ど
の
事
に
は
あ
ら
ず
」
と
述
べ
、

古
今
二
二
一
番
歌
を
本
歌
と
し
て
認
め
な
い
。
窪
田
『
完
本
評
釈
』
も
本
歌
認
定
に
関
し
て
『
尾
張
』
の
解
を
支

持
し
た
上
で
、「
鳴
く
は
雁
、
そ
の
鳴
く
に
つ
い
て
の
涙
は
我
の
意
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

雁
が
涙
を
流
す
か
否
か
に
関
わ
る
こ
の
解
釈
の
相
違
は
、
宣
長
に
お
け
る
「
本
歌
の
心
を
取
っ
て
新
た
な
趣
向

を
加
え
る
」
と
い
う
解
釈
法
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
言
え
る
。 
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五
十
首
歌
奉
り
し
時 

B
さ
く
ら
花
夢
か
う
つ
ゝ
か
し
ら
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
峯
の
春
風(

春
上
・
藤
原
家
隆
・
一
三
九) 

本
歌 B'

風
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か(

古
今
・
恋
二
・
壬
生
忠
岑
・
六
〇
一) 

 

め
で
た
し
、
本
歌
〽
云
々

し
ら
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か
、
た
え
て
は
、
上
よ
り
は
、
白
雲
の
絶
た
る

意
に
つ
ゞ
け
き
て
、
た
え
て
つ
れ
な
き
は
、
俗
言
に
言
語
道
断
の
つ
れ
な
き
風
ぞ
、
と
い
ふ
意
に
て
、
つ
れ

な
く
花
を
ち
ら
し
た
る
こ
と
を
、
深
く
恨
み
た
る
也
、
二
の
句
、
一
夜
の
ほ
ど
な
ど
に
、
俄
に
散
た
る
さ
ま

な
り
、
さ
て
又
、
し
ら
ず
を
し
ら
雲
へ
い
ひ
か
け
、
又
峯
の
花
は
、
白
雲
と
見
ゆ
る
物
な
れ
ば
、
白
雲
の
絶

る
は
、
散
た
る
よ
し
也
、
さ
れ
ば
白
雲
の
絶
て
と
い
へ
る
は
、
本
歌
の
詞
な
る
を
、
本
歌
に
な
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
趣
を
、
か

、
、
、
、

く
さ
ま
〴
〵
こ
め
ら
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
た
く
み
な
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、 

  

宣
長
は
本
歌
上
句
を
、
「
絶
え
て
」
を
導
く
た
め
の
序
詞
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
、
『
古
今
集
遠
鏡
』

の
俗
語
訳
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
上
サ
テ
〳
〵
ル
ヰ
モ
ナ
イ
ケ
シ
カ
ラ
ヌ
キ
ヅ
ヨ
イ
君
ガ
心
カ
ナ
」。
一
そ

の
上
で
、
新
歌
の
「
し
ら
雲
」
に
は
、「
し
ら
ず
」
が
言
い
掛
け
ら
れ
、「
絶
え
て
」
に
は
、「
し
ら
雲
」
に
見
立
て

ら
れ
た
「
さ
く
ら
花
」
が
散
っ
て
し
ま
う
と
い
う
景
が
読
み
込
ま
れ
る
。
そ
れ
を
「
本
歌
に
な
い
趣
」
で
あ
る
と

述
べ
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 

夏
の
は
じ
め
の
う
た 

C
を
り
ふ
し
も
う
つ
れ
ば
か
へ
つ
世
の
中
の
人
の
こ
ゝ
ろ
の
は
な
ぞ
め
の
そ
で(

夏
・
俊
成
卿
女
・
一
七
九) 

本
歌 C'

世
中
の
人
の
心
は
花
ぞ
め
の
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る(

古
今
・
恋
歌
五
・
小
野
小
町
・
七
九
五) 

C''
色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
有
り
け
る(

古
今
・
恋
歌
五
・
読
人
し
ら
ず
・
七
九
七) 

 

め
で
た
し
、
本
歌
〽
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
有
け
る
、
〽
世
中
の
人
の
心
は
花
染
の
云
々

、

初
二
句
は
、
人
の
心
の
か
は
り
や
す
き
こ
と
は
、
男
女
の
中
の
み
な
ら
ず

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
り
ふ
し
の
う
つ
る
に
も
、
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
り
か
は
る
よ

、
、
、
、
、
、
と
い
へ
る
に
て
、
花
染
衣
を
す
て
て
、
夏
衣
に
な
れ
る
こ
と
を
い
へ
る
也
、 

  

『
美
濃
』
は
本
歌
に
詠
ま
れ
る
男
女
の
仲
を
も
新
歌
に
読
み
込
む
。
一
方
『
尾
張
』
は
「
本
歌
の
如
く
云
〻
と
説

る
ゝ
う
つ
り
に
て
、
む
つ
か
し
く
」
説
い
て
い
る
と
し
、
新
歌
の
趣
意
を
「
折
ふ
し
の
お
し
う
つ
れ
ば
、
世
中
の

人
心
迄
が
お
し
う
つ
り
て
、
花
染
の
袖
を
、
夏
衣
に
か
へ
た
と
也
」
と
す
る
。
本
歌
の
男
女
の
仲
を
読
み
込
ま
な

い
の
で
あ
る
。 

 

『
美
濃
』
は
本
歌
で
詠
ま
れ
る
男
女
の
仲
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
思
い
つ
つ
、
新
歌
で
は
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
季

節
も
変
化
し
、
衣
が
変
わ
る
と
い
う
読
み
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

(b)
本
歌
の
設
定
を
展
開
さ
せ
る 

『
愚
問
賢
注
』「
本
歌
に
贈
答
し
た
る
体
」
や
、
➁
君
嶋
亜
紀
氏
「
本
歌
取
分
類
論
の
試
み
―
藤
原
良
経
の
歌
を
題

材
と
し
て
―
」
に
お
け
る
、「
展
開
型
本
歌
取
」、「
唱
和
型
本
歌
取
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
以
上
は
本
歌
の
設

定
が
前
提
と
な
り
、
そ
れ
が
展
開
さ
れ
る
も
の
と
し
て
新
歌
を
解
釈
す
る
と
い
う
共
通
の
基
盤
を
持
つ
。 

  
 
 
 

更
衣 

D
散
り
は
て
て
花
の
か
げ
な
き
木
ノ

本
に
た
つ
こ
と
や
す
き
な
つ
衣
か
な(

夏
・
慈
円
・
一
七
七) 

本
歌 D'

け
ふ
の
み
と
春
を
お
も
は
ぬ
時
だ
に
も
立
つ
こ
と
や
す
き
花
の
か
げ
か
は 

(

古
今
・
凡
河
内
躬
恒
・
春
下
・
一
三
四) 
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め
で
た
し
、
本
歌
〽
け
ふ
の
み
と
春
を
思
は
ぬ
と
き
だ
に
も
た
つ
こ
と
や
す
き
花
の
陰
か
は
、
三
の
句
、
木
ノ

本
は
と
い
ふ
べ
き
を
、
に ◦

と
い
へ
る
は
、
夏
衣
を
た
つ
方
を
む
ね
と
せ
れ
ば
な
り
、
は ◦

と
い
ひ
て
は
、
衣
の

か
た
に
う
と
し
、
四
の
句
は
、
本
歌
の
意
と
む
か
へ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
今
は

、
、
、
た
つ
こ
と
や
す
き
な
り
、
さ
て
又
月
日
の
は

や
く
う
つ
り
て
、
夏
に
な
れ
る
意
を
も
、
か
ね
た
る
べ
し
、
本
歌
に
て
は
、
た
ゞ
花
の
陰
の
、
立
さ
り
が
た

き
意
の
み
な
る
を
、
か
く
と
り
な
し
て
、
三
ッ

の
意
を
か
ね
た
る
は
、
此
集
の
こ
ろ
の
た
く
み
の
ふ
か
き
な
り
、 

  

「
本
歌
の
意
と
む
か
へ
て
」
と
言
う
よ
う
に
、
時
間
を
春
か
ら
夏
へ
と
進
め
て
、
春
に
は
立
ち
去
り
が
た
か
っ

た
「
花
の
陰
」
も
、
夏
に
な
っ
た
今
で
は
容
易
に
立
ち
去
る
事
が
で
き
る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
本
歌
に
お
け

る
春
の
日
の
立
ち
去
り
が
た
い
花
陰
と
い
う
設
定
か
ら
、
時
間
の
経
過
を
通
し
て
「
た
つ
こ
と
や
す
き
」
と
い
う

展
開
を
見
せ
る
、
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
後
日
談
的
な
本
歌
取
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
『
美
濃
』
は
本
歌
に
お
け
る
「
立
つ
」
に
加
え
て
、
新
歌
で
は
時
が
「
経
つ
」
と
衣
を
「
裁
つ
」
と
の
、
三

つ
の
意
を
「
た
つ
こ
と
」
が
兼
ね
て
い
る
、
と
見
て
お
り
、
(a)
心
を
と
っ
て
新
た
な
趣
向
を
加
え
る
と
い
う
分
類

に
も
跨
っ
て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
「
本
歌
に
て
は
、
た
ゞ
花
の
陰
の
、
立
さ
り
が
た
き
意
の
み
な
る
を
、
か

く
と
り
な
し
て
、
三
ッ
の
意
を
か
ね
た
る
は
、
此
集
の
こ
ろ
の
た
く
み
の
ふ
か
き
な
り
、」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ

う
に
、
こ
の
種
の
本
歌
取
を
大
い
に
評
価
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 

題
し
ら
ず 

E
今
こ
む
と
た
の
め
し
こ
と
を
わ
す
れ
ず
は
此
夕
暮
の
月
や
ま
つ
ら
む(

恋
三
・
藤
原
秀
能
・
一
二
〇
三) 

本
歌 E'

今
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ち
い
で
つ
る
か
な(

古
今
・
恋
四
・
素
性
・
六
九
一) 

E''
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
い
づ
る
月
ま
つ
と
人
に
は
い
ひ
て
君
を
こ
そ
ま
て(
拾
遺
・
恋
三
・
柿
本
人
磨
・
七
八
二) 

 

本
歌
〽
今
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
云
々

、
こ
ゝ
の
歌
は
、
本
歌
を
う
ち
か
へ
し
て
、
こ
な
た
よ
り
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
め
お
き
し
こ
と
と
聞
ゆ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
さ
る
は
ち
か
き
ほ
ど
に
参
ら
む
と
た
の
め
お
き
つ
れ
ど
も
、
さ
は
り
有
て
、
え

ゆ
か
ぬ
に
つ
き
て
、
こ
よ
ひ
な
ど
は
、
其
人
の
必
我
を
月
出
ば
来
む
と
ま
ち
て
、
月
の
出
る
を
ま
ち
や
す
ら

む
と
、
お
も
ひ
や
れ
る
也
、
又
結
句
は
〽
月
ま
つ
と
人
に
は
い
ひ
て
云
々

、
の
意
に
よ
り
て
、
た
ゞ
に
我
を
ま

ち
や
す
ら
ん
の
意
に
も
あ
る
べ
し
、
た
の
め
し
を
、
あ
な
た
よ
り
た
の
め
た
る
に
し
て
は
、
下
句
お
だ
や
か

な
ら
ず
、 

  

第
一
の
本
歌
で
あ
る
古
今
集
歌
が
女
の
立
場
か
ら
、
契
を
交
わ
し
た
男
の
訪
れ
を
待
つ
歌
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

新
歌
は
そ
の
本
歌
の
設
定
の
主
体
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
約
束
し
た
男
が
女
の
も
と
へ
行
こ
う
と
し
て
も
、

行
け
な
い
状
況
の
中
で
、
自
分
を
待
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
女
に
、
思
い
を
寄
せ
る
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
二
の
本
歌
で
あ
る
拾
遺
集
歌
に
つ
い
て
は
そ
の
「
月
ま
つ
」
と
い
う
詞
か
ら
、
下
の
句
の
「
人
に
は
い
ひ
て

君
を
こ
そ
ま
て
」
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
次
項
の(c)

本
歌
の
別
の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
む
と
い
う

取
り
方
を
し
て
い
る
。 

 

題
し
ら
ず 

F
松
山
と
契
り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
こ
す
な
み
に
の
こ
る
月
影(

恋
四
・
藤
原
定
家
・
一
二
八
四) 

本
歌 F'

君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
す
ゑ
の
松
山
浪
も
こ
え
な
む 

(

古
今
・
東
歌
・
読
人
し
ら
ず
・
一
〇
九
三) 

F''
ち
ぎ
り
き
な
か
た
み
に
そ
で
を
し
ぼ
り
つ
つ
す
ゑ
の
ま
つ
山
な
み
こ
さ
じ
と
は 

(

後
拾
遺
・
恋
四
・
清
原
元
輔
・
七
七
〇) 

 

め
で
た
し
、
下
句
詞
め
で
た
し
、
上
句
は
〽
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
云
々

、
と
契
り
し
人
は
つ
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れ
な
く
て
、
其
契
の
か
は
り
て
也

、
、
、
、
、
、
、
、
、
四
の
句
は
、
涙
に
て
、
か
の
本
歌
の
詞
也
、
又
、
〽
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ

り
つ
ゝ
の
歌
を
も
思
は
れ
た
る
な
り
、
又
こ
す
波
と
い
ふ
詞
に
、
契
の
か
は
り
た
る
よ
し
を
こ
め
た
り
、
結

句
の
こ
る
と
い
へ
る
は
た
ら
き
た
る
詞
也
、
契
は
絶
て
、
月
影
の
み
残
り
て
、
忘
ら
れ
ぬ
つ
ま
と
な
る
よ
し

な
り
、 

 

「
あ
だ
し
心
」
を
持
た
な
い
と
契
っ
た
と
い
う
本
歌
か
ら
、
そ
の
契
っ
た
人
が
つ
れ
な
く
て
、
契
が
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
新
歌
の
読
み
が
出
て
来
る
。 

 

(c)
本
歌
の
別
の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
む 

本
歌
の
摂
取
し
た
詞
か
ら
、
摂
取
し
て
い
な
い
句
を
連
想
さ
せ
、
か
つ
意
味
を
読
み
込
む
。 

  
 
 
 

河
霧 

G
明
ぼ
の
や
川
せ
の
波
の
た
か
せ
船
く
だ
す
か
人
の
そ
で
の
秋
霧(

秋
下
・
源
通
光
・
四
九
三) 

本
歌 G'

あ
け
ぬ
る
か
か
は
せ
の
き
り
の
た
え
だ
え
に
を
ち
か
た
人
の
そ
で
の
み
ゆ
る
は 

(

後
拾
遺
・
秋
上
・
源
経
信
母
・
三
二
四) 

 

め
で
た
し
、
下
句
詞
め
で
た
し
、
二
三
の
句
は
、
船
を
く
だ
せ
ば
、
船
に
あ
た
る
波
の
音
の
高
き
を
い
ふ
、

人
の
袖
の
秋
霧
と
は
、
経
信
卿
母
の
歌
に
、
〽
明
ぬ
る
か
川
せ
の
霧
の
た
え
〴
〵
に
遠
方
人
の
袖
の
見
ゆ
る

は
、
と
あ
る
を
と
り
て
、
花
や
か
に
よ
み
な
せ
る
也
、
さ
れ
ば
此
句
は
、
袖
の
た
え
〴
〵
に
見
ゆ
る
意
な
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
、
其
詞
を
ば
、
本
歌
に
ゆ
づ
り
て
、
人
の
袖
の
と
い
ふ
詞
に
て
、
本
歌
を
思
は
せ
た
る
物
な
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
然
る
を

或
抄
に
、
袖
は
霧
に
か
く
れ
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
な
り
と
注
せ
る
は
、
い
と
を
さ
な
し
、
一
首
の
意
は
、
波

の
音
高
く
聞
え
、
又
霧
に
人
の
袖
の
た
え
〴
〵
見
ゆ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
つ
き
て
、
高
瀬
舟
を
く
だ
す
に
や
と
思
へ
る
さ
ま

な
り
、 

  

「
本
歌
に
譲
っ
て
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
示
的
に
本
歌
の
別
の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
ん
で
い
る

こ
と
を
示
す
評
釈
で
あ
る
。
「
人
の
袖
」
と
言
う
こ
と
で
、
「
た
え
〴
〵
見
ゆ
る
」
が
連
想
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
新
歌

の
意
味
内
容
と
し
て
読
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
新
歌
を
、
波
が
船
に
当
た
る
音
を
聴
覚
的
に
捉
え
、
ま

た
霧
の
合
い
間
か
ら
時
折
見
え
る
袖
を
視
覚
的
に
捉
え
た
こ
と
か
ら
、
高
瀬
舟
が
下
っ
て
い
る
こ
と
を
推
量
す
る

歌
と
す
る
。 

  
 
 
 

大
神
宮
に
奉
り
給
ひ
し
夏
ノ
歌
の
中
に 

H
ほ
と
ゝ
ぎ
す
雲
井
の
よ
そ
に
過
ぬ
な
り
は
れ
ぬ
思
ひ
の
五
月
雨
の
比(

夏
・
後
鳥
羽
院
・
二
三
六) 

本
歌 

H'
秋
霧
の
と
も
に
立
ち
い
で
て
別
れ
な
ば
は
れ
ぬ
思
ひ
に
恋
や
わ
た
ら
む(

古
今
・
離
別
・
平
元
規
・
三
八
六) 

 

本
歌
〽
秋
ぎ
り
の
と
も
に
立
出
て
わ
か
れ
な
ば
は
れ
ぬ
お
も
ひ
に
恋
や
わ
た
ら
む
、
四
の
御
句
は
、
五
月
雨

の
は
れ
ぬ
を
か
ね
て
、
本
歌
の
こ
ひ
や
わ
た
ら
ん
の
意
を
も
た
せ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
よ
そ
に
過
ゆ
き
し
時
鳥
を
、
こ
ひ
や

わ
た
ら
む
と
な
り
、 

  

本
歌
四
句
の
「
は
れ
ぬ
思
ひ
」
は
、「
五
月
雨
」
が
「
は
れ
ぬ
」
を
兼
ね
な
が
ら
、
結
句
の
「
恋
や
わ
た
ら
む
」

を
連
想
さ
せ
、
そ
の
意
味
内
容
が
、「
よ
そ
に
過
ゆ
き
し
時
鳥
を
、
こ
ひ
や
わ
た
ら
む
」
の
よ
う
に
読
み
込
ま
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
『
尾
張
』
は
「
本
歌
は
詞
ば
か
り
を
と
れ
り
。
取
の
こ
し
た
る
詞
は
此
哥
に
用
な
し
」
と
述
べ
、

一
首
の
趣
意
を
「
五
月
雨
の
比
、
は
れ
せ
ぬ
物
お
も
ひ
を
し
て
を
れ
ば
、
時
鳥
が
遠
か
た
を
啼
て
過
行
と
な
り
」

と
す
る
こ
と
で
、『
美
濃
』
が
読
み
込
ん
だ
「
恋
や
わ
た
ら
む
」
を
拒
否
す
る
。 
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千
五
百
番
歌
合
に 

I
久
か
た
の
中
な
る
川
の
う
か
ひ
ぶ
ね
い
か
に
ち
ぎ
り
て
や
み
を
ま
つ
ら
ん 

(

夏
・
藤
原
定
家
・
二
五
四) 

本
歌 I'

久
方
の
中
に
お
ひ
た
る
さ
と
な
れ
ば
ひ
か
り
を
の
み
ぞ
た
の
む
べ
ら
な
る(

古
今
・
雑
歌
下
・
伊
勢
・
九
六
八) 

 

一
二
の
句
は
、
〽
久
か
た
の
中
に
お
ひ
た
る
里
な
れ
ば
云
々

、
の
意
に
て
、
桂
川
な
り
、
此
川
は
、
月
の
中
な

る
川
に
て
、
そ
の
光
を
の
み
頼
む
と
、
本
歌
に
よ
め
る
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
う
か
ひ
ぶ
ね
は
、
い
か
な
る
契
に
て
、
闇
を
待

て
か
ふ
ぞ
と
也
、
四
の
句
は
、
俗
に
い
か
な
る
因
縁
に
て
と
い
ふ
意
な
り
、 

  

本
歌
の
「
久
方
の
中
」
か
ら
下
の
句
「
ひ
か
り
を
の
み
ぞ
た
の
む
べ
ら
な
る
」
が
ま
ず
連
想
さ
れ
る
。
新
歌
で

は
そ
の
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
、
そ
に
も
関
わ
ら
ず
「
う
か
ひ
ぶ
ね
は
、
い
か
な
る
契
に
て
、
闇
を
待
て
か
ふ
ぞ
」

と
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

(d)
本
歌
か
ら
縁
語
関
係
を
読
み
込
む 

 
 
 
 

土
御
門
内
大
臣
家
に
て
梅
香
留
袖 

J
散
り
ぬ
れ
ば
に
ほ
ひ
ば
か
り
を
う
め
の
花
あ
り
と
や
袖
に
春
風
の
ふ
く(

春
上
・
藤
原
有
家
・
五
三) 

本
歌 J'

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ
梅
花
有
り
と
や
こ
こ
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
く(

古
今
・
春
上
・
読
人
し
ら
ず
・
三
二) 

 

め
で
た
し
、
詞
め
で
た
し
、
二
の
句
の
を ◦

も
じ
、
な
る
物
を
と
い
ふ
意
な
り
、
散
ぬ
れ
ば
と
は
、
手
折
て
持

た
る
梅
花
の
散
し
を
い
ふ
、
さ
や
う
に
み
ざ
れ
ば
、
袖
に
と
い
ふ
こ
と
よ
せ
な
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
心
を
つ
く
べ
し
、
手
折

持
た
る
こ
と
は
、
詞
に
見
え
ね
ど
も
、
本
歌
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
〽
を
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
と
あ
る
に
て
、
お
の
づ
か
ら
さ
や
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
聞
ゆ

、
、
、
、
か
ゝ
る
所
、
此
集
の
こ
ろ
の
歌
の
た
く
み
な
り
、
本
歌
の
と
り
ざ
ま
お
も
し
ろ
し
、 

  

『
美
濃
』
は
、「
袖
」
に
対
す
る
「
よ
せ
」
の
必
要
性
か
ら
、
「
手
折
」
と
い
う
縁
語
関
係
を
想
定
し
よ
う
と
す

る
。
そ
こ
で
、
新
歌
に
は
詞
と
し
て
は
出
て
い
な
い
も
の
を
、
(c)
の
解
釈
法
の
よ
う
に
、
本
歌
で
は
摂
取
さ
れ
て

い
な
い
詞
で
あ
る
「
折
つ
れ
ば
」
か
ら
読
み
込
ん
で
、「
梅
花
」
を
手
で
折
っ
て
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
新
歌
初
句

に
「
散
り
ぬ
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
の
よ
う
な
技
巧
に
関
し
て
本
歌
取
の
巧
み
と
し
て
の
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

対
し
て
『
尾
張
』
は
、「
立
よ
る
計
に
て
も
、
行
か
ふ
袖
に
て
も
、
袖
だ
に
匂
へ
ば
よ
ろ
し
。
手
折
し
な
ら
ば
、

先
ニ

手
折
て
袖
の
匂
ふ
也
。
今
手
折
持
た
る
に
非
ず
」
と
述
べ
る
。 

 

以
降
の
例
は
、
本
歌
か
ら
摂
取
し
た
詞
と
新
歌
に
お
い
て
新
た
に
詠
み
出
さ
れ
た
詞
と
の
間
に
縁
語
関
係
が
成

立
し
て
い
る
と
み
る
も
の
と
な
る
が
、
こ
こ
の
縁
語
関
係
を
読
み
込
む
本
歌
取
は
、
縁
語
の
関
係
が
、
新
歌
に
は

詞
と
し
て
表
れ
ぬ
本
歌
の
も
の
で
も
、
縁
語
関
係
を
成
立
さ
せ
得
る
と
い
う
宣
長
の
特
徴
的
な
解
釈
態
度
が
示
さ

れ
て
い
る
。 

 

K
露
は
ら
ふ
寝
覚
は
秋
の
昔
に
て
見
は
て
ぬ
夢
に
の
こ
る
お
も
影(

恋
四
・
俊
成
卿
女
・
一
三
二
六) 

本
歌 K'

涙
河
な
が
す
ね
ざ
め
も
あ
る
も
の
を
は
ら
ふ
ば
か
り
の
つ
ゆ
や
な
に
な
り
（
後
撰
・
恋
三
・
読
人
し
ら
ず
・

七
七
一
） 

K''
い
の
ち
に
も
ま
さ
り
て
を
し
く
あ
る
物
は
見
は
て
ぬ
ゆ
め
の
さ
む
る
な
り
け
り 

(

古
今
・
恋
二
・
壬
生
忠
岑
・
六
〇
九) 

 

い
と
め
で
た
し
、
詞
め
で
た
し
、
露
は
ら
ふ
は
涙
に
て
、
露
と
い
へ
る
は
、
秋
の
縁
な
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
秋
の
昔
と
は
、
秋

は
人
に
あ
か
れ
た
る
今
の
こ
と
に
て
、
其
今
よ
り
い
へ
ば
、
い
ま
だ
人
の
か
は
ら
で
、
逢
見
し
こ
と
は
、
昔
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な
る
よ
し
な
り
、
然
ら
ば
た
ゞ
む
か
し
に
て
と
の
み
い
ひ
て
も
よ
か
る
べ
き
に
、
秋
の
と
い
へ
る
は
、
い
か

に
と
い
ふ
に
、
此
歌
に
て
は
、
秋
の
と
い
ふ
こ
と
な
く
て
は
、
逢
見
し
事
は
昔
に
て
、
今
は
あ
か
れ
た
る
意
、

あ
ら
は
れ
が
た
け
れ
ば
也
、
一
首
の
意
は
、
人
に
あ
か
れ
忘
ら
れ
た
る
こ
ろ
、
夢
に
又
逢
と
見
た
る
が
、
見

は
て
も
せ
ず
、
早
く
さ
め
た
る
時
に
よ
め
る
意
に
て
、
其
夢
さ
め
た
れ
ば
、
も
と
の
あ
か
れ
た
る
時
に
て
、

夢
に
見
た
る
逢
事
は
、
昔
の
こ
と
に
て
、
た
ゞ
其
夢
の
面
影
の
み
残
り
て
、
涙
を
な
が
す
と
な
り
、
此
歌
を
、

契
沖
が
、
女
の
歌
め
か
ず
と
い
へ
る
は
、
い
と
心
得
ず
、【
後
撰
〽
は
ら
ふ
ば
か
り
の
露
や
何
な
り
、
古
今
〽

見
は
て
ぬ
夢
の
覚
る
也
け
り
、】 

  

こ
れ
は
、
先
行
注
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
歌
を
本
歌
と
す
る
例
で
あ
る
。
後
撰
集
本
歌
の
「
露
」
を
受

け
て
、
新
歌
で
は
「
秋
」
を
縁
語
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
「
秋
」
が
「
飽
き
」
と
掛
り
、「
秋
／
飽
き
」
が

来
る
前
の
昔
の
こ
と
を
夢
に
見
た
が
、
最
後
ま
で
見
終
わ
る
前
に
目
が
覚
め
て
、
夢
が
昔
の
事
で
あ
っ
た
こ
と
を

悟
り
、
涙
を
払
う
と
い
う
解
を
導
く
。 

  
 
 
 

五
十
首
歌
奉
り
し
時 

L
暮
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
し
ら
ね
ど
も
霞
に
お
つ
る
宇
治
の
し
ば
船(

春
下
・
寂
蓮
・
一
六
九) 

本
歌 L'

年
ご
と
に
も
み
ぢ
ば
な
が
す
竜
田
河
み
な
と
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む(

古
今
・
紀
貫
之
・
秋
下
・
三
一
一) 

 

春
の
み
な
と
と
は
、
春
の
ゆ
き
と
ま
る
所
を
い
ふ
、
〽
み
な
と
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む
よ
り
出
た
り
、
船

に
縁
あ
る
こ
と
な
り
、
下
句
は
、
川
瀬
も
何
も
見
え
ず
、
立
こ
め
た
る
霞
の
中
へ
、
く
だ
り
ゆ
く
柴
船
の
、

ゆ
く
へ
も
み
え
ぬ
を
、
く
れ
て
ゆ
く
春
に
よ
そ
へ
て
、
な
が
め
や
り
た
る
意
な
る
べ
し
、 

 

「
み
な
と
」
を
本
歌
の
詞
か
ら
切
り
出
し
て
、
新
歌
に
お
い
て
「
宇
治
の
し
ば
船
」
と
の
縁
語
関
係
を
成
立
さ
せ

よ
う
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。 

  
 
 
 

七
夕
の
う
た 

M
た
な
ば
た
の
と
わ
た
る
船
の
か
ぢ
の
は
に
い
く
秋
か
き
つ
露
の
玉
づ
さ(

秋
上
・
藤
原
俊
成
・
三
二
〇) 

本
歌 M'

あ
ま
の
が
は
と
わ
た
る
ふ
ね
の
か
ぢ
の
は
に
お
も
ふ
こ
と
を
も
か
き
つ
く
る
か
な 

(

後
拾
遺
・
秋
上
・
上
総
乳
母
・
二
四
二) 

 

初
二
句
は
、
題
の
事
を
、
す
な
わ
ち
序
に
し
た
る
也
、
露
の
玉
、
梶
の
葉
に
縁
あ
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
後
拾
遺
に
、
〽
天
川
と

わ
た
る
船
の
か
ぢ
の
は
に
云
々

、 

  

本
歌
に
お
け
る
「
梶
の
葉
」
と
い
う
詞
を
摂
取
し
た
上
で
、
そ
の
縁
語
と
な
る
べ
き
「
露
の
玉
」
を
詠
み
込
ん

だ
と
す
る
評
釈
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

J
は
本
歌
か
ら
摂
取
さ
れ
て
い
な
い
詞
を
以
て
縁
語
関
係
を
読
み
込
ん
で
た
と
い
う
意
味
で
、
(c) 

本
歌
の
別

の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
む
に
近
か
っ
た
よ
う
に
、
L
と
M
の
例
は
「
み
な
と
」
も
「
と
渡
る
船
の
梶
の
葉
」

も
、
ど
ち
ら
も
他
に
そ
の
詞
が
持
つ
基
本
的
な
意
味
以
外
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
摂
取
さ
れ

た
詞
は
「
船
」
や
「
露
の
玉
」
と
の
縁
語
関
係
と
い
う
役
割
し
か
持
た
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
次
項
の
(d)
本
歌

の
詞
の
み
を
取
る
に
、
近
接
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
。 

 

(e)
本
歌
の
詞
の
み
を
取
る 

本
歌
か
ら
摂
取
さ
れ
た
詞
が
、
新
歌
に
お
い
て
そ
の
辞
書
的
な
意
味
作
用
以
外
の
働
き
を
果
た
さ
な
い
も
の
。 

  
 
 
 

山
家
松 
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N
今
は
と
て
つ
ま
木
こ
る
べ
き
宿
の
松
千
代
を
ば
君
と
な
ほ
い
の
る
か
な(

雑
中
・
藤
原
俊
成
・
一
六
三
七) 

本
歌 N'

す
み
わ
び
ぬ
今
は
限
と
山
ざ
と
に
つ
ま
ぎ
こ
る
べ
き
や
ど
も
と
め
て
む 

(

後
撰
・
雑
一
・
在
原
業
平
・
一
〇
八
三) 

 

〽
住
わ
び
ぬ
今
は
か
ぎ
り
と
山
里
に
つ
ま
木
こ
る
べ
き
や
ど
も
と
め
て
む
と
い
ふ
を
本
歌
に
て
、
詞
ば
か
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
と
り
て

、
、
、
、
、
意
は
、
こ
れ
は
既
に
山
住
し
て
の
歌
也
、
我
ガ

よ
は
ひ
も
老
ひ
て
、
末
の
ほ
ど
な
け
れ
ば
、
屋
戸

の
松
も
、
残
し
お
き
て
用
な
け
れ
ば
、
今
は
つ
ま
木
に
こ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
さ
は
せ
ず
、
猶
の
こ
し
お
き

て
、
此
松
の
千
世
を
、
君
が
よ
は
ひ
に
と
祈
る
と
な
り
、 

  

「
住
わ
び
ぬ
今
は
か
ぎ
り
と
山
里
に
つ
ま
木
こ
る
べ
き
や
ど
も
と
め
て
む
と
い
ふ
を
本
歌
に
て
、
詞
ば
か
り
を

と
り
て
」
と
、
詞
だ
け
を
取
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。『
尾
張
』
は
、「
な
べ
て
古
歌
を
と
る
は
古
歌
の

詞
ば
か
り
を
取
も
の
な
る
事
つ
き
〴
〵
い
へ
る
が
ご
と
し
」
と
述
べ
、
こ
れ
こ
そ
が
本
歌
取
の
方
法
で
あ
る
こ
と

を
再
度
主
張
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
詞
だ
け
を
取
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。 

 

O
谷
川
の
う
ち
出
る
波
も
声
た
て
つ
う
ぐ
ひ
す
さ
そ
へ
春
の
山
か
ぜ(

春
上
・
藤
原
家
隆
・
十
七) 

本
歌 O'

谷
風
に
と
く
る
こ
ほ
り
の
ひ
ま
ご
と
に
う
ち
い
づ
る
浪
や
春
の
は
つ
花(

春
上
・
源
当
純
・
十
二) 

O''
花
の
か
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る(

春
上
・
紀
友
則
・
十
三) 

 

め
で
た
し
、
下
句
詞
め
で
た
し
、
本
歌
〽
谷
風
に
う
ち
出
る
波
や
云
々

、
〽
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ

そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る
、
波
も
こ
ゑ
た
て
つ
る
ほ
ど
に
、
鶯
も
さ
そ
ひ
て
、
聲
た
て
さ
せ
よ
と
、
山
か
ぜ
に

い
へ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
、 

 

『
美
濃
』
が
提
示
す
る
歌
意
か
ら
は
、
本
歌
の
詞
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
た
以
上
の
も
の
は
見
出
せ
な
い
。

あ
る
い
は
、
新
歌
の
み
で
も
意
味
が
完
結
し
て
取
り
出
し
得
る
と
も
言
え
よ
う
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
『
尾
張
』
は
、「
梅
が
香
を
風
の
便
り
た
ぐ
へ
て
ぞ
云
〻
、
と
い
ふ
は
本
歌
の
詞
ば
か
り
を
と
れ

り
。
こ
れ
つ
ね
の
事
也
。
先
生
は
本
歌
の
如
く
云
〻
と
い
は
る
ゝ
例
な
る
に
、
こ
ゝ
は
然
ら
ず
」
と
述
べ
る
。
普

段
は
本
歌
の
心
を
取
る
事
を
旨
と
す
る
宣
長
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詞
の
み
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。 

 

小
結 

 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
宣
長
の
本
歌
取
の
解
釈
方
法
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
私
に
、
(a)
本
歌
の
心
を
取
っ

て
新
た
な
趣
向
を
加
え
る
、
(b)
本
歌
の
設
定
を
展
開
さ
せ
る
、
(c)
本
歌
の
別
の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
む
、
(d)

本
歌
か
ら
縁
語
関
係
を
読
み
込
む
、
(e)
本
歌
の
詞
の
み
を
取
る
、
の
五
種
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ま
た

こ
の
(a)
か
ら
(e)
ま
で
は
、
個
々
の
箇
所
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
相
互
に
浸
透
し
、
い
わ
ば
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な

し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
本
居
宣
長
の
古
典
解
釈
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
分
類
は
い
か
な
る
意
味
を

持
ち
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

四
、
本
居
宣
長
の
本
歌
取
論 

・
本
居
宣
長
の
古
典
解
釈
態
度
―
過
度
な
論
理
的
一
貫
性
と
い
う
評
価
と
そ
の
反
例 

 

⑪
野
口
武
彦
氏
「
本
居
宣
長
に
お
け
る
詩
語
と
古
語
―
『
新
古
今
和
歌
集
美
濃
の
家
づ
と
』
の
定
家
批
判
を
中
心

に
―
」 わ

れ
わ
れ
が
見
出
す
の
は
、
一
方
に
お
け
る
宣
長
の
言
葉
の
論
理
的
運
用
へ
の
特
殊
な
執
着
で
あ
り
、
他
方

に
お
け
る
「
景
気
」
へ
の
無
感
覚
な
の
で
あ
る
。(

六
五
頁) 
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⑫
日
野
龍
夫
氏
「
宣
長
と
過
去
の
助
動
詞
」 

常
識
や
慣
例
よ
り
も
論
理
に
従
う
と
い
う
宣
長
の
面
目
が
躍
如
と
す
る
の
は
過
去
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
な

い
表
現
に
対
し
て
、
文
脈
上
す
こ
し
で
も
現
在
の
出
来
事
と
解
す
る
余
地
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
歌
の
情
緒
を
損
な
お

う
と
も
、
現
在
の
出
来
事
と
解
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。(

四
頁) 

 

⑥
田
中
康
二
氏
「
俗
語
訳
の
理
論
と
技
法
―
―
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
俗
語
訳
『
本
居
宣
長
の
思
考
法
』(

ぺ
り
か
ん

社
・
二
〇
〇
五
年) 

人
は
物
を
見
る
と
き
、
多
少
な
り
と
も
対
象
を
歪
め
て
見
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
の
本
質
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
宣
長
の
『
古
今
集
』
理
解
が
誤
解
を
含
む
の
は
必
然
で
あ
る
。
む
し

ろ
問
題
な
の
は
、
常
に
ぶ
れ
な
い
虚
像
を
映
そ
う
と
す
る
宣
長
の
信
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
遠
鏡
』
に
限
ら

ず
、
宣
長
の
注
釈
に
常
に
付
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
。(

一
九
二
頁) 

 

▽
本
発
表
で
示
し
た
宣
長
の
本
歌
取
に
対
す
る
解
釈
態
度
の
多
様
性
は
こ
れ
ら
の
評
価
に
対
す
る
反
例
に
な
り
う

る
。 

▽
分
類
の
比
率(

本
歌
と
新
歌
と
の
関
係
に
言
及
の
な
い
等
の
理
由
で
未
分
類
の
も
の
は
、
こ
こ
で
は
含
め
な
い) 

(a)
本
歌
の
心
を
取
っ
て
新
た
な
趣
向
を
加
え
る
：
32% 

(b)
本
歌
の
設
定
を
展
開
さ
せ
る
：
28% 

(c)
本
歌
の
別
の
句
の
意
味
内
容
を
読
み
込
む
：
19% 

(d)
本
歌
か
ら
縁
語
関
係
を
読
み
込
む
：
12% 

(e)
本
歌
の
詞
の
み
を
取
る
：
9% 

 

・
詞
の
秩
序
の
重
視
―
縁
語
関
係
の
読
み
込
み 

⑪
野
口
武
彦
氏
「
本
居
宣
長
に
お
け
る
詩
語
と
古
語
―
『
新
古
今
和
歌
集
美
濃
の
家
づ
と
』
の
定
家
批
判
を
中
心

に
―
」 

大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
ゝ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
つ
き(

春
上
・
四
〇) 

或
人
の
云
、
〽
大
空
は
く
も
り
も
は
て
ぬ
花
の
香
に
梅
さ
く
山
の
月
ぞ
か
す
め
る 

 

宣
長
が
「
梅
」
を
朧
月
夜
の
た
ん
な
る
点
景
と
し
か
と
ら
え
ず
、
い
わ
ば
嗅
覚
的
想
像
力
の
は
た
ら
き
を
非

常
に
貧
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
だ
ろ
う
。
宣
長
が
こ
の
注
釈
の
中
で
も
っ
と
も
力
を

入
れ
て
い
る
の
は
、
言
葉
と
言
葉
と
の
呼
応
で
あ
っ
て
、
言
葉
の
感
覚
性
は
二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
、
と
さ

し
あ
た
り
は
言
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
六
二
頁
） 

 

⑤
高
橋
俊
和
氏
「
和
歌
の
『
し
た
て
や
う
』
」 

和
歌
の
論
理
的
構
成
に
必
要
条
件
と
さ
れ
る
テ
ニ
ヲ
ハ
や
縁
語
等
の
「
詞
の
つ
づ
け
が
ら
」
に
注
意
し
さ
え

す
れ
ば
、
そ
こ
に
風
雅
な
景
気
を
も
っ
た
和
歌
が
成
立
す
る
と
宣
長
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か(

八
〇
頁) 

 

⑭
渡
部
泰
明
氏
「
本
居
宣
長
の
修
辞
意
識 

『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
見
る
「
縁
」
の
思
想
」 

宣
長
に
は
、
言
葉
の
秩
序
に
対
す
る
強
い
思
考
が
感
じ
ら
れ
る
。
和
歌
的
伝
統
の
中
に
、
一
首
の
詞
の
つ
な

が
り
が
か
っ
ち
り
と
夾
雑
物
な
く
当
て
嵌
め
ら
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
詞
の
秩
序
が
必
ず
や
あ
っ
て
、
作
者
の

姿
を
消
す
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
そ
う
い
う
秩
序
を
抽
出
し
、
具
現
化
し
て
み
せ
る
こ
と
に
、
宣
長
の
注
釈

行
為
の
一
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 

百
首
歌
奉
り
し
時 

P
夏
衣
か
た
へ
す
ゞ
し
く
な
り
ぬ
な
り
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
ん
行
合
の
空(

夏
・
慈
円
・
二
八
二) 

本
歌 
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P'
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
ふ
く
ら
む 

(

古
今
・
夏
・
凡
河
内
躬
恒
・
一
六
八) 

 
本
歌
〽
夏
と
秋
と
行
か
ふ
そ
ら
の
通
路
は
云
々
、
本
歌
と
れ
る
詮
な
し
、
た
ゞ
夏
衣
と
い
へ
る
の
み
、
か
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
る
、
そ
の
夏
衣
も
、
縁
の
詞
だ
に
な
け
れ
ば
、
い
た
づ
ら
ご
と
な
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、 

 

▽
「
本
歌
と
れ
る
詮
な
し
」
と
述
べ
、「
夏
衣
」
と
言
う
な
ら
せ
め
て
縁
の
詞
を
配
置
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
本
歌
と
は
認
め
る
。 

 

▽
(d)
本
歌
か
ら
縁
語
関
係
を
読
み
込
む
こ
と
と
(e)
本
歌
の
詞
の
み
を
取
る
こ
と
の
共
通
点
：
本
歌
の
詞
の
意
味
が
、

辞
書
的
な
意
味
を
超
え
て
新
歌
の
趣
意
に
反
映
し
な
い
。 

   
 
 
 

和
歌
所
に
て
を
の
こ
ど
も
旅
の
歌
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に 

Q
袖
に
ふ
け
さ
ぞ
な
旅
ね
の
夢
も
み
じ
思
ふ
か
た
よ
り
か
よ
ふ
浦
風(

羇
旅
・
藤
原
定
家
・
九
八
〇) 

 

め
で
た
し
、
さ
ぞ
な
と
は
、
夢
も
え
見
ざ
ら
む
こ
と
を
、
か
ね
て
お
し
は
か
り
て
い
ふ
な
り
、
さ
て
夢
の
見

え
ん
に
こ
そ
、
風
を
も
い
と
ふ
べ
け
れ
、
と
て
も
夢
は
見
ゆ
ま
じ
け
れ
ば
、
思
ふ
か
た
よ
り
吹
来
る
風
な
れ

ば
、
我
袖
に
ふ
け
と
な
り
、
浦
と
い
へ
る
、
縁
な
き
が
ご
と
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
山
に
て
も
野
に
て
も
同
じ
こ
と
な
れ
ば
也
、

但
し
須
磨
ノ

巻
に
〽
恋
ひ
わ
び
て
な
く
ね
に
ま
が
ふ
浦
な
み
は
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
む
、
と
あ
る
に
よ

り
玉
へ
る
な
る
べ
し
、 

 

▽
一
首
の
意
を
、
完
結
し
た
も
の
と
し
て
説
い
た
後
に
、「
浦
」
に
縁
が
な
い
こ
と
に
疑
念
を
示
し
て
い
る
。
本
歌

で
あ
る
源
氏
須
磨
巻
「
恋
ひ
わ
び
て
泣
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は
思
ふ
方
よ
り
風
や
吹
く
ら
む
」
に
拠
っ
て
い
る
こ

と
で
、
新
歌
の
「
浦
」
は
「
本
歌
」
の
「
波
」
と
の
縁
語
関
係
を
獲
得
し
、
問
題
は
解
消
さ
れ
る
と
見
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
す
で
に
、
一
首
の
意
は
、
本
歌
に
拠
ら
ず
に
説
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
本
歌
の
詞
は
、
単
に
縁
語

関
係
の
た
め
だ
け
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

先
行
研
究 

①
川
平
ひ
と
し
氏
「
本
歌
取
と
本
説
取
―
〈
も
と
〉
の
構
造
―
」(

『
和
歌
文
学
論
集 

新
古
今
集
と
そ
の
時
代
』

風
間
書
房
・
一
九
九
一
年) 

➁
君
嶋
亜
紀
氏
「
本
歌
取
分
類
論
の
試
み
―
藤
原
良
経
の
歌
を
題
材
と
し
て
―
」(

『
平
安
文
学
研
究
生
成
』
笠
間

書
院
・
二
〇
〇
五
年) 

 

➂
久
保
田
淳
氏
「
本
歌
取
の
意
味
と
機
能
」(

『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
明
治
書
院
・
一
九
九
三
年) 

④
小
山
順
子
氏
「
藤
原
良
経
の
本
歌
取
り
と
時
間
―
建
久
期
の
詠
作
か
ら
―
」(

『
和
漢
語
文
研
究
』
第
七
号
・
二

〇
〇
九
年) 

⑤
高
橋
俊
和
『
本
居
宣
長
の
歌
学
』（
和
泉
書
院
・
一
九
九
六
年
） 

⑥
田
中
康
二
氏
『
本
居
宣
長
の
思
考
法
』(

ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
〇
五
年) 

⑦
―
―
―
― 

『
本
居
宣
長
の
国
文
学
』(

ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
五
年) 

⑧
谷
知
子
氏
「
序
詞
か
ら
本
歌
取
り
へ
―
和
歌
に
お
け
る
共
同
体
―
」(

『
古
代
文
学
』
第
五
一
号
・
二
〇
一
一
年) 

⑨
寺
島
恒
世
氏
「
新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
に
つ
い
て
―
注
釈
の
基
本
的
態
度
―
」(

『
山
形
大
学
紀
要(

人
文
科

学)

』
第
十
四
巻
・
第
三
号
・
二
〇
〇
〇
年) 

⑩
―
―
―
― 

「
気
韻
の
和
歌 

新
古
今
注
『
尾
張
廼
家
苞
』
の
要
諦
」(

鈴
木
健
一
編
『
江
戸
の
「
知
」
―
―
近
世

注
釈
の
世
界
』
森
話
社
・
二
〇
一
〇
年) 

⑪
野
口
武
彦
氏
「
本
居
宣
長
に
お
け
る
詩
語
と
古
語
―
『
新
古
今
和
歌
集
美
濃
の
家
づ
と
』
の
定
家
批
判
を
中
心

に
―
」(

『
文
学
』
第
三
八
巻
第
四
号
・
一
九
七
〇
年) 
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⑫
日
野
龍
夫
氏
「
宣
長
と
過
去
の
助
動
詞
」(

『
江
戸
文
学
』
第
五
号
・
一
九
九
一
年) 

⑬
松
村
雄
二
氏
「
本
歌
取
り
考
―
成
立
に
関
す
る
ノ
ー
ト(

和
歌
文
学
会
編
『
論
集 

和
歌
と
レ
ト
リ
ッ
ク
』
笠
間

書
院
・
一
九
八
六
年) 

⑭
渡
部
泰
明
氏
「
本
居
宣
長
の
修
辞
意
識 

『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
見
る
「
縁
」
の
思
想
」(

『
本
居
宣
長
の
世
界

―
和
歌
・
注
釈
・
思
想
』
森
話
社
・
二
〇
〇
五
年) 

 

⑮
拙
稿
「『
古
今
集
遠
鏡
』
と
本
居
宣
長
の
歌
論
」(

『
日
本
語
・
日
本
学
研
究
』
第 

五
号
・
二
〇
一
五
年) 

 

【
引
用
本
文
、
及
び
注
釈
書
】 

美
濃
の
家
づ
と
：『
本
居
宣
長
全
集 

第
三
巻
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
六
九
年
）。 

な
お
適
時
、『
新
古
今
集
古
注
集
成 
近
世
新
注
編1

』（
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。 

そ
の
他
、
新
古
今
集
の
近
代
以
前
の
注
釈
は
全
て
、『
新
古
今
集
古
注
集
成
』（
笠
間
書
院
）
に
拠
る
。 

愚
問
賢
注
：
小
川
剛
生
氏
校
注
『
歌
論
歌
学
集
成 

第
十
巻
』（
三
弥
意
書
店
・
一
九
九
九
年
） 

古
今
集
遠
鏡
：
今
西
祐
一
郎
氏
校
注
『
古
今
集
遠
鏡
』1

・2

（
平
凡
社
・
二
〇
〇
八
年
） 

本
歌
と
し
て
提
示
し
た
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
に
従
っ
た
。 

 

窪
田
空
穂
氏
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
』
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
（
東
京
堂
出
版
・
一
九
六
四
―
一
九
六
五
） 

久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』
第
一
巻
―
第
六
巻
（
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
一
―
二
〇
一
二
年
） 

 


