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西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

ー
ー
ー
『
宮
河
歌
合
』
の
判
詞
に
つ
い
て
｜
｜

武

田

7G 

Jム
イ1仁I

七
十
歳
の
西
行
は
、
伊
勢
神
宮
に
奉
納
す
る
三
十
六
番
の
白
歌
合
二
種
を
撰
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
を
藤
原
俊

品
も
す
そ
が
わ

成
と
定
家
に
依
頼
し
た
。
正
編
に
当
た
る
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
俊
成
の
判
は
年
内
に
完
了
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
続
編
に
当
た
る
『
官
河
歌

文
治
三
年
（
一
一
八
七
年
）
、

合
』
の
定
家
の
判
は
遅
れ
て
文
治
五
年
（
一
一
八
九
年
）
に
完
了
す
る
。
定
家
二
十
八
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
宮
河
歌
合
』
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
判
詞
を
、
否
定
的
な
批
評
と
肯
定
的
な
批
評
と
に
分
け
て
整
理
し
、
西
行
の
歌
を
定
家

は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
追
究
し
た
い
。
ま
た
定
家
の
批
評
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
は
前
稿
「
西
行
の
歌
に
対
す
る
俊
成
の
批
評
｜
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
判
詞
に
つ
い
て
｜
」
（
「
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
三
十
周

年
記
念
論
集
」
）
と
、
テ
ー
マ
の
上
で
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

否
定
的
な
批
評

定
家
に
と
っ
て
西
行
は
、
父
俊
成
の
世
代
に
属
す
る
大
先
輩
の
歌
人
で
あ
る
だ
け
に
、

『
宮
河
歌
合
』

の
定
家
の
判
詞
で
否
定
的
な
批
評
を

し
た
部
分
は
、
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
俊
成
の
判
詞
で
否
定
的
な
批
評
を
し
た
部
分
に
比
べ
て
も
、
格
段
に
少
な
い
。

し
か
し
『
宮
河
歌
合
』
一
一
一
十
六
番
の
判
詞
の
中
に
は
、
否
定
的
な
批
評
が
五
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
付
歌
の
心
に
関
す
る
批
判
と
、
同
歌

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

八
九



九。

と
と
正

の
詞
に
関
す
る
批
判
と
に
分
け
て
挙
げ
〈
歌
の
姿
に
関
す
る
批
判
と
見
ら
れ
る
も
の
は
な
い
〉
、

の
要
所
を
挙
げ
て
考
察
す
る
。
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
歌
と
判
詞

歌
の
心
に
関
す
る
批
判

付①
か
ら
す
ば
に
か
く
玉
づ
さ
の
心
ち
し
て
か
り
な
き
わ
た
る
タ
や
み
の
空
（
十
九
番
右
、
負
）

円
た
ま
っ
き
】

鳥
羽
の
玉
平
、
あ
と
な
き
事
に
は
あ
ら
ね
ど
、
ち
か
き
世
よ
り
人
こ
の
み
よ
む
事
に
待
る
ベ
し
。

西
行
の
歌
に
、
タ
や
み
の
空
を
飛
ぶ
脈
の
姿
の
定
か
で
な
い
様
子
を
「
か
ら
す
羽
に
か
く
玉
づ
さ
の
心
ち
し
て
」
と
詠
ん
で
い
る
の
を
、
す

で
に
詠
み
古
さ
れ
た
発
恕
と
し
て
、
定
家
が
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
鳥
羽
の
玉
章
」
の
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
敏
達
天
皇
元
年
の
条
に
見
え
る
、
高
麗
の
上
表
文
が
黒
い
烏
の
羽
に
墨
で
書
か
れ
て
い
て
容

易
に
読
め
な
か
っ
た
こ
と
に
関
す
る
故
事
で
、
こ
れ
を
詠
ん
だ
和
歌
は
『
日
本
紀
克
宴
和
歌
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
後
期
に
は
こ
れ

を
詠
み
入
れ
た
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

わ
が
恋
は
か
ら
す
羽
に
か
く
言
の
葉
の
う
っ
さ
ぬ
ほ
ど
は
し
る
人
も
な
し
ハ
『
堀
河
百
首
』

一
一
四
一
、
藤
原
顕
季
）

人
し
れ
ぬ
こ
と
を
か
き
け
る
か
ら
す
羽
を
見
る
よ
り
う
つ
る
わ
が
心
か
な
ハ
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
五
六
七
、
藤
原
為
忠
）

西
行
の
歌
は
、
こ
の
故
事
を
用
い
た
上
に
、
漢
の
蘇
武
の
肱
信
の
故
事
に
よ
っ
て
「
か
り
」
と
「
玉
づ
き
」
に
縁
を
も
た
せ
て
い
る
が
、

一
首

の
趣
向
の
眼
目
と
な
る
「
烏
羽
の
玉
章
」
の
故
事
が
詠
み
古
さ
れ
て
い
る
点
を
定
家
は
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（斗

歌
の
詞
に
関
す
る
批
判

①
わ
か
な
お
ふ
る
春
の
野
守
に
我
成
り
て
う
き
ょ
を
人
に
つ
み
し
ら
せ
ば
や
ハ
一
二
番
右
、
負
）

末
の
句
ゃ
な
べ
て
の
歌
に
は
猶
如
何
に
ぞ
閲
ゆ
べ
か
ら
ん
。

西
行
の
歌
の
下
旬
を
、
定
家
は
問
題
に
し
て
い
る
。

こ
の
下
句
は
「
摘
み
」
に
「
罪
」
を
掛
け
た
詞
の
技
巧
に
特
色
が
あ
る
が
、
憂
き
世
で
の
罪
を
人
に
自
覚
さ
せ
た
い
と
い
う
仏
教
思
想
に
基



づ
く
感
想
が
、
新
春
の
若
菜
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
を
指
摘
し
た
も
の
か
と
思
う
。
下
句
の
詞
に
関
す
る
批
判
で
あ
る
が
、
歌
の
心
に

対
す
る
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
。

②
山
桜
か
し
ら
の
は
な
に
折
り
そ
へ
て
か
ぎ
り
の
春
の
家
や
つ
と
に
せ
ん
（
七
番
左
、
負
）

頭
の
花
に
と
お
け
る
、
此
歌
に
と
り
て
は
さ
こ
そ
は
と
み
ゆ
れ
ど
、
霜
雪
な
ど
は
つ
ね
に
聞
き
な
れ
た
る
事
な
る
を
、
花
と
い
へ
る
も
あ

る
事
に
は
あ
れ
ど
、

い
か
が
と
聞
え
侍
る
に
や
。

「
か
し
ら
の
花
」
の
語
に
つ
い
て
、
「
か
し
ら
の
霜
」
「
か
し
ら
の
雪
」
の
よ
う
に
通
常
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
な
い
点
を
、
定
家
は
と
り
上
げ

て
批
判
し
て
い
る
。

白
髪
を
花
に
例
え
る
こ
と
は
、
定
家
の
指
摘
す
る
と
お
り
一
般
的
で
な
い
し
、
見
様
に
よ
っ
て
は
似
合
わ
な
い
比
喰
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
た
だ
早
く
『
千
里
集
』
に
は
、

く
ろ
か
み
の
に
は
か
に
白
く
な
り
ぬ
れ
ば
春
の
花
と
ぞ
見
え
わ
た
り
け
る
（
一
一
四
〉

の
一
首
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
千
里
の
作
に
基
づ
い
て
西
行
が
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌
が
『
問
書
集
』
に
も
出
て
い
る
。

な
が
む
な
が
む
ち
り
な
む
こ
と
を
君
も
お
も
へ
く
ろ
か
み
山
に
花
さ
き
に
け
り
（
五
九
「
老
人
見
花
」
）

花
の
色
に
か
し
ら
の
か
み
し
さ
き
ぬ
れ
ば
身
は
お
い
木
に
ぞ
な
り
は
て
に
け
る
（
六
五
「
寄
花
述
懐
」
）

な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
定
家
は
、
「
か
し
ら
の
花
」
の
語
を
十
分
に
完
成
さ
れ
た
表
現
と
は
認
め
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

③
を
し
ま
れ
ぬ
身
だ
に
も
世
に
は
有
る
も
の
を
あ
な
あ
や
に
く
の
花
の
心
や
（
八
番
左
、
負
）

あ
な
あ
や
に
く
の
と
お
け
る
、
人
つ
ね
に
よ
む
す
す
に
は
侍
れ
ど
、
わ
さ
と
え
ん
な
る
詞
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
。

歌
の
第
四
句
に
「
あ
な
あ
や
に
く
の
」
の
語
を
用
い
た
の
を
、

一
般
に
歌
に
よ
く
見
ら
れ
る
言
葉
な
が
ら
、

「
艶
な
る
詞
」
で
は
あ
る
ま
い

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

九



九

と
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
語
は
例
え
ば
『
後
拾
遺
集
』
の
歌
に
も
、

い
か
に
せ
ん
あ
な
あ
や
に
く
の
春
の
日
や
よ
は
の
け
し
き
の
か
か
ら
ま
し
か
ば
（
六
八
三
）

な
ど
の
用
例
が
あ
る
が
、
好
ま
し
く
な
い
気
持
ち
を
表
す
語
で
あ
り
、
優
雅
な
歌
語
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

に
「
花
の
心
」
を
あ
し
ざ
ま
に
言
う
の
は
花
の
歌
と
し
て
の
本
意
に
背
く
と
見
ら
れ
る
点
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

内
あ
は
れ
あ
は
れ
〉

④
哀
哀
此
世
は
よ
し
や
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
こ
む
世
も
か
く
や
く
る
し
か
る
べ
き
（
三
十
六
番
右
、
持
）

此
世
と
お
き
、
こ
む
世
と
い
へ
る
、
偏
に
風
情
を
先
と
し
て
、
詞
を
い
た
は
ら
ず
は
見
え
侍
れ
ど
、

か
ゃ
う
の
難
は
此
歌
合
に
取
り
て

は
、
す
べ
て
あ
る
ま
じ
き
事
に
侍
れ
ば
、
な
ず
ら
へ
て
又
持
と
や
申
す
べ
か
ら
ん
。

「
こ
の
世
：
：
：
こ
む
世
」
と
詠
ん
だ
歌
に
関
し
て
、
「
偏
に
風
情
を
先
と
し
て
、
詞
を
い
た
は
ら
ず
」
と
、

一
応
批
判
を
加
え
て
い
る
。

こ
れ
は
一
首
が
現
世
と
来
世
と
を
対
照
さ
せ
る
趣
向
を
第
一
と
し
て
言
葉
を
無
造
作
に
用
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

は
「
こ
の
世
」
と
「
こ
む
世
」
と
に
即
し
て
見
れ
ば
文
字
病
が
考
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
歌
全
体
と
し
て
第
一
句
と
第

三
句
の
字
余
り
が
示
す
よ
う
に
、
形
に
と
ら
わ
れ
ず
情
の
赴
く
ま
ま
に
言
葉
を
続
け
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
意
識
し
た
批
判
で
あ
ろ
う
。

『
宮
河
歌
合
』
の
西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
否
定
的
な
批
判
の
見
ら
れ
る
五
例
を
と
り
上
げ
て
多
少
の
考
察
を
加
え
た
。
歌
の
姿

に
関
す
る
批
判
は
な
く
、
歌
の
心
に
関
す
る
批
判
が
一
例
、
歌
の
調
に
関
す
る
批
判
が
四
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
歌
の
詞
に
関
す
る
批
判
が

多
い
の
は
、
西
行
の
自
由
な
言
葉
遣
い
が
、
言
葉
を
重
視
す
る
定
家
の
立
場
と
合
わ
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
、
二
人
の
表
現
上
の
立
場
の
相

以
上
、

違
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

こ
れ
を
『
御
宍
濯
河
歌
合
』
の
西
行
の
歌
に
対
す
る
俊
成
の
否
定
的
な
批
評
の
場
合
と
比
べ
て
み
る
と
、
俊
成
の
場
合
は
、
歌
の
姿
に
関
す



る
批
判
は
強
い
て
挙
げ
れ
ば
一
例
、
た
だ
こ
の
例
は
結
局
は
肯
定
的
に
評
価
す
る
過
程
で
否
定
的
な
評
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
歌
の
心
に

関
す
る
批
判
が
四
例
、
歌
の
詞
に
関
す
る
批
判
が
八
例
で
あ
る
。
用
例
数
全
体
と
し
て
は
俊
成
の
場
合
に
比
べ
て
定
家
の
場
合
は
少
な
い
が
、

西
行
の
歌
に
対
し
て
歌
の
姿
を
否
定
的
に
評
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
一
方
、
歌
の
詞
を
否
定
的
に
評
す
る
こ
と
が
相
対
的
に
目
立
つ
よ
う

な
点
は
、
俊
成
と
定
家
と
に
共
通
し
て
い
る
。
西
行
独
自
の
自
由
な
歌
の
姿
は
理
解
す
る
が
、
歌
の
詞
は
自
由
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
俊
成

も
定
家
も
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。

肯
定
的
な
批
評

『
宮
河
歌
合
』
の
判
詞
で
、
定
家
は
西
行
の
歌
に
ど
ん
な
特
長
を
認
め
て
い
る
の
か
。
定
家
の
判
詞
の
う
ち
肯
定
的
な
批
評
の
占
め
る
部
分

は
多
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
を
示
す
評
語
を
と
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
場
合
に
、
定
家
が
西
行
の
歌
の
特
長
と
見
る
と
こ
ろ
は
、
定
家
が
西
行
以
外
の
人
の
歌
の
長
所
と
し
て
挙
げ
る
と
こ
ろ
と
比
較
し
な
い

と
、
明
ら
か
に
な
り
に
く
い
か
と
思
う
。
そ
の
た
め
、
定
家
が
判
を
し
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
秋
四
、
冬
一
の
判
詞
か
ら
歌
の
長
所
に
触
れ
た

評
語
を
抜
き
出
し
、
対
比
し
て
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。
『
千
五
百
番
歌
合
』
は
、
判
詞
完
了
の
時
期
の
上
で
は
『
宮
河
歌
合
』
か
ら
十

三
年
ほ
ど
遅
れ
て
、
当
時
の
代
表
的
歌
人
三
十
人
を
作
者
と
す
る
晴
の
大
歌
合
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
定
家
の
判
を
し
た
秋
田
と
え
二
だ
け

で
も
番
数
が
百
五
十
番
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
三
十
六
番
の
『
官
河
歌
合
』
と
対
比
す
る
の
に
は
多
少
不
便
な
点
が
あ
る
が
、
よ
り
適
当
な

歌
合
が
他
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
条
件
の
相
違
を
念
頭
に
置
い
て
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

注
l

一
覧
表
に
ま
と
め
て
み
た
。
表
1
は
、
『
宮
河
歌
合
』
の
定
家
の
判
詞
に
用
い
ら
れ
た
評
語

注
2

ま
た
こ
れ
と
対
比
す
る
形
で
『
千
五
百
番
歌
合
』
秋
四
冬
一
の
定
家
の
判
詞
に
用
い
ら
れ
た
評
語
と
そ
の
使
用
回

数
を
挙
げ
た
。
評
語
は
使
用
回
数
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
並
べ
た
が
、
例
え
ば
「
あ
は
れ
な
り
」
と
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
の
よ
う
な
同
類
と
見

長
所
に
関
す
る
評
語
の
使
用
状
況
の
概
略
を
、

と
そ
の
使
用
回
数
を
挙
げ
、

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

九



表

と と や心艶きさ 「＂1 
うおふ心ああ優をよ
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は

れ
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入
は
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ほ
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く
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と
ど
こ
ほ
る
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く
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だ
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し
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ム
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歌宮
1 1 1 1 1 1 1 1 1 （

門
別
〉 合河

御
裳
濯
一

河
歌
合
一

（

回

〉

ら
れ
る
評
語
は
並
べ
て
置
き
、
使
用
回
数
の

多
い
語
の
後
に
少
な
い
語
を
添
え
た
。
評
語

を
抜
き
出
す
に
当
た
っ
て
は
『
新
編
国
歌
大

観
』
に
よ
っ
た
。

2 

ま
た
、
西
行
の
自
歌
合
と
し
て
『
宮
河
歌

合
』
と
姉
妹
関
係
に
あ
る
『
御
裳
濯
河
歌

合
』
一
一
一
十
六
番
の
俊
成
の
判
詞
に
用
い
ら
れ

砕

Z
q
o

た
評
語
と
そ
の
使
用
回
数
も
対
比
し
て
参
考

と
し
た
い
の
で
、
こ
れ
を
表
2
に
挙
げ
た
。

そ
の
場
合
の
評
語
の
並
べ
方
や
使
用
本
文
は

3 

表
1
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

2 

ま
ず
表
1
に
つ
い
て
、
定
家
が
『
宮
河
歌

2 2 

合
』
で
西
行
の
歌
の
長
所
に
関
し
て
評
語
を

1 

用
い
た
状
況
を
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
秋
田

1 

え
二
で
同
様
に
評
語
を
用
い
た
状
況
と
対
比

1 

し
て
、
概
観
し
て
み
る
。

各
歌
合
の
評
語
使
用
数
の
総
計
は
、
『
宮

河
歌
合
』
四
十
七
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
百

四
十
五
で
あ
る
。
ま
た
評
語
の
種
類
は
、

1 

九
五
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『
宮
河
歌
合
』
二
十
五
種
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
三
十
九
種
で
あ
る
。
た
だ
前
述
の
と
お
り
『
宮
河
歌
合
』
が
三
十
六
番
で
あ
る
の
に
対
し
て

『
千
五
百
番
歌
合
』
秋
四
冬
一
は
百
五
十
番
で
四
倍
以
上
の
番
数
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
定
家
が
『
官
河
歌
合
』
で
西
行
の
歌
の
長

所
に
関
し
て
用
い
た
評
語
は
か
な
り
多
く
、
種
類
も
多
様
に
わ
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
『
宮
河
歌
合
』
で
定
家
の
用
い
た
そ
の
諾
評
語
の
う
ち
、
特
に
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
る
評
語
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

用
例
数
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
評
語
使
用
の
状
況
と
対
比
し
な
が
ら
見
当
を
つ
け
て
み
る
。

『
宮
河
歌
合
』
の
諸
評
語
の
中
で
用
例
数
の
多
い
も
の
の
内
、
「
よ
ろ
し
」
（
五
例
〉
、
「
を
か
し
」
（
四
例
〉
、
「
優
な
り
」
（
四
例
〉
等
は
、

『
千
五
百
番
歌
合
』
の
場
合
も
含
め
て
一
般
に
多
く
用
い
ら
れ
、

か
な
り
広
い
意
味
で
使
わ
れ
る
賛
辞
で
、
特
に
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
る

点
は
見
い
だ
し
難
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
あ
は
れ
な
り
」
（
四
例
〉
と
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
（
二
例
）
は
同
類
の
評
語
と
見
ら
れ
る
が
、
『
宮
河

歌
合
』
の
用
例
が
一
般
の
用
例
に
比
べ
て
多
く
、
こ
れ
は
定
家
が
西
行
の
歌
に
そ
う
い
う
特
長
を
見
い
だ
す
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
に
見
ら
れ
る
の
が
「
心
ふ
か
し
」
（
一
ニ
例
）
、
「
ふ
か
し
」
（
二
例
）
、
「
お
も
ひ
入
る
」
（
二
例
）
の
類
で
、
こ

の
よ
う
な
作
者
の
思
い
入
れ
た
状
態
に
関
す
る
評
語
の
相
対
的
に
多
い
の
は
、

西
行
の
歌
に
そ
の
特
長
が
相
応
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

うい
か
ら
、
考
慮
し
て
よ
い
評
語
で
あ
ろ
う
。

な
お
用
例
数
は
さ
し
て
多
く
は
な
い
が
「
さ
び
」
（
二
例
）
や
「
き
よ
し
」
（
二
例
）
は
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
定
家
の
判
詞
に
用
例
が
な

一
方
、
「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
す
」
（
一
例
）
、
「
と
ど
こ
ほ
る
所
な
く
い
ひ
く
だ
す
」
（
一
例
〉
、

「
と
ど
こ
ほ
る
所
な
く
い
ひ
な
が
す
」
（
一
例
）
の
類
は
、
『
官
河
歌
合
』
の
用
例
が
相
対
的
に
多
い
の
で
、
西
行
の
歌
の
特
長
に
か
か
わ
る
と

こ
ろ
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
「
詞
巧
み
な
り
」
（
一
例
〉
、
「
詞
心
巧
み
な
り
」
（
一
例
）
も
、
特
定
の
方
面
で
の
言
葉
の
巧
み
さ
を
評
し

た
と
思
わ
れ
る
「
言
の
は
の
ょ
せ
あ
り
」
（
一
例
）
と
併
せ
て
見
る
と
、
同
様
に
西
行
の
歌
の
特
長
と
定
家
が
見
た
と
こ
ろ
に
か
か
わ
る
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
外
、
「
心
ふ
か
く
な
や
ま
す
」
は
、
用
例
は
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
西
行
が
「
贈
定
家
卿
文
」
の
中
で
、
自
作
に
即
し
た
適

切
な
評
語
と
認
め
、
「
こ
れ
あ
た
ら
し
く
い
で
き
候
ぬ
る
判
の
御
こ
と
葉
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
ふ
ら
め
」
と
も
言
っ
て
い
る
か
ら
、
注
目
さ
れ
る
。



以
上
、
『
宮
河
歌
合
』
で
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
り
そ
う
な
定
家
の
評
語
と
し
て
、
「
あ
は
れ
な
り
」
の
類
、
「
心
ふ
か
し
」

の
類
を
初
め
、
「
さ
び
」
、
「
き
よ
し
」
や
、
「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
す
」
の
類
、
「
詞
巧
み
な
り
」
の
類
、
ま
た
「
心
ふ
か
く
な
や
ま
ず
」
に
、

さ
し
あ
た
り
注
目
し
て
み
た
。

こ
れ
ら
の
評
語
が
定
家
の
判
詞
の
中
で
実
際
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
は
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
表

2
に
つ
い
て
、
『
宮
河
歌
合
』
で
の
定
家
の
評
語
の
使
用
状
況
を
、
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
で
の
俊
成
の
評
語
の
使
用
状
況
と
対
比
し
て
見
て
お
き

た
い
。
両
歌
合
は
各
コ
一
十
六
番
の
西
行
の
白
歌
合
と
し
て
姉
妹
関
係
に
あ
る
が
、
定
家
の
判
詞
は
俊
成
の
判
詞
よ
り
も
約
二
年
遅
れ
て
完
成
さ

れ
て
い
る
の
で
、
定
家
は
判
詞
を
書
く
際
に
父
俊
成
の
判
詞
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
定
家
の
評
語
の
用
い
方
が

俊
成
の
場
合
に
似
て
く
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
上
で
相
当
異
な
る
点
が
あ
る
な
ら
、
判
者
と
し
て
の
両
者
の
相
違
を
採
る
手
掛
か

り
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
対
比
し
て
参
考
に
し
た
い
と
思
う
。

各
歌
合
の
評
語
使
用
数
の
総
計
は
、
『
御
装
濯
河
歌
合
』
の
五
十
九
に
比
べ
て
『
宮
河
歌
合
』
は
四
十
七
で
少
な
い
が
、
評
語
の
種
類
は
、

『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
十
人
種
に
比
べ
て
『
官
河
歌
合
』
は
二
十
五
種
で
多
い
。
こ
れ
は
『
御
装
濯
河
歌
合
』
で
「
を
か
し
」
ハ
十
四
例
）
と

「
心
ふ
か
し
」
（
十
二
例
）
を
際
立
っ
て
多
く
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
官
河
歌
合
』
で
は
一
部
の
評
語
を
特
に
多
く
は
用
い
ず
、
評
語
を

多
様
に
用
い
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。

合
』
の
定
家
の
評
語
に
つ
い
て
見
る
と
、

「
よ
ろ
し
」
「
を
か
し
」
「
優
な
り
」
な
ど
一
般
に
広
く
使
わ
れ
る
評
語
を
除
外
し
て
、
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
る
と
思
わ
れ
る
『
官
河
歌

比
較
的
用
例
数
の
多
い
「
あ
は
れ
な
り
」
の
類
や
「
心
ふ
か
し
」
の
類
な
ど
は
、

円
御
裳
濯
河
歌

合
』
で
俊
成
が
す
で
に
先
例
を
残
し
て
い
る
。
た
だ
、

俊
成
が
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
（
二
例
）
の
用
例
を
残
す
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

定

家
は
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
（
二
例
）
の
外
に
「
あ
は
れ
な
り
」
（
四
例
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
ま
た
俊
成
が
「
心
ふ
か
し
」
（
十
二
例
）
の
用
例

を
集
中
的
に
多
数
残
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
定
家
は
「
心
ふ
か
し
」
（
コ
一
例
）
の
外
に
「
ふ
か
し
」
（
二
例
）
、
「
お
も
ひ
入
る
」
（
二
例
〉
も

用
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
、
定
家
は
俊
成
に
比
べ
て
、
同
様
の
内
容
を
示
す
評
語
で
も
多
様
な
言
い
方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

九
七
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『
宮
河
歌
合
』
の
定
家
の
評
語
で
、
用
例
数
の
き
し
て
多
く
な
い
も
の
に
は
、
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
場
合
に
限
れ
ば
俊
成
の
評
語
に
な
い

も
の
が
幾
っ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
先
に
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
る
と
思
わ
れ
る
『
官
河
歌
合
』
の
評
語
と
し
て
注
目
し
た
も
の
に
つ
い
て
見

て
も
、
「
さ
び
」
は
『
御
袋
濯
河
歌
合
』
に
見
え
る
け
れ
ど
、
「
き
よ
し
」
は
見
え
な
い
。
同
様
に
「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
す
」
の
類
や
「
詞

巧
み
な
り
」
の
類
も
見
え
な
い
。
「
心
ふ
か
く
な
や
ま
す
」
は
無
論
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
評
語
は
、
『
御
装
濯
河
歌
合
』
で
の
俊
成
の
評
語
に

限
れ
ば
、
そ
れ
と
関
係
な
く
定
家
は
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
逆
に
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
俊
成
の
評
語
で
西
行
の
特
長
に
触
れ
る
と
思
わ
れ
る
主
な
も
の
の
内
、
定
家
が
『
宮
河
歌
合
』
の
判
調

に
用
い
な
か
っ
た
評
語
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
用
例
が
同
類
の
評
語
を
併
せ
て
三
例
以
上
あ
る
も
の
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、

「
こ
と
も
な
く
」
（
「
こ
と
も
な
く
よ
ろ
し
」
二
例
、
「
こ
と
も
な
く
う
る
は
し
」

一
例
）
の
類
と
、
「
た
け
た
か
し
」
（
二
例
〉
や
「
た
け
あ
り
」

（
一
例
）
の
類
と
が
、

一
応
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
た
け
た
か
し
」
の
類
は
、

『
宮
河
歌
合
』

に
用
い
ら
れ
た

「
た
か
し
」
に
つ
な
が
る
評

語
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
「
こ
と
も
な
く
：
：
：
」
の
類
は
、
歌
に
目
立
っ
た
趣
向
や
技
巧
を
用
い
ず
素
直
に
淡
々
と
詠
み
く
だ
さ
れ
て

い
る
場
合
に
、
俊
成
の
用
い
た
特
色
の
あ
る
評
語
で
、

『
宮
河
歌
合
』

に
は
こ
れ
と
直
接
結
び
つ
く
評
語
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
を
表
現
、
声
調
の
面
を
中
心
に
言
っ
た
の
が
『
宮
河
歌
合
』
の
「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
す
」
の
類
と
見
れ
ば
、
そ
う
見
る
こ
と

も
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
る
と
思
わ
れ
る
評
語
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
『
宮
河
歌
合
』
の
場
合
と
『
御
裳
濯
河
歌
合
』

の
場
合
と
を
比
較
し
て
概
観
す
る
と
、
定
家
は
俊
成
の
評
語
の
用
い
方
を
受
け
継
い
で
い
る
一
方
で
、

よ
り
多
様
な
評
語
の
用
い
方
を
し
た
と

こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
も
含
め
て
、
先
に
挙
げ
た
「
あ
は
れ
な
り
」
の
類
や
「
心
ふ
か
し
」
の
類
を
初
め
と
す
る
定
家
の
評
語
の
具
体

的
な
用
い
方
を
、
次
に
見
て
お
き
た
い
と
思
う
。

1 

「
あ
は
れ
な
り
」
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」

『
宮
河
歌
合
』
の
判
詞
に
は
、
「
あ
は
れ
な
り
」
四
例
、
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
二
例
の
用
例
が
見
え
る
。
「
あ
は
れ
」
は
平
安
時
代
に
は
し
み



じ
み
と
し
た
情
感
を
言
う
語
と
し
て
広
く
使
わ
れ
た
が
、
和
歌
の
評
語
の
用
例
は
「
を
か
し
」
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
少
な
い
。
『
宮
河
歌
合
』

に
そ
の
用
例
が
比
較
的
多
い
の
は
、
定
家
が
西
行
の
歌
に
「
あ
は
れ
」
な
特
長
を
認
め
る
場
合
が
相
応
に
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ

る
。
な
お
俊
成
は
そ
の
歌
論
で
「
あ
は
れ
」
を
重
ん
じ
、
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
の
判
詞
に
も
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
の
用
例
二
例
を
残
す
が
、
「
あ

は
れ
な
り
」
の
用
例
は
な
い
。
た
だ
他
の
歌
合
の
俊
成
の
判
詞
に
は
用
例
が
あ
る
。

定
家
が
評
語
「
あ
は
れ
な
り
」
を
（
「
あ
は
れ
に
」
「
あ
は
れ
な
る
」
の
形
を
と
る
が
）
用
い
て
評
し
た
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

若
菜
つ
む
野
ベ
の
霞
ぞ
あ
は
れ
な
る
む
か
し
を
遠
く
へ
だ
っ
と
思
へ
ば
（
コ
一
番
左
、
勝
）

花
を
ま
つ
心
こ
そ
猶
む
か
し
な
れ
春
に
は
う
と
く
成
り
に
し
も
の
を
（
六
番
右
、
持
）

わ
が
心
さ
こ
そ
都
に
う
と
く
な
ら
め
里
の
あ
ま
り
に
な
が
ゐ
し
て
け
り
（
二
十
七
番
左
、
負
〉

年
月
を
い
か
で
我
が
身
に
お
く
り
け
む
昨
日
見
し
人
け
ふ
は
な
き
世
に
（
二
十
九
番
左
、
負
）

い
ず
れ
も
過
去
を
回
顧
し
て
の
感
慨
を
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。

「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
を
（
「
あ
は
れ
ふ
か
く
」
の
形
を
と
る
が
）
用
い
て
評
し
た
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

山
桜
か
し
ら
の
花
に
折
り
そ
へ
て
か
ぎ
り
の
春
の
家
づ
と
に
せ
ん
（
七
番
左
、
負
）

花
よ
り
も
命
を
ぞ
猶
を
し
む
べ
き
ま
ち
つ
く
べ
し
と
お
も
ひ
や
は
せ
し
（
七
番
右
、
勝
）

か
く
れ
な
く
も
に
す
む
虫
は
み
ゆ
れ
ど
も
我
か
ら
く
も
る
秋
の
夜
の
月
（
十
五
番
右
、
勝
）

こ
の
三
首
中
の
初
め
の
二
首
は
、
同
じ
七
番
の
左
右
の
歌
で
、
こ
れ
に
対
し
て
定
家
は
、

左
の
、

か
ぎ
り
の
春
の
と
い
ひ
、
右
の
、

い
の
ち
を
ぞ
猶
と
い
へ
る
、

い
づ
れ
も
あ
は
れ
ふ
か
く
は
侍
る
を
、

と
左
右
共
に
「
あ
は
れ
ふ
か
く
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、

左
の
「
限
り
の
春
の
」
、

右
の
「
命
を
ぞ
猶
」
を
挙
げ
て
そ
う
評
し
て
い

る
か
ら
、
老
い
て
死
を
意
識
す
る
心
が
花
を
愛
す
る
心
と
と
も
に
見
ら
れ
る
点
が
特
に
「
あ
は
れ
ふ
か
く
」
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
こ
の
二
首
を
、

「
あ
は
れ
な
り
」
と
さ
れ
た
四
首
と
比
べ
る
と
、
過
去
を
顧
み
て
感
傷
に
ふ
け
る
態
度
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
感
傷
に
ふ

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

九
九



一O
O

け
ら
ず
淡
々
と
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
に
「
あ
は
れ
ふ
か
く
」
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
と
評
す
る
三
首
中
の
最
後
の
歌
は
、
月
に
寄
せ
た
述
懐
の
作
で
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
古
歌
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

ね

あ
ま
の
刈
る
藻
に
す
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
な
か
め
世
を
ば
う
ら
み
じ
（
『
古
今
集
』
八

O
七
、
藤
原
直
子
〉

さ
や
か
に
も
見
る
べ
き
月
を
わ
れ
は
た
だ
涙
に
く
も
る
折
ぞ
多
か
る
（
『
拾
遺
集
』
七
八
八
、
中
務
〉

こ
う
い
う
恋
す
る
身
の
上
を
嘆
く
歌
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
一
首
は
あ
ら
わ
に
「
泣
く
」

「一蹴」

な
ど
の
言
葉
を
用
い
ず
、
澄
ん
だ
月
が
一
択
で

曇
る
身
の
嘆
き
を
さ
り
げ
な
く
詠
ん
だ
点
が
、
こ
こ
で
も
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
影
響
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

2 

「
心
ふ
か
し
」
「
ふ
か
し
」
「
お
も
ひ
入
る
」

「
心
ふ
か
し
」
の
用
例
が
三
例
見
ら
れ
、
こ
の
評
語
が
作
者
の
思
い
入
れ
て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る
と
す

る
と
、
同
類
の
評
語
と
し
て
「
ふ
か
し
」
「
お
も
ひ
入
る
」
各
二
例
が
あ
る
の
と
併
せ
て
、
こ
の
類
の
評
語
も
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

『
官
河
歌
合
』
の
判
詞
に
は
、

こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
「
心
あ
り
」

一
例
も
こ
の
類
に
加
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
心
ふ
か
し
」
は
、
古
く
公
任
の
『
新
撰
髄
脳
』
に
秀
歌
の
条
件
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
歌
合
の
判
詞
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら

れ
な
か
っ
た
の
を
、
俊
成
が
判
詞
に
生
か
し
て
用
い
た
評
語
で
あ
る
。
そ
し
て
俊
成
が
「
心
ふ
か
し
」
を
特
に
多
く
用
い
た
の
は
『
御
装
濯
河

歌
合
』
以
後
の
こ
と
で
、
こ
の
歌
合
の
俊
成
の
判
詞
で
の
用
例
は
十
二
例
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
西
行
の
歌
に
思
い
入
れ
の
深
い
特
長
を
も

っ
作
が
多
い
点
に
俊
成
が
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
定
家
も
俊
成
に
倣
っ
て
「
心
ふ
か
し
」
を
『
官
河
歌
合
』
で
用
い
た
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
用
例
数
は
『
御
装
濯
河
歌
合
』
の
場
合
よ
り
少
な
い
が
、
同
類
の
評
語
「
ふ
か
し
」

「
お
も
ひ
入
る
」

な
ど
を
自
由
に
用
い
た

と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。

定
家
、
が
「
心
ふ
か
し
」
を
用
い
て
評
し
た
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

年
を
へ
て
ま
つ
も
を
し
む
も
山
ざ
く
ら
花
に
心
を
つ
く
す
な
り
け
り
ハ
六
番
左
、
持
）



う
き
世
に
は
と
ど
め
を
か
じ
と
春
風
の
ち
ら
す
は
花
を
思
ふ
な
り
け
り
（
八
番
右
、
勝
）

《
ね
ぷ
り
V

逢
ふ
と
見
し
そ
の
夜
の
夢
の
き
め
で
あ
れ
な
な
が
き
睡
は
う
か
る
べ
け
れ
ど
（
三
十
六
番
左
、
持
〉

円
あ
は
れ
あ
は
れ
U

京
哀
此
世
は
よ
し
や
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
こ
む
世
も
か
く
や
く
る
し
か
る
べ
き
ハ
三
十
六
番
右
、
持
）

こ
の
四
首
中
の
終
わ
り
の
ご
首
は
、
同
じ
三
十
六
番
の
左
右
の
歌
で
、
こ
れ
に
対
し
て
定
家
は
、
「
両
首
の
歌
、
心
共
に
ふ
か
く
、
詞
及
び
が

た
き
さ
ま
」
に
見
え
る
と
評
し
て
い
る
。
二
首
は
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
仏
者
の
視
点
を
伴
っ
て
詠
ま
れ
、
左
歌
は
仏
教
に
言
う
「
長
夜
」
の
睡

り
の
方
面
か
ら
恋
の
妄
執
に
目
を
向
け
、
右
歌
は
現
世
と
来
世
を
対
照
的
に
と
り
上
げ
て
恋
の
苦
し
み
に
関
す
る
嘆
き
を
詠
む
。
そ
う
い
う
点

を
、
恋
の
歌
と
し
て
思
い
入
れ
が
深
い
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

初
め
の
二
首
は
花
の
歌
で
、
定
家
は
六
番
左
歌
を
「
花
を
思
へ
る
心
ふ
か
く
、
詞
や
す
ら
か
に
」
詠
ん
で
い
る
と
評
し
、
八
番
右
歌
を
「
花

を
思
へ
る
あ
ま
り
に
、
ち
ら
す
風
を
う
ら
み
ぬ
心
、
ま
こ
と
に
ふ
か
く
」
と
評
し
て
い
る
。
六
番
左
歌
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
山
桜
の
花
を
待

ち
、
散
る
の
を
惜
し
ん
で
思
い
を
尽
く
し
て
き
た
こ
と
を
回
顧
し
た
作
で
、
そ
の
花
へ
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
特
長
と
見
て
の
評
で
あ
ろ
う
。

八
番
右
歌
は
、
春
風
が
花
を
惜
し
ん
で
憂
き
世
に
留
め
て
置
く
ま
い
と
し
て
散
ら
す
と
詠
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
花
を
散
ら
す
風
を
恨
ま
な
い
心

を
、
常
識
的
な
見
方
と
異
な
る
思
い
入
れ
の
深
い
も
の
と
見
て
、
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
ふ
か
し
」
を
用
い
て
定
家
が
評
し
た
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

憂
世
に
は
ほ
か
な
か
り
け
り
秋
の
月
な
が
む
る
ま
ま
に
物
ぞ
か
な
し
き
（
十
六
番
左
、
持
）

す
っ
と
な
ら
ば
う
き
世
を
い
と
ふ
し
る
し
あ
ら
ん
わ
れ
み
ば
く
も
れ
秋
の
夜
の
月
（
十
六
番
右
、
持
）

風
さ
え
て
よ
す
れ
ば
や
が
て
氷
り
つ
つ
か
へ
る
波
な
き
し
が
の
か
ら
さ
き
（
二
十
五
番
右
、
勝
）

初
め
の
二
首
は
、
同
じ
十
六
番
の
左
右
の
歌
で
、
月
の
歌
で
あ
る
が
、
憂
き
世
に
関
す
る
思
い
を
歌
う
。
終
わ
り
の
一
首
は
志
賀
の
唐
崎
の
冬

の
様
子
を
詠
ん
で
い
る
が
、
寄
せ
る
波
が
そ
の
ま
ま
凍
っ
て
返
る
波
が
な
い
と
歌
う
。
や
は
り
思
い
入
れ
の
深
い
作
と
し
て
「
ふ
か
し
」
と
評

し
た
と
見
ら
れ
る
。

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

。
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3 

「
さ
び
」

評
語
「
さ
び
」
は
、
『
官
河
歌
合
』
の
判
詞
に
見
え
る
用
例
は
二
例
で
あ
る
が
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
定
家
の
判
詞
に
は
見
え
ず
、
西
行
の

歌
の
特
長
の
一
面
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、

一
応
と
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
歌
合
判
詞
に
見
ら
れ
る
「
さ
び
」
の
用
例

は
、
俊
成
の
も
の
が
最
も
十
日
く
、
『
御
小
説
濯
河
歌
合
』
に
も
二
例
の
用
例
が
あ
る
。
俊
成
の
「
さ
び
」
は
、
主
に
寂
し
い
情
景
な
ど
を
飾
ら
ず

新
奇
で
な
い
言
葉
で
表
現
し
た
歌
に
、
落
ち
着
い
た
渋
い
趣
を
見
い
だ
し
た
よ
う
な
場
合
、
こ
の
評
語
を
用
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
『
宮
河

歌
合
』
で
「
さ
び
」
の
評
語
の
用
い
ら
れ
た
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

人
き
か
ぬ
ふ
か
き
山
路
の
郭
公
な
く
ね
も
い
か
に
さ
び
し
か
る
ら
ん
（
二
十
二
番
右
、
負
）

わ
が
心
さ
こ
そ
都
に
う
と
く
な
ら
め
里
の
あ
ま
り
に
な
が
ゐ
し
て
け
り
（
二
十
七
番
左
、
負
）

こ
れ
ら
が
「
さ
び
て
」
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
。
定
家
は
俊
成
に
倣
っ
て
こ
の
評
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

4 

「
き
よ
し
」

評
語
「
き
よ
し
」
も
、

『
宮
河
歌
合
』

の
判
詞
に
見
え
る
用
例
は
二
例
で
あ
る
が
、

『
千
五
百
番
歌
合
』

の
定
家
の
判
詞
に
は
見
え
な
い
の

で、

一
応
と
り
上
げ
て
お
く
。
「
き
よ
し
」
を
用
い
た
一
例
は
、

ハ

こ

よ

作

》

《

な

か

ば

】

か
ぞ
へ
ね
ど
今
夜
の
月
の
け
し
き
に
て
秋
の
半
を
空
に
し
る
か
な
（
十
一
番
左
、
勝
〉

の
歌
を
「
歌
の
す
が
た
た
か
く
、
こ
と
葉
清
く
し
て
」
と
評
し
た
も
の
で
、
歌
の
言
葉
に
つ
い
て
「
き
よ
し
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
今
一
例
は
、

か
く
れ
な
く
も
に
す
む
虫
は
み
ゆ
れ
ど
も
我
か
ら
く
も
る
秋
の
夜
の
月
（
十
五
番
右
、
勝
）

の
歌
を
「
も
に
す
む
虫
か
く
れ
ぬ
月
の
ひ
か
り
も
、
空
清
く
侍
れ
ば
、
ま
さ
る
と
申
す
べ
き
に
や
」
と
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
空
清
く
」
は

そ
こ

『
新
編
国
歌
大
観
』
で
の
形
で
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
は
「
底
清
く
」
と
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
場
合
は
、
表
現
さ
れ
た
情
景
に

つ
い
て
「
き
よ
し
」
と
評
し
て
い
る
。
な
お
「
き
よ
し
」
は
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
に
は
見
え
な
い
が
、
「
き
ょ
げ
な
り
」

t土

『
中
宮
克
重
家
朝



臣
家
歌
合
』
の
俊
成
の
判
詞
に
用
例
が
あ
る
。

5 

「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
す
」
の
類

『
官
河
歌
合
』
の
判
詞
に
見
え
る
「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
す
」
（
一
例
）
、
「
と
ど
こ
ほ
る
所
な
く
い
ひ
く
だ
す
」
（
一
例
）
、
「
と
ど
こ
ほ
る

ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
示
す
同
類
の
評
語
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
類
の
評
語
は
『
千
五
百
番
歌
合
』
の

定
家
の
判
詞
に
も
二
例
ほ
ど
用
例
は
あ
る
が
、
歌
合
の
規
模
を
考
え
る
と
『
官
河
歌
合
』
の
用
例
は
比
較
的
多
い
の
で
、
定
家
が
西
行
の
歌
の

特
長
と
見
た
一
面
を
示
す
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
評
語
の
用
い
ら
れ
た
歌
に
即
し
て
見
る
と
、

所
な
く
い
ひ
な
が
す
」
（
一
例
）
な
ど
は
、

年
を
へ
て
ま
つ
も
を
し
む
も
山
ざ
く
ら
花
に
心
を
つ
く
す
な
り
け
り
（
六
番
左
、
持
）

の
歌
を
、
「
花
を
思
へ
る
心
ふ
か
く
、
詞
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
さ
れ
て
侍
れ
ば
」
と
評
す
る
。
ま
た
、

わ
き
で
け
ふ
相
坂
山
の
か
す
め
る
は
立
ち
お
く
れ
た
る
春
や
こ
ゆ
ら
ん
（
二
番
右
、
勝
）

の
歌
を
、
「
今
す
こ
し
と
ど
こ
ほ
る
所
な
く
い
ひ
く
だ
さ
れ
て
侍
れ
ば
、
ま
さ
る
べ
く
や
」
と
評
す
る
。
ま
た
、

程
ふ
れ
ば
お
な
じ
都
の
う
ち
だ
に
も
お
ぼ
つ
か
な
さ
は
と
は
ま
し
も
の
を
（
二
十
七
番
右
、
勝
）

の
歌
を
、
「
と
ど
こ
ほ
る
所
な
く
い
ひ
な
が
さ
れ
て
侍
れ
ば
、
勝
と
や
申
す
べ
か
ら
ん
」
と
評
す
る
。

ど
の
歌
も
平
明
に
言
葉
を
続
け
、

の
び

や
か
に
詠
ま
れ
て
い
て
、
そ
う
い
う
面
で
の
西
行
の
歌
の
特
長
を
定
家
は
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
御
装
濯
河
歌
合
』

の
俊
成
の
判
詞

に
は
直
接
こ
れ
に
相
当
す
る
評
語
は
な
い
。
た
だ
し
『
別
雷
社
歌
合
』
の
俊
成
の
判
詞
に
は
、
「
や
す
ら
か
に
い
ひ
く
だ
し
て
」
（
霞
六
番
）
と

評
し
た
先
例
が
あ
る
。

6 

「
詞
巧
み
な
り
」
の
類

『
宮
河
歌
合
』
の
判
詞
に
見
え
る
「
詞
巧
み
な
り
」
（
一
例
）
、
「
詞
心
巧
み
な
り
」
（
一
例
）
も
、
言
葉
の
巧
み
さ
を
特
定
の
方
面
で
評
価
し

た
「
言
の
葉
の
ょ
せ
あ
り
」
（
一
例
）
な
ど
と
併
せ
る
と
、

や
や
目
立
っ
て
見
え
る
の
で
、

と
り
上
げ
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
評
語
の
用
い
ら
れ

た
歌
に
即
し
て
見
る
と
、

西
行
の
軟
に
対
す
る
定
家
の
批
評

。



一O
四

わ
か
な
お
ふ
る
春
の
野
守
に
我
成
り
て
う
き
世
を
人
に
つ
み
し
ら
せ
ば
や
（
一
一
一
番
右
、
負
）

の
歌
を
、
「
詞
巧
に
心
を
か
し
く
は
み
え
侍
る
を
」
と
評
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
歌
で
、
若
菜
摘
み
の
「
摘
み
」
に
仏
法
に
背
く
意
味
で
の
「
罪
」

を
掛
け
た
表
現
は
、
「
詞
巧
に
」
と
評
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
な
べ
て
の
歌
に
は
猶
如
何
に
ぞ
開
ゆ
べ
か
ら
ん
」
と

批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
歌
の
詞
に
関
す
る
批
判
の
項
で
触
れ
た
。
次
に
、

風
も
よ
し
花
を
も
さ
そ
へ
い
か
が
せ
ん
思
ひ
は
つ
れ
ば
あ
ら
ま
う
き
世
ぞ
（
十
番
右
、
勝
）

の
歌
を
、
「
風
も
よ
し
と
お
け
る
よ
り
、
終
句
の
す
ゑ
ま
で
、
詞
心
た
く
み
に
、
人
及
び
が
た
き
さ
ま
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三

言

句
ま
で
句
ご
と
に
言
い
切
り
な
が
ら
畳
み
か
け
た
言
葉
運
び
を
下
旬
で
受
け
止
め
る
形
で
、
句
聞
の
聞
を
生
か
し
て
心
の
動
き
を
如
実
に
表
現

し
た
点
を
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、

な
に
と
か
く
心
を
さ
へ
は
つ
く
す
ら
ん
我
が
な
げ
き
に
て
く
る
る
秋
か
は
（
二
十
番
右
、
負
）

の
歌
に
つ
い
て
、
「
心
を
さ
へ
は
つ
く
す
ら
ん
な
ど
い
へ
る
、
言
の
は
の
ょ
せ
あ
り
て
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
心
ま
で
「
尽
く
す
」
物

思
い
を
す
る
と
詠
ん
だ
の
が
、
下
旬
の
「
暮
る
る
秋
」
」
す
な
わ
ち
九
月
尽
と
言
葉
の
上
で
「
ょ
せ
」
（
縁
）
が
あ
る
の
に
触
れ
た
評
と
思
わ

れ
る
。
す
る
と
そ
の
点
で
や
は
り
言
葉
の
巧
み
さ
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
御
宍
濯
河
歌
合
』
の
俊
成
の
判
詞
に
は
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
評
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、
治
承
三
年
の
『
右
大
臣
家
歌
合
』
の
俊
成
の
判
詞

に
は
、
「
言
葉
た
く
み
に
」
（
三
十
番
）
の
評
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

7 

「
心
ふ
か
く
な
や
ま
す
」

「
心
ふ
か
く
な
や
ま
す
」
は
、
『
宮
河
歌
合
』
の
判
詞
に
一
箇
所
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
評
語
で
あ
る
が
、
西
行
が
「
贈
定
家
卿
文
」
の
中

で
、
自
作
に
即
し
て
新
し
く
作
ら
れ
た
適
切
な
評
語
と
し
て
喜
ぶ
心
を
記
し
て
い
る
の
で
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
評
語
の
用
い
ら
れ
た
の
は
、

次
の
歌
で
あ
る
。

い
づ
ち
か
も
ぜ
む
（
平
安
朝
歌
令
大
成
〉

世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
ち
る
花
の
我
が
身
を
き
て
も
い
か
さ
ま
に
せ
ん
（
九
番
左
、
勝
）



こ
の
歌
を
、
定
家
は
次
の
よ
う
に
評
す
る
。

世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
と
い
へ
る
よ
り
、
を
は
り
の
句
の
末
ま
で
、
句
ご
と
に
お
も
ひ
入
れ
て
、
作
者
の
心
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
所
侍

れ
ば
、

い
か
に
も
勝
ち
侍
ら
ん
。

一
首
は
落
花
に
寄
せ
た
述
懐
の
歌
で
、
無
常
の
世
の
中
で
自
己
の
人
生
の
行
方
を
思
っ
て
悩
む
心
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
う
い
う
心
は
西
行
の

生
涯
を
通
じ
て
の
根
本
的
な
思
い
に
属
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を
定
家
が
新
し
い
評
語
を
用
い
て
評
し
た
点
を
、
西
行
は
喜
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

「
贈
定
家
卿
文
」
に
は
西
行
の
次
の
言
葉
が
見
え
る
。

九
番
の
左
の
、
我
が
身
を
さ
て
も
と
い
ふ
歌
の
判
の
御
詞
に
、
作
者
の
こ
こ
ろ
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
所
侍
れ
ば
と
か
か
れ
候
。
か
へ
す
が

へ
す
お
も
し
ろ
く
候
物
か
な
。
な
や
ま
せ
る
と
申
御
こ
と
葉
に
、
万
み
な
こ
も
り
て
、

め
で
た
く
お
ぼ
え
候
。
こ
れ
あ
た
ら
し
く
い
で
き

候
ぬ
る
判
の
御
こ
と
葉
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
ふ
ら
め
。
古
は
い
と
覚
候
は
ね
ば
、
歌
の
す
が
た
に
似
て
、

い
ひ
く
だ
さ
れ
た
る
や
う
に
覚

候

従
来
使
わ
れ
て
き
た
評
語
に
よ
っ
て
記
す
と
す
れ
ば
、
「
心
ふ
か
し
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
「
作
者
の
心
ふ
か

く
な
や
ま
せ
る
」
と
、
こ
の
西
行
の
歌
の
心
に
追
っ
た
評
語
を
用
い
た
点
を
、
西
行
は
喜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
『
宮
河
歌
合
』
の
判
詞
で
、
定
家
が
西
行
の
歌
の
特
長
に
触
れ
て
用
い
た
と
思
わ
れ
る
評
語
の
主
な
も
の
を
と
り
上
げ
て
考
察
し
た
。

こ
れ
ら
の
評
語
は
、
歌
の
心
に
関
す
る
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
歌
の
詞
や
姿
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
定
家
は
西
行
の
歌
の

心
・
詞
・
姿
の
各
方
面
に
つ
い
て
幅
広
く
特
長
を
見
い
だ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
定
家
の
評
語
が
か
な
り
多
様
な
種
類
に
わ
た
る
こ
と
は
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
で
の
定
家
の
評
語
や
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
で
の
俊
成
の
評

語
と
比
べ
る
と
、
あ
る
程
度
客
観
的
に
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
評
語
の
種
類
の
多
様
さ
は
、
先
に
評
語
を
挙
げ
た
際
に
「
：
：
：
の
類
」
と
ま

と
め
た
も
の
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
も
種
々
の
言
い
方
を
し
て
い
る
面
を
も
っ
。
こ
れ
は
定
家
が
限
ら

西
行
の
歌
に
対
す
る
定
家
の
批
評

一O
五
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れ
た
評
語
に
と
ら
わ
れ
ず
、
対
象
と
す
る
歌
の
多
彩
な
特
長
に
応
じ
て
評
語
を
か
な
り
自
在
に
用
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思

ぅ
。
そ
れ
で
西
行
の
歌
に
即
し
て
「
心
ふ
か
く
な
や
ま
す
」
と
い
っ
た
新
し
い
評
語
も
用
い
、
西
行
を
感
服
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
御
裳
濯
河
歌
合
』
で
俊
成
の
用
い
た
評
語
を
参
照
す
る
と
、
「
あ
は
れ
ふ
か
し
」

「
心
ふ
か
し
」

「
さ
び
」
な
ど
は
俊
成
が
用
い
て
い
る
の

で
、
定
家
が
そ
こ
か
ら
影
響
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
俊
成
の
用
い
て
い
な
い
評
語
も
相
当
に
あ
り
、
こ
れ
ら
は
定
家
が
『
御
袋
、
濯

河
歌
合
』
で
の
俊
成
の
評
語
と
関
係
な
く
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
評
語
も
多
く
は
他
の
歌
合
の
俊
成
の
判
詞
に
用
例
が
あ

る
か
ら
、
定
家
が
俊
成
か
ら
評
語
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
定
家
は
俊
成
か
ら
学
ん
だ
評
語
で
も
そ
れ
を
多
様
に
使
い
生
か

し
、
さ
ら
に
新
し
い
言
い
方
の
評
語
を
工
夫
し
て
、
西
行
の
歌
の
特
長
に
迫
ろ
う
と
し
た
点
が
、
注
目
さ
れ
る
と
思
う
。
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。
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。
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