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『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

倉

田

実

は
じ
め
に

『

拾
遺
和
歌
集』

(

以
下
、
歌
集
類
の

｢

和
歌｣
は
省
略
し
、『

拾
遺
集』

の
よ
う
に
略
記
す
る)

は
、
巻
十
一
か
ら
十
五
ま
で
に
恋
歌
が
五

巻
に
分
け
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
先
蹤
と
な
る

『

古
今
集』

の
恋
歌
五
巻
は
、
恋
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
が
、
段
階
を
追
っ
て
配
置
さ
れ

て
お
り
、『

拾
遺
集』

も
こ
の
路
線
を
踏
襲
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。『

拾
遺
集』

の
恋
歌
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
だ
い

ぶ
以
前
の
も
の
に
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
整
理
が
ま
だ
有
効
で
あ
ろ
う
。

恋
一
は
未
だ
逢
う
以
前
の
段
階
の
恋
で
、
秘
め
ら
れ
た
も
の
が
次
第
に
顕
在
化
し
て
行
く
過
程
を
、
恋
二
は
逢
っ
た
ば
か
り
の
段
階
の

恋
で
、
い
つ
か
評
判
が
立
ち
、
逢
っ
て
ま
す
ま
す
つ
の
る
思
い
、
暁
の
別
れ
が
わ
び
し
く
、
し
き
り
に
暮
が
待
た
れ
る
状
態
を
、
恋
三
は

や
や
飽
き
が
来
た
段
階
の
恋
で
、
来
ぬ
人
を
待
っ
て
独
り
寝
の
状
態
が
多
く
な
る
事
情
を
、
恋
四
は
い
よ
い
よ
忘
れ
ら
れ
か
け
た
段
階
の

恋
で
、
誓
い
合
っ
た
頃
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
様
子
を
、
恋
五
は
も
は
や
絶
望
的
な
段
階
の
恋
で
、
自
分
の
こ
と
を
す
っ
か
り
飽
き
て
忘

れ
て
し
ま
っ
た
相
手
を
う
ら
む
一
方
で
は
わ
ず
か
な
期
待
を
寄
せ
る
状
況
を
各
々
の
歌
が
詠
み
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る

(

１)

。
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恋
一
か
ら
恋
五
に
至
る
恋
歌
の
配
置
を
的
確
に
ま
と
め
て
い
よ
う
。
こ
の
小
稿
で
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
各
巻
に
お
け

る
和
歌
の
配
置
の
さ
れ
方
を
今
一
度
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
右
と
は
違
っ
た
説
明
の
仕
方
が
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
方
法
と
し
て
は
、

恋
の
進
行
段
階
の
指
標
と
な
る
歌
句
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
多
様
な
歌
語
の
あ
り
か
た
に
着
目
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
多
様
な
歌
語

の
使
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

特
に
恋
の
部
の
配
列
に
認
め
ら
れ
る
大
き
な
特
色
の
一
つ
は
、
隣
り
合
う
二
首
あ
る
い
は
三
首
の
歌
が
、
単
に
歌
の
内
容
が
同
種
の
も
の

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
歌
の
用
語
な
ど
に
お
い
て
も
、
密
接
に
関
連
し
た
関
係
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(

２)

。

す
で
に
歌
語
の
緊
密
な
連
携
と
い
う
点
は
、
定
説
化
し
て
お
り
、
今
更
な
る
感
も
あ
る
が
、
こ
の
小
稿
も
そ
の
驥
尾
に
付
く
こ
と
に
な
る
。

一

恋
の
進
行
段
階
を
表
わ
す
語
彙

最
初
に
、
恋
の
進
行
段
階
を
表
わ
す
語
彙
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
恋
に
は
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
成
就
す
る
ま
で
に
段
階

が
あ
り
、
さ
ら
に
破
綻
し
て
い
く
ま
で
の
進
行
に
か
か
わ
る
、
固
有
の
多
様
な
語
彙
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
こ
こ
で

着
目
す
る
の
は
、｢

初
め
て
…
を
す
る｣

意
と
な
る
、｢
…
初
め｣

と
い
う
表
現
の
仕
方
で
あ
る

(

３)

。
こ
の
言
い
方
は
、
今
日
で
も
、
書
初
め
、
出

初
め
、
食
い
初
め
な
ど
と
い
う
形
で
継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
物
事
が
な
さ
れ
た
最
初
を
明
確
し
て
把
握
す
る
仕
方
で
あ
り
、
恋
の
進
行

に
お
い
て
も
、
多
様
な

｢

…
初
め｣

が
使
用
さ
れ
て
、
恋
の
段
階
を
示
す
指
標
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
和
歌
に
お
い
て
も
多
様

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
八
代
集
に
も
そ
れ
な
り
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
の
用
例
を
整
理
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、｢

初

め｣

は
、
色
に
か
か
わ
る
文
脈
で
は
、｢

染
め｣

と
掛
詞
に
な
る
の
で
、
以
下
は

｢

…
そ
め｣

と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
恋
の
は
じ
ま
り
は
、
異
姓
に
思
い
を
寄
せ
、
恋
心
を
抱
く
段
階
で
あ
る
。
こ
の
初
期
の
段
階
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

｢

恋
ひ
そ
め｣

と
い

う
言
い
方
で
提
示
さ
れ
る
。
特
定
の
異
姓
を
、
恋
の
相
手
と
し
て
初
め
て
意
識
し
た
段
階
で
あ
る
。
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こ
の
意
識
が
昂
じ
て
く
る
と
、
次
は
異
姓
に
恋
心
を
打
ち
明
け
る

｢

言
ひ
そ
め｣

の
段
階
に
な
る
。｢

言
ひ
そ
め｣

に
は
、
契
り
を
交
わ
す

意
は
な
く
、
初
め
て
懸
想
文
を
贈
る
意
で
あ
り
、
口
頭
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。｢

文
そ
め｣

と
い
う
言
い
方
が
分
か
り
易
い
だ
ろ
う
。
初

め
て
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
あ
る
。｢

言
う｣

に
敬
意
が
入
れ
ば

｢

申
し
そ
め｣

に
、｢

言
う｣

の
は
知
ら
せ
る
た
め
な
の
で

｢

知
ら
せ
そ
め｣

も
類

句
と
な
る
。｢
言
ひ
そ
め｣

の
歌
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

｢

恋
ひ
そ
め｣

し
た
こ
と
を
詠
む
こ
と
に
な
る
。

次
は
、
求
婚
す
る
女
性
宅
を
訪
問
し
、
簀
子
に
坐
っ
て
挨
拶
を
す
る

｢

居
そ
め｣

と
い
う
作
法
に
な
る
。
室
内
に
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

求
婚
の
意
向
を
真
摯
に
訴
え
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
用
例
は
和
歌
集
に
は
な
く
、『

蜻
蛉
日
記』

下
巻
、
藤
原
遠
度
の
養
女
求
婚
に

際
し
て
一
例
だ
け
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
作
法
は
な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。｢

言
ひ
そ
め｣

｢

居
そ
め｣

が
終
わ
り
、
両
者
の
合
意

が
成
立
す
る
と
、
実
際
に
結
ば
れ
る
段
取
り
と
な
り
、
こ
こ
に
も
多
様
な
言
い
方
が
あ
っ
た
。

通
い
婚
の
時
代
な
の
で
、
通
う
こ
と
か
ら
す
る

｢

通
ひ
そ
め｣

｢

ま
か
り
そ
め｣

と
い
う
形
で
、
結
婚
や
恋
愛
の
成
就
を
言
う
こ
と
に
な
る
。

結
婚
前
に
通
い
は
な
い
。
恋
の
成
就
・
結
婚
は
、
通
っ
て
き
た
男
が
女
性
と
初
め
て
対
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、｢

見
そ
め｣

｢

見
慣
れ
そ
め｣

と
さ
れ
た
り
、｢

逢
ひ
そ
め｣

｢

逢
ひ
見
そ
め｣
と
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
の
場
合
、
見
る
と
さ
れ
る
主
体
は
男
で
あ
り
、
互
い
に
見
合
う
意
で
は

な
い
。
逢
う
と
さ
れ
る
場
合
は
、
男
女
ど
ち
ら
も
主
体
に
な
り
え
る
。｢

逢
ひ｣

の
形
は
、
染
料
の

｢

藍｣

が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、｢

初

め｣

と

｢

染
め｣

の
掛
詞
が
使
用
さ
れ
る
。

ま
た
、
恋
の
成
就
を
実
際
的
に
い
え
ば
、｢

寝
そ
め｣

に
な
る
。
契
り
を
結
ぶ
こ
と
か
ら
は
、｢

契
り
そ
め｣

｢

結
び
そ
め｣

と
も
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
一
夜
を
共
に
し
て
朝
を
迎
え
れ
ば
、
初
め
て
女
の
家
か
ら
自
邸
に
帰
る
こ
と
に
な
る
の
で
、｢

帰
り
そ
め｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

恋
の
成
就
・
結
婚
は
、
文
脈
に
応
じ
て
多
様
な
指
示
の
仕
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
日
間
の
通
い
が
終
わ
り
、
こ
れ
以
降
、
女
の
家
に
住
む
よ
う
に
な
れ
ば

｢
住
み
そ
め｣

に
な
り
、
ま
た
、
互
い
に
馴
染
む
こ
と
に
な
る
の

で
、｢

懐
き
そ
め｣

と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
ま
ま
愛
情
が
継
続
す
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
の
が
男
女
の
仲
で
あ
っ
た
。
男
が
他
の
女
に
思
い
を
寄
せ
て
、
元
の
女
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と
の
隔
て
が
生
じ
る
と

｢

隔
て
そ
め｣

に
な
り
、
隔
て
ら
れ
た
側
は

｢

嘆
き
そ
め｣

に
な
る
。
一
回
的
な
用
法
と
し
て
は
、｢

心
か
ら
う
き
た

る
舟
に
乗
り
そ
め
て
ひ
と
日
も
浪
に
濡
れ
ぬ
日
ぞ
な
き｣

(『

後
撰
集』

恋
二
・
七
七
九
・
小
町)

と
詠
ま
れ
た

｢(

う
き
た
る
舟
に)

乗
り
そ

め｣

と
い
う
形
も
あ
る
。｢

う
き｣

は

｢

浮
き｣

と

｢

憂
き｣

の
掛
詞
で
、｢

浮
き
た
る
舟｣

は
男
の
比
喩
。｢

濡
れ｣

は
、
波
と
共
に
涙
に
濡

れ
る
こ
と
で
あ
る
。｢

乗
り
そ
め｣

は
、
見
そ
め
の
意
と
、
嘆
き
そ
め
の
意
を
掛
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
恋
の
成
就
は
、
恋
の
破
綻
の
端
緒
な
の

で
も
あ
っ
た
。

｢

隔
て
そ
め｣

｢

嘆
き
そ
め｣

は
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
状
態
が
継
続
し
、
破
綻
が
意
識
さ

れ
る
と
、
恋
の
は
じ
め
の
段
階
に
も
ど
っ
て

｢

思
ひ
そ
め｣
｢

契
り
そ
め｣

を
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。
恋
の
は
じ
め
は
記
念
さ
れ
る
と
と
も

に
、
後
悔
さ
れ
る
基
点
な
の
で
あ
っ
た
。｢

思
ひ
そ
め｣

な
ど
は
両
義
的
に
機
能
し
た
の
で
る
。

以
上
の
よ
う
な
恋
の
進
展
に
か
か
わ
る
多
様
な
語
彙
が
八
代
集
の
和
歌
の
用
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
彙
は
、
恋
に

か
か
わ
る
歌
語
と
し
て
認
定
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
詞
書
に
は
、｢

…
初
め｣

の
形
の
他
に
、｢

は
じ
め
て
…
す
る｣

｢

は
じ
め
た
る
…｣

な
ど

と
い
う
指
示
の
仕
方
も
併
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

女
の
も
と
に
は
じ
め
て
つ
か
は
し
け
る｣

｢

男
の
は
じ
め
て
女
の
も
と
に
ま
か
り
て｣

、

あ
る
い
は

｢

は
じ
め
た
る
恋｣

｢

言
ひ
は
じ
め
侍
り
け
る｣

な
ど
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
彙
に
よ
っ
て
、
恋
の
新
た
な
ス
テ
ー

ジ
を
言
わ
ば
記
念
日
的
に
把
握
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
歌
語
と
、
こ
れ
ら
の
散
文
的
な
語
彙
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
恋
の
段
階
的
様
相
が
把
握
で
き
る
の
で
あ
り
、『

拾
遺
集』

の

恋
歌
の
把
握
に
も
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
語
彙
が
、
ど
の
歌
集
に
も
平
均
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ

り
、
偏
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
八
代
集
で
詞
書
を
除
く
と
、『
古
今
集』

に
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

見
な
れ
そ
め｣

｢

逢
ひ
見
そ
め｣

だ

け
、『

後
拾
遺
集』

に
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

帰
り
そ
め｣

だ
け
、『

金
葉
集』
に
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

文
そ
め｣

だ
け
、『

詞
花
集』

に
は

｢

逢
ひ

そ
め｣

だ
け
、『

新
古
今
集』

で
は

｢

思
ひ
そ
め｣

だ
け
し
か
使
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
一
方
、
多
用
さ
れ
る
の
が

『

後
撰
集』

『

拾
遺
集』

『

千
載
集』

で
あ
っ
た
。『
後
撰
集』

に
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

言
ひ
そ
め｣

｢

見
そ
め｣

二
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｢
住
み
そ
め｣

｢

懐
き
そ
め｣

｢

嘆
き
そ
め｣

｢

乗
り
そ
め｣

の
七
種
が
、『

拾
遺
集』

で
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

知
ら
せ
そ
め｣

｢

見
そ
め｣

｢

寝
そ
め｣

｢
結
び
そ
め｣

｢

隔
て
そ
め｣

の
六
種
、『

千
載
集』

で
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

恋
ひ
そ
め｣

｢

知
ら
せ
そ
め｣

｢

通
ひ
そ
め｣

｢

契
り
そ
め｣

｢

結
び
そ

め｣

の
六
種
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
詞
書
の
用
例
も
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
数
値
は
変
わ
っ
て
く
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、｢

…

そ
め｣

の
使
用
傾
向
の
目
安
と
な
ろ
う
。『

拾
遺
集』

の
こ
う
し
た
歌
語
の
多
用
は
、『

後
撰
集』

を
受
け
て
い
よ
う
。『

拾
遺
抄』

に
は

｢

…

そ
め｣

の
用
例
は
な
い
。
そ
し
て
、『

千
載
集』

は
、
こ
の
両
集
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
傾
向
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
以
下
、
こ
の
観
点
か
ら
恋
歌
の
各
巻
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
恋
一
は

｢

思
ひ
そ
め｣

と

｢

言
ひ
そ
め｣

の
段
階
、
恋
二
は

｢

ま
か
り
そ
め｣

の
段
階
で
、早
く
も

｢

む
す
び
そ
め｣

｢

寝
そ
め｣

の
後
悔
の
念
が
き
ざ

し
、
恋
三
は

｢

…
そ
め｣

の
用
例
を
離
れ
て

｢

逢
え
な
い
恋｣

の
場
合
、
恋
四
は
用
例
と
し
て
一
例
し
か
な
い
が
、｢

隔
て
そ
め｣

の
段
階
、

恋
五
は
関
係
が
破
綻
し
、｢

思
ひ
そ
め｣
を
後
悔
す
る
段
階
と
な
る
。｢

…
そ
め｣

の
形
に
着
目
す
る
こ
と
で

『

拾
遺
集』

恋
歌
の
特
質
を
指
摘

で
き
る
よ
う
で
あ
り
、
以
下
、
具
体
的
に
、
歌
語
の
用
法
と
共
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

恋
一
―

｢

思
ひ
そ
め｣

と

｢

言
ひ
そ
め｣

巻
十
一
、
恋
一
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

と

｢

言
ひ
そ
め｣

の
段
階
の
恋
歌
で
配
置
さ
れ
て
お
り
、｢

見
そ
め｣

、
す
な
わ
ち
逢
瀬
に
到
る
恋
は
な

い
。
こ
の
こ
と
と
は
巻
頭
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

天
暦
御
時
歌
合

恋
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
か

(
恋
一
・
六
二
一
・
壬
生
忠
見)

し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
我
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で

(

恋
一
・
六
二
二
・
平
兼
盛)

題
知
ら
ず

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

二
五



色
な
ら
ば
移
る
ば
か
り
も
そ
め
て
ま
し
思
ふ
心
を
知
る
人
の
な
さ

(

恋
一
・
六
二
三
・
紀
貫
之)

女
の
も
と
に
初
め
て
遣
は
し
け
る

忍
ぶ
る
も
誰
ゆ
へ
な
ら
ぬ
も
の
な
れ
ば
今
は
何
か
は
君
に
隔
て
む

(

恋
一
・
六
二
四
・
平
公
誠)

題
知
ら
ず

嘆
き
あ
ま
り
つ
ゐ
に
色
に
ぞ
出
で
ぬ
べ
き
言
は
ぬ
を
人
の
知
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め

(

恋
一
・
六
二
五)

巻
頭
二
首
は
、
晴
儀
歌
合
の
典
型
と
さ
れ
る
、
天
徳
四
年

(

九
六
〇)

｢

内
裏
歌
合｣

の
恋
二
十
番
で
番
わ
れ
た
両
歌
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
右
方
の
兼
盛
歌
が
勝
と
な
っ
た
た
め
、
負
と
な
っ
た
左
方
の
忠
見
は
悶
死
し
た
と
の
説
話
が
生
じ
て
い
る

(『

沙
石
集』

五)

。
こ
の
歌

合
の
歌
が
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

の
歌
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。｢

思
ひ
そ
め｣

は
、
恋
の
も
っ
と
も
初
期
の
段
階
で
あ
っ

た
。
歌
は
、
人
に
知
ら
れ
ず
に

｢

思
ひ
そ
め｣

た
の
に
、
恋
の
浮
名
は
早
く
も
立
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
嘆
き
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
恋
の
初
め
の

歌
と
し
て
、
恋
部
の
冒
頭
に
配
置
す
る
の
に
最
適
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
兼
盛
の
歌
も

｢

物
や
思
ふ｣

と
人
が
問
い
尋
ね
た
と
い
う
の
は
、

｢

思
ひ
そ
め｣

し
た
の
か
と
聞
か
れ
た
意
に
も
な
る
。
三
首
目
の
貫
之
歌
も

｢

思
ふ｣

と

｢

そ
め｣

は
分
離
し
て
い
る
が
、｢

思
ひ
そ
め｣

の
歌

と
見
な
せ
よ
う
。
こ
の

｢

そ
め｣

は

｢

色｣

の
使
用
が
あ
る
の
で

｢

染
め｣

で
あ
り
、
下
の

｢

思
ふ｣

と
か
か
わ
っ
て

｢

初
め｣

の
意
も
働
く

と
見
ら
れ
る
。｢

思
ひ
そ
め｣

し
た
心
を
分
か
っ
て
く
れ
な
い
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
恋
一
冒
頭
三
首
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

の
歌
な
の
で
あ
っ
た
。

四
首
目
の
六
二
四
番
歌
に
な
る
と
、
詞
書
に

｢

女
の
も
と
に
初
め
て
遣
は
し
け
る｣

と
あ
る
の
で
、｢

言
ひ
そ
め｣

の
歌
と
な
っ
て
い
る
。

歌
は
、｢

忍
ぶ
恋
の
思
い
を
す
る
の
は
浮
名
を
恐
れ
る
我
が
身
の
た
め
だ
っ
た
の
で
、
忍
び
き
れ
な
く
な
っ
た
今
は
、
ど
う
し
て
あ
な
た
に
恋

心
を
隔
て
隠
し
て
い
ら
れ
よ
う
か｣

と
詠
ん
で
い
る
。
恋
心
を
初
め
て
告
白
す
る

｢

言
ひ
そ
め｣

の
歌
と
な
っ
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
。

五
首
目
は
独
詠
歌
と
も
、
贈
歌
と
も
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
贈
歌
と
す
れ
ば
、
歌
句
の

｢

人｣

は
相
手
の
女
性
を
暗
示
し
て
、｢

言
ひ
そ
め｣

し
た
こ
と
に
な
る
。
歌
は
、｢

忍
ぶ
恋
を
嘆
く
あ
ま
り
、
つ
い
に
は
態
度
に
現
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
口
に
出
し
て
言
わ
な
い
思
い
を
、
あ
な

た
が
知
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
の
だ
が｣

と
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
六



恋
一
巻
頭
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

言
ひ
そ
め｣

の
恋
の
段
階
の
歌
に
な
っ
て
い
た
。
恋
の
ご
く
初
期
の
歌
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

｢

言
ひ
そ
め｣

の
歌
は
、
こ
の
後
に
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
前
に
、『

拾
遺
集』

が
特
に
留
意
し
た
と
思
わ
れ
る
、
歌
語
を
連
携
さ
せ
る
あ
り

よ
う
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『

拾
遺
集』

は
、
一
首
の
う
ち
に
歌
語
を
重
層
的
に
使
用
し
た
歌
を
撰
び
、
後
続
す
る
歌
と
緊
密
な
連
携
を
は

か
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
歌
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
形
成
さ
せ
て
い
る

(

４)

。
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
、
右
の
引
用
部
で
確
認
し

て
お
き
た
い
。

右
の
五
首
に
は
、
詞
書
を
含
め
て
四
つ
の
歌
語
や
歌
句
の
連
携
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
簡
略
に
提
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

拾
遺
集
・
六
二
一

思
ひ
初
め

人
知
れ
ず

拾
遺
集
・
六
二
二

忍
ぶ
れ

色
に
出
で

拾
遺
集
・
六
二
三

初
め
…
思
ふ

知
る
人
の
な
き

色
な
ら
ば

拾
遺
集
・
六
二
四

初
め
て
遣
は
し

忍
ぶ
る

拾
遺
集
・
六
二
五

人
の
知
ら
ば

色
に
ぞ
出
で

右
に
は

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

言
ひ
そ
め｣

系
、｢

人
知
れ
ず｣

系
、｢

忍
ぶ｣

系
、｢

色
に
出
づ｣

系
の
歌
句
そ
れ
ぞ
れ
が
、
互
い
に
重
層
的
に
呼

応
し
て
い
る
様
相
が
見
て
取
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
後
続
す
る
六
二
六
番
歌
は

｢

逢
ふ
こ
と
を
ま
つ
に
て
年
の
経
ぬ
る
か
な
身
は
住
の
江
に
生

ひ
ぬ
も
の
ゆ
へ｣

で
あ
り
、
六
二
五
番
歌
と
は
連
携
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
歌
で
は
逢
瀬
を
待
つ
身
に
、
住
の
江
の
松
を
重
ね
る
こ
と
が
趣
向

と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
五
首
と
別
の
主
題
の
歌
と
な
ろ
う
。
冒
頭
は
五
首
の
あ
い
だ
で
歌
句
が
重
層
的
に
呼
応
す
る
よ
う
に
さ
せ
て
歌
群
を
構

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
句
の
呼
応
は
、
そ
も
そ
も

『

古
今
集』

で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
恋
一
か
ら
引
用
す
る
。
す
べ

て
題
知
ら
ず
で
あ
る
。

古
今
集
・
五
二
七

涙
河
枕
な
が
る
る
う
き
ね
に
は
夢
も
さ
だ
か
に
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る

古
今
集
・
五
二
八

恋
す
れ
ば
わ
が
身
は
影
と
な
り
に
け
り
さ
り
と
て
人
に
そ
は
ぬ
も
の
ゆ
ゑ

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

二
七



古
今
集
・
五
二
九

篝
火
に
あ
ら
ぬ
わ
が
身
の
な
ぞ
も
か
く
涙
の
河
に
う
き
て
燃
ゆ
ら
む

古
今
集
・
五
三
〇

か
が
り
火
の
影
と
な
る
身
の
わ
び
し
き
は
な
か
れ
て
し
た
に
燃
ゆ
る
な
り
け
り

古
今
集
・
五
三
一

早
き
瀬
に
み
る
め
お
ひ
せ
ば
わ
が
袖
の
涙
の
河
に
植
ゑ
ま
し
も
の
を

こ
の
連
続
し
て
置
か
れ
た
五
首
を
先
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
五
二
七
番
歌
で
詠
ま
れ
た

｢

夢｣

は
、
五
二
四
番

歌
か
ら
の
継
続
使
用
と
な
っ
て
い
る
。

古
今
集
・
五
二
七

涙
河

流
る
る
・
泣
か
る
る

浮
き

古
今
集
・
五
二
八

身
は
影
と
な
り

古
今
集
・
五
二
九

涙
の
河

浮
き

篝
火

燃
ゆ

古
今
集
・
五
三
〇

流
れ
て
・
泣
か
れ
て

影
と
な
る
身

篝
火

燃
ゆ
る

古
今
集
・
五
三
一

涙
の
河

歌
句
の
呼
応
が
や
は
り
見
て
と
れ
よ
う
。
し
か
し
、
注
意
し
て
み
る
と
、
多
様
な
歌
句
が
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は

｢

涙
河｣

と
そ
の
縁
語

｢

流
る｣

｢

浮
き｣

、｢

篝
火｣

と
そ
の
縁
語

｢

影｣
｢

燃
ゆ｣

と
い
う
よ
う
に
、
縁
語
の
呼
応
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『

拾
遺
集』

で
は
、
縁
語
の

呼
応
と
い
う
位
相
で
は
な
い
。『

拾
遺
集』

で
は
歌
句
の
呼
応
を
縁
語
に
頼
ら
ず
に
よ
り
重
層
的
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
歌
群

が
多
く
認
め
ら
れ
る
の
が

『

拾
遺
集』

の
特
質
な
の
で
あ
る
。
次
の

｢

思
ひ
そ
め｣

｢

言
ひ
そ
め｣

歌
群
に
も
同
じ
呼
応
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

見
ぬ
人
の
恋
し
き
や
な
ぞ
お
ぼ
つ
か
な
誰
と
か
知
ら
む
夢
に
見
ゆ
と
も

(

恋
一
・
六
二
九)

夢
よ
り
ぞ
恋
し
き
人
を
見
そ
め
つ
る
今
は
逢
は
す
る
人
も
あ
ら
な
ん

(
恋
一
・
六
三
〇)

か
く
て
の
み
あ
り
そ
の
浦
の
浜
千
鳥
よ
そ
に
な
き
つ
ゝ
恋
ひ
や
わ
た
ら
む

(
恋
一
・
六
三
一)

よ
そ
に
の
み
見
て
や
は
恋
ひ
む
紅
の
末
摘
花
の
色
に
出
で
ず
は

(

恋
一
・
六
三
二)

ま
さ
た
だ
が
女
に
言
ひ
は
じ
め
侍
け
る
、
侍
従
に
侍
け
る
時

二
八



身
に
し
み
て
思
ふ
心
の
年
経
れ
ば
つ
ゐ
に
色
に
も
出
で
ぬ
べ
き
か
な

(

恋
一
・
六
三
三
・
藤
原
敦
忠)

侍
従
に
侍
り
け
る
時
、
女
に
初
め
て
遣
は
し
け
る

い
か
で
か
は
知
ら
せ
そ
む
べ
き
人
知
れ
ず
思
ふ
心
の
色
に
出
で
ず
は

(

恋
一
・
六
三
四
・
源
邦
正)

い
か
で
か
は
か
く
思
ふ
て
ふ
事
を
だ
に
人
づ
て
な
ら
で
君
に
知
ら
せ
む

(

恋
一
・
六
三
五
・
敦
忠)

こ
こ
も
先
の
よ
う
な
整
理
を
歌
だ
け
で
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

拾
遺
集
・
六
二
九

夢
に
見
ゆ

恋
し
き

拾
遺
集
・
六
三
〇

夢
…
見
そ
め

恋
し
き

拾
遺
集
・
六
三
一

よ
そ
に
…
恋
ひ

拾
遺
集
・
六
三
二

よ
そ
に
…
恋
ひ

色
に
出
で
ず
ば

拾
遺
集
・
六
三
三

思
ふ
心

色
に
も
出
で
ぬ

拾
遺
集
・
六
三
四

い
か
で
か
は

思
ふ
心

色
に
出
で
ず
ば

知
ら
せ
そ
む

拾
遺
集
・
六
三
五

い
か
で
か
は

思
ふ

知
ら
せ
む

最
初
の
二
首
は
、
六
二
九
の

｢

夢
に
見
ゆ｣

と
六
三
〇
の

｢

夢
…
見
そ
め｣

、
及
び

｢

恋
し
き｣

が
共
通
し
て
呼
応
し
て
い
る
。
恋
し
き
人

と
の
夢
で
の
逢
瀬
の
歌
と
な
る
。
六
三
〇
に

｢

見
そ
め｣

が
あ
っ
て
も
、
夢
の
も
の
な
の
で
、
実
際
の
逢
瀬
に
至
っ
て
は
い
な
い
。｢

見
そ
め｣

は
、
逢
う
こ
と
に
な
じ
む
意
で
は
な
く
、
初
め
て
契
る
意
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
首
と
も
男
女
関
係
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
次
の
二
首

(

六
三
一
・
六
三
二)

の

｢

よ
そ
に
…
恋
ひ｣

と
意
味
的
に
同
調
し
て
さ
ら
に

呼
応
し
て
い
く
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
六
三
二
の
結
句

｢

色
に
出
で
ず
は｣
は
、
次
の
六
三
三
の

｢

色
に
も
出
で
ぬ
べ
き
か
な｣

に
か
か
わ

り
、
さ
ら
に
六
三
四
の
結
句
と
同
じ
に
な
り
、
一
首
を
挟
ん
で
結
句
揃
い
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
六
三
三
は
詞
書
に

｢

女
に
言
ひ
は
じ
め｣

と
あ
り
、
次
の
六
三
四
に
も

｢

女
に
初
め
て
遣
は
し
け
る｣

と
あ
る
の
で
、
共
に

｢

言
ひ
そ

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

二
九



め｣

に
な
る
。｢

言
ひ
そ
め｣

は
、
思
い
を
は
じ
め
て
知
ら
せ
る
意
で
あ
り
、
六
三
四
に
は

｢

知
ら
せ
そ
め｣

が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

次
の
六
三
五
の

｢

知
ら
せ
む｣

に
呼
応
し
て
い
く
。
ま
た
、
六
三
三
と
六
三
四
は

｢

思
ふ
心｣

を
共
通
に
し
、
こ
れ
と
は
別
に
六
三
四
と
六
三

五
に
は
、｢
い
か
で
か
は｣

の
初
句
揃
え
も
あ
っ
て
緊
密
に
呼
応
し
て
い
る
。

総
じ
て
、
右
の
箇
所
は
、｢

見
そ
め｣

ま
で
い
か
な
い

｢

言
ひ
そ
め｣

の
段
階
の
恋
に
な
っ
て
お
り
、
歌
句
が
重
層
的
に
使
用
さ
れ
て
、
歌
々

が
緊
密
に
呼
応
し
連
携
す
る
歌
群
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

恋
一
は
こ
う
し
た
特
異
な
歌
群
に
続
け
て
、
二
首
か
ら
数
首
に
わ
た
っ
て
同
一
歌
語
を
使
用
し
た
歌
を
並
列
さ
せ
て
配
置
す
る
方
法
を
採
っ

て
い
る
。
歌
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
例
え
ば
、
六
七
二
〜
六
七
四
の
三
首
は

｢

人
知
れ
ぬ｣

の
初
句
揃
え
に
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る
。
六
七

八
〜
六
八
一
の
四
首
は

｢

逢
ふ
事｣
の
初
句
揃
え
で
、
次
の
六
八
二
番
歌
に

｢

逢
ふ｣

、
六
八
三
番
歌
に

｢

逢
ふ
事｣

、
六
八
四
番
歌
に

｢

逢
ふ｣

が
あ
る
の
で
七
首
の

｢

逢
ふ｣

歌
群
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の

｢

逢
ふ｣

は
、｢

待
つ｣

も
の
で

｢

い
つ
と
も
知
ら｣

れ

ず
、｢

年
月｣

が
経
っ
て
も
実
現
さ
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。｢

逢
ひ
そ
め｣

｢

見
そ
め｣

は
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
恋
一
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

て
、｢

言
ひ
そ
め｣

る
ま
で
の
歌
で
配
置
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
縁
語
関
係
の
な

い
歌
語
を
重
層
的
に
連
携
さ
せ
て
、
緊
密
に
歌
群
を
配
置
し
、
連
携
さ
せ
る

『

拾
遺
集』

の
特
質
も
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

三

恋
二
―

｢

ま
か
り
そ
め｣

と

｢

結
び
そ
め｣

｢
寝
そ
め｣

の
後
悔

恋
二
は
前
半

(

七
四
五
番
歌
ま
で)

と
後
半
に
二
分
さ
れ
て
い
よ
う
。
前
半
は
、｢

な
き
名
立
つ｣

恋
と
、｢

言
ひ
そ
め｣

よ
り
進
ん
だ

｢

ま

か
り
そ
め｣

｢

結
び
そ
め｣

の
段
階
の
歌
が
主
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
逢
瀬
が
叶
っ
た
段
階
の
歌
で
あ
る
。
後
半
は
、
そ
の
後
に
早
く
も
訪
れ

る
齟
齬
で
、｢

寝
そ
め｣

を
後
悔
す
る
歌
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
。
後
半
は
二
首
間
で
の
歌
語
の
共
有
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
特
に
歌
群
と
言

う
べ
き
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三
〇



前
半
は
特
定
の
歌
語
や
主
題
に
よ
っ
た
七
つ
の
歌
群
か
ら
な
る
と
見
ら
れ
る
。

�
名
立
つ

(

六
九
八
〜
七
〇
七)

�
夢
の
逢
瀬

(

七
〇
八
〜
七
〇
九)

�
逢
瀬

(

七
一
〇
〜
七
一
三)

�
後
朝

(

七
一
四
〜
七
二
七)

�
ま
さ
る
恋

(
七
二
七
〜
七
三
八)

�
松

(
七
三
九
〜
七
四
三)

�
経
る
恋

(

七
四
四
〜
七
四
五)

�
と�
は
、
逢
瀬
以
前
で
あ
る
。�
の

｢

名
立
つ｣

は
、
か
か
わ
り
の
な
い
人
と
の
無
実
の
噂
が
立
つ
、｢

無
き
名
立
つ｣

意
と
、
逢
瀬
に

到
る
前
に
、
そ
の
人
と
の
噂
が
先
行
す
る
、｢
浮
き
名
立
つ｣

意
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。�
は
夢
の
中
で
の
み
可
能
な
逢
瀬
の
歌
で
あ
る
。

�
に
な
っ
て
逢
瀬
が
叶
い
、
四
首
と
も

｢

逢
ひ
見
て｣

が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
実
質
は

｢

逢
ひ
そ
め｣

の
歌
と
見
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

一
首
だ
け
引
用
し
て
お
く
。

逢
ひ
見
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
も
思
は
ざ
り
け
り

(

恋
二
・
七
一
〇
・
藤
原
敦
忠)

こ
の

｢

逢
ひ
見
て｣

は

｢

逢
ひ
見
そ
め｣

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
逢
瀬
を
詠
む�
歌
群
は
、�
の
後
朝
の
歌
群
に
連
続
し
、

こ
こ
に
詞
書
だ
が
、｢

は
じ
め
て
ま
か
り｣

｢

ま
か
り
そ
め｣

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
じ
め
て
女
の
許
に
ま
か
り
て
、
あ
し
た
に
遣
は
し
け
る

逢
ふ
事
を
待
ち
し
月
日
の
ほ
ど
よ
り
も
今
日
の
暮
こ
そ
久
し
か
り
け
れ

(
恋
二
・
七
一
四
・
大
中
臣
能
宣)

本
院
の
五
の
君
の
許
に
は
じ
め
て
ま
か
り
て
、
あ
し
た
に

朝
ま
だ
き
露
分
け
来
つ
る
衣
手
の
ひ
る
ま
ば
か
り
に
恋
し
き
や
な
ぞ

(

恋
二
・
七
二
〇
・
平
行
時)

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

三
一



女
の
許
に
ま
か
り
そ
め
て

日
の
う
ち
に
物
を
二
度
思
ふ
か
な
と
く
明
け
ぬ
る
と
遅
く
暮
る
る
と

(

恋
二
・
七
二
三
・
大
江
為
基)

右
三
首
と
も

｢

ま
か
り
そ
め｣

が
あ
っ
た
時
の
、
後
朝
の
歌
の
贈
歌
に
な
る
。｢

ま
か
り
そ
め｣

に
は
、
初
め
て
出
か
け
て
い
く
こ
と
を
許

さ
れ
た
思
い
が
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
後
朝
の
歌
は
、
女
の
家
で
別
れ
る
時
の
贈
答
歌
の
場
合
と
、
男
が
帰
宅
し
た
後
に
交
わ
す
文
使
に
よ
る

贈
答
歌
の
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
同
じ
詠
風
に
な
る
の
で
、
い
づ
れ
の
場
合
か
は
決
め
が
た
い
例
も
多
い
。
右
の
一
首
目
は

｢

あ

し
た
に
遣
は
し
け
る｣
と
あ
る
の
で
帰
宅
後
に
な
る
。
二
首
目
の

｢

朝
ま
だ
き
露
分
け
来
つ
る｣

は
帰
宅
の
折
を
言
い
、
三
首
目
も
暮
れ
な
い

の
を
も
ど
か
し
く
思
う
と
さ
れ
る
の
で
、
帰
宅
後
の
感
慨
に
な
る
。
帰
宅
す
る
と
、
暮
れ
る
の
が
待
ち
遠
し
い
の
で
あ
る
。｢

ま
か
り
そ
め｣

を
し
て
一
夜
を
共
に
し
、
別
れ
た
朝
は
、
ま
た

｢

ま
か
る｣

こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。｢

ま
か
る｣

を

｢

通
ふ｣

に
言
い
換
え
て
も
事
情
は
同

じ
で
あ
る
。

続
く�｢
ま
さ
る
恋｣

は
省
略
し
て
、�｢
松｣

に
な
る
と
、
早
く
も
男
女
の
仲
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
は
一
首
の
み

引
用
す
る
。
こ
の
歌
以
前
は

｢

住
吉
の
松｣

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は

｢

岩
代
の
松｣

に
な
っ
て
い
る
。

あ
る
男
の
松
を
結
び
て
遣
は
し
た
り
け
れ
ば

何
せ
む
に
結
び
そ
め
け
ん
岩
代
の
ま
つ
は
久
し
き
物
と
知
る
知
る

(

恋
二
・
七
四
二)

こ
れ
は

｢

結
び
そ
め｣

を
後
悔
す
る
女
歌
に
な
る
。｢

ま
つ｣
が
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
、｢

岩
代
の
松｣

が

｢

待
つ
は
久
し
き｣

を
導
い
て
い

る
。｢

あ
の
人
の
訪
れ
を
待
つ
の
は
、
松
の
寿
命
の
よ
う
に
久
し
い
も
の
と
知
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て

｢

結
び
そ
め｣

を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ

ろ
う｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。｢

結
び
そ
め｣

の
喜
び
で
は
な
く
、
そ
れ
を
後
悔
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
恋
二
後
半
の
初
め
に
も
、
似
た
よ

う
な
歌
が
あ
る
。

杉
板
も
て
ふ
け
る
板
間
の
あ
は
ざ
ら
ば
如
何
せ
ん
と
か
我
が
寝
そ
め
け
ん

(
恋
二
・
七
四
六)

歌
は
、｢

杉
板
で
も
っ
て
葺
い
た
屋
根
の
板
の
間
が
合
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
よ
う
と
思
う
よ
う
に
、
あ
の
人
が
逢
わ
な
く
な
っ
た

三
二



ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
で
私
は

｢

寝
そ
め｣

を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
共
寝
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
悔
の
度
合
い
は
、
七
四
二
番
歌
よ
り
も
深
刻
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
と
も
か
く
、
恋
二
で
早
く
も

｢

結
び
そ
め｣

や

｢

寝
そ
め｣

を
後
悔
す
る
用
例
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

恋
二
の

｢
…
そ
め｣

の
用
例
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
用
例
で
も
、｢

…
そ
め｣

表
現
が
、
恋
二
の
段
階
に
応
じ
た

指
標
と
な
る
次
第
が
指
摘
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。｢

ま
か
り
そ
め｣

が
あ
っ
て
恋
は
成
就
し
た
が
、
そ
の
恋
に
早
く
も
齟
齬
が
生
じ
て
、｢

結

び
そ
め｣

｢

寝
初
め｣
を
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
に
至
る
歌
が
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四

恋
三

恋
三
に
は
、｢

…
そ
め｣

の
用
例
は
不
在
で
あ
る
。
恋
の
進
行
す
る
段
階
と
し
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、｢

恋
三
は
や
や
飽
き
が
来

た
段
階
の
恋
で
、
来
ぬ
人
を
待
っ
て
独
り
寝
の
状
態
が
多
く
な
る
事
情｣

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
恋
三
は
、
景
物
が
歌

群
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
恋
歌
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
恋
二
前
半
の
歌
群
の
様
相
と
違
っ
て
い
よ
う
。
恋
三
は
、
景
物

を
示
す
歌
語
に
着
目
す
る
の
が
順
当
で
あ
り
、
詞
書
も
恋
一
・
二
に
比
べ
て
、
そ
の
比
重
は
小
さ
い
と
言
え
よ
う
。

詞
書
に
、
恋
の
段
階
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
次
の
二
首
だ
け
で
あ
る
。
恋
一
・
二
と
の
差
異
が
こ
こ
に
も
あ
る
。

今
は
訪
は
じ
と
言
ひ
侍
け
る
女
の
も
と
に
遣
は
し
け
る

忘
れ
な
ん
今
は
訪
は
じ
と
思
つ
つ
寝
る
夜
し
も
こ
そ
夢
に
見
え
け
れ

(
恋
三
・
八
〇
〇)

絶
え
て
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
女
の
許
に
ま
か
り
て
、
雪
の
降
り
侍
り
け
れ
ば

み
吉
野
の
雪
に
こ
も
れ
る
山
人
も
ふ
る
道
と
め
て
音
を
や
泣
く
ら
ん

(

恋
三
・
八
四
七
・
源
景
明)

二
首
と
も
夜
離
れ
が
続
い
て
の
詠
歌
で
あ
る
。｢

今
は
訪
は
じ｣

｢

絶
え
て
年
ご
ろ
に
な
り｣

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に

｢

来
ぬ
人
を

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

三
三



待
っ
て
独
り
寝
の
状
態
が
多
く
な
る
事
情｣

が
示
さ
れ
て
い
る
。
恋
三
は
、
詞
書
に
依
拠
す
る
比
重
は
小
さ
く
、
そ
れ
よ
り
も
、
新
た
な
趣
向

を
も
く
ろ
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

恋
三
に
つ
い
て
は
、｢

歌
語
の
関
連
が
密
接
な
拾
遺
集
の
中
で
も
際
立
っ
た
構
造
を
示
し
て
い
る
巻
で
あ
る｣

と
の
小
町
谷
氏
の
指
摘

(

５)

が
首

肯
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
恋
三
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
。
番
号
を
付
け
て
引
用
す
る
。

①

｢｢

山｣
を
詠
み
込
み
、
来
ぬ
人
を
待
ち
、
独
り
寝
を
す
る
主
題
の
歌｣

(

七
七
七
〜
七
八
一)

②

｢

月
を
景
物
と
し
た
歌｣

(

七
八
二
〜
七
九
六
。
内
七
八
三
〜
七
八
五
は

｢

三
句
に

｢

雲
隠
れ｣

を
置
く｣)

③

｢

夜
を
詠
ん
だ
歌｣

(
七
九
七
〜
八
一
〇)

④

｢

夢
の
歌｣

(

八
〇
八
〜
八
一
〇)

⑤

｢

春
を
景
に
し
た
歌｣

(

八
一
〇
〜
八
一
九)

⑥

｢

夏
を
景
に
し
た
歌｣

(

八
二
〇
〜
八
三
二)

⑦

｢

秋
を
景
に
し
た
歌｣

(

八
三
三
〜
八
四
二)

⑧

｢

こ
の
前
後
か
ら
、
冬
を
景
と
す
る
歌｣

(
八
四
三
〜
八
四
七)

⑨

｢

こ
の
巻
の
総
括
的
な
歌｣

(

八
四
八)

恋
の
段
階
よ
り
も
、
景
物
や
時
節
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
歌
群
の
配
置
が
恋
三
の
眼
目
で
あ
ろ
う
。
①
の

｢

山｣

に
は
、
い
ず
れ
も
枕
詞

｢

あ
し
ひ
き
の｣

が
付
い
て
い
る
。
恋
三
冒
頭
に

｢

あ
し
ひ
き
の
山｣

を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
、
な
ぜ
配
置
し
た
の
か
は

分
か
り
に
く
い
。『

拾
遺
抄』

の
恋
部
に
も
山
歌
群

(

二
九
〇
〜
二
九
七)
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
群
の
歌
で
こ
の
①
に
置
か
れ
た
歌
は
一
首

(

抄
二
九
六
、
集
七
八
一)

の
み
で
あ
り
、『

拾
遺
集』

な
り
の
意
図
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

山
歌
群
の
意
味
づ
け
に
困
る
が
、
恋
三
は
、
景
物
や
時
節
に
応
じ
た
歌
群
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
に

『

古
今
集』

に

な
か
っ
た
恋
歌
の
趣
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『

拾
遺
抄』

恋
部
に
は
、
山
歌
群
の
他
に
、
月
歌
群

(

三
六
一
〜
三
六
七)

と
夢

三
四



歌
群

(

二
六
二
〜
二
六
六)

も
認
め
ら
れ
る
。『

拾
遺
抄』

の
影
響
も
見
過
ご
せ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

さ
て
、
右
の
九
群
で
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
微
調
整
で
き
る
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『

拾
遺
集』

の
歌
の
配
列
は
同
一
歌
語
の
連
続
使
用

が
特
徴
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
歌
語
に
転
じ
る
時
に
は
、
両
方
の
歌
語
を
一
首
に
詠
み
込
ん
だ
歌
を
配
置
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
前
半

部
も
そ
う
で
あ
り
、
こ
こ
は
次
の
よ
う
に
簡
略
化
し
て
、
歌
番
号
を
重
複
さ
せ
る
修
正
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

��｢
山
を
詠
ん
だ
歌｣

[

七
七
七
〜
七
八
二]

��｢
月
を
詠
ん
だ
歌｣

[

七
八
二
〜
七
九
六]

��｢
夜
を
詠
ん
だ
歌｣

[
七
九
六
〜
八
一
〇]

��｢
春
を
詠
ん
だ
歌｣

[

八
一
〇
〜
八
一
九]

七
八
二
・
七
九
六
・
八
一
〇
番
歌
を
重
複
さ
せ
て
み
た
。
こ
れ
は
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
七
八
二
番
歌
に
山
と
月
が
詠
ま
れ
、
七
九
六
番

歌
に
月
と
夜
が
詠
ま
れ
、
八
一
〇
番
歌
に
夜
(

宵)

と
春
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
夢
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
二
つ
の
歌
群

を
連
結
さ
せ
る
工
夫
と
な
っ
て
い
る
。

あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
言
ひ
て
君
を
こ
そ
待
て

(

恋
三
・
七
八
二
・
柿
本
人
麿)

こ
と
な
ら
ば
闇
に
ぞ
あ
ら
ま
し
秋
の
夜
の
な
ぞ
月
影
の
人
頼
め
な
る

(

恋
三
・
七
九
六)

い
に
し
へ
を
い
か
で
か
と
の
み
思
ふ
身
に
今
夜
の
夢
を
春
に
な
さ
ば
や

(

恋
三
・
八
一
〇
・
源
計
子)

こ
の
例
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『

拾
遺
集』

は
、
前
後
の
歌
群
の
二
つ
の
歌
語
が
、
重
複
し
て
詠
ま
れ
た
歌
を
間
に
挟
む
よ
う
に
す
る
配

置
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
一
つ
の
歌
群
の
内
部
に
、
小
歌
群
を
配
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、｢

夢
の
歌｣

は
、｢

夜

の
歌｣

歌
群
内
の
小
歌
群
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。
他
の
歌
群
内
に
も
小
歌
群
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
春
と
夏
、

夏
と
秋
、
秋
と
冬
の
間
に
は
、
こ
う
し
た
配
置
は
見
ら
れ
な
い
。

��｢

山
を
詠
ん
だ
歌｣

独
り
寝

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

三
五



��｢
月
を
詠
ん
だ
歌｣

雲
隠
れ

��｢
夜
を
詠
ん
だ
歌｣

呉
竹
・
夕
占
・
夢

恋
三
の
後
半
、
時
節
を
詠
ん
だ
歌
群
に
移
ろ
う
。
八
一
〇
番
歌
以
降
は
、
恋
歌
を
四
季
歌
と
重
ね
る
趣
向
の
試
み
と
な
っ
て
い
る
。｢

春
の

恋
を
詠
ん
だ
歌｣

な
ど
と
し
た
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
四
季
歌
の
歌
語
を
二
首
続
け
て
同
一
に
す
る
配
置
を
基
本
と
し
て
い

る
。
こ
れ
が
小
歌
群
と
な
る
。
二
首
続
け
て
使
用
さ
れ
る
景
物
だ
け
を
取
り
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

��｢
春
を
詠
ん
だ
歌｣

春
の
田
・
柳
糸
・
霞

��｢
夏
を
詠
ん
だ
歌｣
時
鳥
・
夏
草
・
撫
子

��｢
秋
を
詠
ん
だ
歌｣
白
露
・
秋
の
田
・
秋
萩

��｢
冬
を
詠
ん
だ
歌｣

雪

こ
う
し
た
小
歌
群
を
含
ん
だ��
〜��
の
歌
群
を
受
け
て
、
巻
末
歌
は

｢

こ
の
巻
の
総
括
的
な
歌｣

と
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。

あ
た
か
も
、
訪
れ
ぬ
人
を
待
つ
間
に
、
山
か
ら
月
が
出
て
、
夜
も
更
け
て
寝
る
と
、
夢
を
見
て
、
夢
の
中
で
四
季
が
循
環
し
、
目
が
覚
め

て
か
ら
、(

巻
末
歌
で
―
筆
者
注)

待
つ
恋
の
む
な
し
さ
を
実
感
し
て
、
諦
め
る
と
い
う
よ
う
な
、
物
語
性
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
の
で
あ
る

(

６)

。

要
点
は

｢

夢
の
中
で
四
季
が
循
環
し｣

と
の
把
握
と

｢

物
語
性｣
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
何
と
も
言
え
な
い
が
、
後
者
は
、
例
え
ば

『

伊
勢
集』

三
四
〜
五
一
番
歌
の
一
八
首
は
、
物
語�
風
歌
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
考
え
れ
ば
、�
風
歌
を
多
く
採
用
し
て
い
る

『

拾

遺
集』

で
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
恋
三
の
景
物
や
時
節
に
応
じ
た
歌
群
構
成
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。

三
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五

恋
四
―
隔
て
そ
め

恋
四
に
は
、｢
…
そ
め｣

の
形
は
、｢

隔
て
そ
め｣

一
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
用
例
か
ら
確
認
し
た
い
。

年
を
経
て
信
明
の
朝
臣
ま
う
で
来
た
り
け
れ
ば
、
簾
越
し
に
据
へ
て
物
語
し
侍
け
る
に
、
い
か
が
あ
り
け
ん

内
外
な
く
馴
れ
も
し
な
ま
し
玉
簾
誰
年
月
を
隔
て
そ
め
け
ん

(

恋
四
・
八
九
八
・
中
務)

詞
書
は
末
尾
が
朧
化
さ
れ
て
い
る
が
、
通
い
が
一
年
以
上
な
か
っ
た
信
明
が
訪
れ
て
来
た
の
で
、
簾
越
し
に
坐
ら
せ
て
話
を
し
て
い
る
と
、

ど
う
し
た
こ
と
か
内
に
入
ろ
う
と
し
た
の
で
、
拒
否
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。｢

簾
越
し｣

は
他
人
行
儀
の
も
て
な
し
方
で
あ
り
、
信
明

は
復
縁
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
は
、｢
内
と
外
と
の
隔
て
な
く
馴
れ
親
し
ん
だ
で
し
ょ
う
に
。
二
人
の
仲
は
、
誰
が
年
月
を

｢

隔
て
そ
め｣

し
た
の
で
し
ょ
う
か｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
信
明
へ
の
恨
み
を
い
う
訳
だ
が
、
す
で
に
中
務
自
身
に

｢

隔
て
そ
め｣

が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
意
識
は
、｢

結
び
そ
め｣

や

｢

寝
そ
め｣

を
後
悔
す
る
よ
り
も
進
ん
だ
段
階
と
な
ろ
う
。
こ
の

｢

隔
て
そ
め｣

の
意
識
こ
そ
が
、
恋
四
の
世

界
を
基
本
的
に
構
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
基
本
的
で
あ
り
、
恋
四
に
は
、
思
ひ
そ
め
・
通
ひ
そ
め
し
た
こ
ろ
の
歌
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。

元
輔
が
婿
に
な
り
て
朝
に

時
の
間
も
心
は
空
に
な
る
も
の
を
い
か
で
過
ぐ
し
し
昔
な
る
ら
む

(

恋
四
・
八
五
〇
・
藤
原
実
方)

恋
ひ�
て
後
も
逢
は
む
と
慰
む
る
心
し
な
く
は
命
あ
ら
め
や

(
恋
四
・
八
七
三
・
柿
本
人
麿)

い
さ
や
ま
だ
恋
て
ふ
事
も
知
ら
な
く
に
こ
や
そ
な
る
ら
ん
寝
こ
そ
寝
ら
れ
ね

(

恋
四
・
八
九
六)

八
五
〇
は
詞
書
で
明
瞭
な
よ
う
に

｢

通
ひ
そ
め｣

し
た
後
朝
の
歌
で
あ
る
。
八
七
三
は
い
つ
か
逢
え
る
だ
ろ
う
と
自
ら
の
恋
情
を
慰
め
る
歌

で
、
八
九
六
は
初
恋
に
気
づ
い
た
歌
と
な
り
、
こ
の
二
者
は

｢

恋
ひ
そ
め｣

の
歌
と
も
言
え
よ
う
。
恋
四
は
、｢

恋
ひ
そ
め｣

の
段
階
か
ら
、

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成
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｢
隔
て
そ
め｣

に
な
る
経
緯
を
対
象
化
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
趣
向
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
歌
枕
を
恋
の
歌
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
歌
群
を
配
置
す
る
趣
向
も
指
摘
で
き
る
。
八
五
二
〜
八
九

二
番
歌
が
、
途
中
に
歌
枕
不
在
の
歌
も
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
が
恋
歌
の
歌
枕
歌
群
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

一
条
摂
政
、
内
に
て
は
び
ん
な
し
、
里
に
出
で
よ
と
言
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
人
も
な
き
所
に
て
待
ち
侍
り
け
る
に
、
ま
う
で
来
ざ
り
け

れ
ば

い
か
に
し
て
今
日
を
暮
ら
さ
む
こ
ゆ
る
ぎ
の
い
そ
ぎ
出
で
て
も
か
ひ
な
か
り
け
り

(

恋
四
・
八
五
二
・
小
弐
命
婦)

我
が
恋
の
あ
ら
は
に
見
ゆ
る
も
の
な
ら
ば
都
の
富
士
と
言
は
れ
な
ま
し
を

(

恋
四
・
八
九
二)

八
五
二
は
、
相
模
国
の

｢

こ
ゆ
る
ぎ
の
磯｣

、
八
九
二
は
駿
河
国
で
は
な
く
、
仮
想
の

｢

都
の
富
士｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
両
歌
の
間

を
歌
枕
歌
群
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
歌
枕
不
在
の
歌
が
混
じ
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
歌
に
関
し
て
は
、

解
決
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
歌
枕
が
不
在
で
あ
っ
て
も
、
前
歌
の
歌
枕
を
引
き
継
い
で
い
る
と
判
断
で
き
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

住
吉
の
あ
ら
人
神
に
誓
ひ
て
も
忘
る
る
君
が
心
と
ぞ
聞
く

(

恋
四
・
八
六
九)

忘
ら
る
ゝ
身
を
ば
思
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
惜
し
く
も
あ
る
哉

(

恋
四
・
八
七
〇
・
右
近)

女
を
恨
み
て
、
さ
ら
に
ま
う
で
来
じ
と
、
誓
ひ
て
後
に
遣
は
し
け
る

何
せ
む
に
命
を
か
け
て
誓
ひ
け
ん
生
か
ば
や
と
思
ふ
折
も
有
け
り

(

恋
四
・
八
七
一
・
藤
原
実
方)

右
三
首
は
神
へ
の
誓
約
の
歌
に
な
る
が
、
実
際
の
神
は
別
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
並
び
か
ら
は
、
い
ず
れ
も
八
六
九
の
住
吉
神
と
見
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
首
は
歌
枕

｢

住
吉｣

を
詠
ん
で
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、｢

涙
川｣

を
詠
ん
だ
三
首
に

｢

涙｣

だ
け
の
歌
が
続
い
て
い
る
箇
所

(
八
七
五
〜
八
七
八)

が
あ
る
が
、
こ
こ
の
四
首
と
も

｢

涙
川｣

の
歌
と
見
な
せ
よ
う
。
そ
し
て
、｢

涙
川｣

が
歌
枕
と
さ
れ
た
可
能
性
は
な
く
も
な
い
。

男
の
伊
勢
の
国
へ
ま
か
り
け
る
に

三
八



君
が
ゆ
く
方
に
有
り
て
ふ
涙
川
ま
づ
は
袖
に
ぞ
流
る
べ
ら
な
る

(

後
撰
集
・
離
別
・
一
三
二
七)

『
八
雲
御
抄』

や

『

色
葉
和
難
集』

で
は
、
こ
の
歌
も
あ
る
の
で
、｢

涙
川｣

を
伊
勢
国
の
歌
枕
と
し
て
い
る
。
歌
枕
で
あ
る
蓋
然
性
だ
け
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

色
々
と
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
恋
歌
に
お
け
る
歌
枕
歌
群
の
存
在
を
確
認
し
た
。
こ
れ
も

『

拾
遺
集』

の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、『
伊
勢
集』

の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

(

７)

。『

伊
勢
集』

の
成
立
は
定
説
を
見
な
い
が
、『

拾
遺
集』

成
立
の
前
後

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

『
伊
勢
集』

に
、
今
日
で
は
古
歌
混
入
部
分
と
把
握
さ
れ
て
い
る
歌
群
の
前
半
が
、
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群

(

三
七

九
〜
四
二
九)

で
あ
っ
た
。『
拾
遺
集』

成
立
頃
に
は
、
伊
勢
は
す
で
に
伝
説
化
さ
れ
た
歌
人
で
あ
り
、
そ
の
形
態
は
不
明
な
が
ら
伊
勢
の
歌

集
は
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
現
存
本
の
あ
り
よ
う
か
ら
、『

拾
遺
集』

の
頃
に
す
で
に
古
歌
混
入
部
分
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。『

拾

遺
集』

の
歌
枕
歌
群
は
、『

伊
勢
集』
の
そ
れ
に
倣
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『

伊
勢
集』

と
の
か
か
わ
り
は
な
い
と
し
て
も
、『

拾
遺
集』

に
恋
歌
の
歌
枕
歌
群
が
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
恋
三
に
四
季
歌
と
し
て

詠
ま
れ
た
恋
歌
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
恋
四
で
は
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
恋
歌
を
配
置
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

歌
枕
歌
群
は
恋
四
の
前
半
部
に
な
り
、
後
半
部
に
は
歌
群
の
存
在
は
見
え
に
く
い
。
し
か
し
、
歌
語
を
重
層
的
に
連
続
さ
れ
る
配
置
は
こ
こ

に
も
あ
り
、
そ
の
連
続
の
ま
と
ま
り
を
歌
群
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
例
だ
け
挙
げ
て
お
き
た
い
。

思
ふ
と
て
い
と
こ
そ
人
に
馴
れ
ざ
ら
め
し
か
な
ら
ひ
て
ぞ
見
ね
ば
恋
し
き

(

恋
四
・
九
〇
〇)

手
枕
の
隙
間
の
風
も
寒
か
り
き
身
は
な
ら
は
し
の
物
に
ぞ
有
け
る

(

恋
四
・
九
〇
一)

吹
く
風
に
雲
の
は
た
て
は
と
ど
む
と
も
い
か
が
頼
ま
ん
人
の
心
は

(
恋
四
・
九
〇
二)

若
草
に
と
ど
め
も
あ
へ
ぬ
駒
よ
り
も
な
つ
け
わ
び
ぬ
る
人
の
心
か

(

恋
四
・
九
〇
三)

逢
ふ
こ
と
の
か
た
飼
ひ
し
た
る
陸
奥
の
こ
ま
ほ
し
く
の
み
思
ほ
ゆ
る
哉

(

恋
四
・
九
〇
四)

陸
奥
の
安
達
の
原
の
白
真
弓
心
こ
は
く
も
見
ゆ
る
君
か
な

(

恋
四
・
九
〇
五)

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

三
九



右
の
五
首
は
、｢

な
ら
ふ｣

｢

風｣
｢

と
ど
む｣

｢

人
の
心｣

｢

駒｣
｢

陸
奥｣

と
い
う
歌
語
が
前
後
の
歌
と
重
層
的
に
連
続
し
て
ま
と
ま
っ
て
い

よ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
歌
群
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、｢

隔
て
そ
め｣

が
あ
っ
て
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六

恋
五
―

｢

思
ひ
そ
め｣

の
後
悔

恋
部
最
後
の
恋
五
は
、｢
絶
望
的
な
段
階
の
恋｣

が
主
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

｢

恋
死｣

｢

つ
ら
し｣

｢

涙
雨｣

｢

飽
く｣

｢

恨
み｣

｢

忘
る｣

と
い
っ
た
歌
語
で
歌
群
を
な
し
て
い
る
。
ま
さ
に
絶
望
的
な
情
況
の
歌
々
で
あ
る
。｢

…
そ
め｣

の
形
と
し
て
は
、｢

思
ひ
そ
め｣

を
後
悔
す
る

と
い
う
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
恋
二
に
あ
っ
た

｢

寝
そ
め｣

を
後
悔
し
た
の
と
同
じ
発
想
に
な
る
。

紅
の
八
し
ほ
の
衣
か
く
し
あ
ら
ば
思
ひ
そ
め
ず
ぞ
あ
る
べ
か
り
け
る

(

恋
五
・
九
七
五)

限
な
く
思
ひ
そ
め
て
し
紅
の
人
を
あ
く
に
ぞ
か
へ
ら
ざ
り
け
る

(

恋
五
・
九
七
八)

二
首
と
も
染
料
に
か
か
わ
っ
て

｢

染
め｣

と
な
る
用
法
に
な
る
。
前
者
は

｢

紅
の
、
何
度
も
漬
け
染
め
た
衣
の
よ
う
に
、
恋
の
思
い
に
深
く

染
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、｢

思
ひ
初
め｣

せ
ず
、
染
め
ず
に
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
後
者
は

｢

思
ひ｣

に

｢

緋｣

も
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
歌
は

｢

限
り
な
く
緋
に
染
め
た
紅
色
が
、
灰
汁
で
も
色
が
返
ら
な
い
よ
う
に
、
果
て
し
な
く

｢

思
ひ
初
め｣

た
人
な
の
で
、

飽
く
こ
と
な
く
心
変
わ
り
し
な
い
の
で
あ
っ
た｣

と
な
ろ
う
。
こ
う
思
う
の
は
、
相
手
に
飽
き
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
、
自
分
は

｢

思
ひ
そ
め｣

て
以
来
、
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
苦
い
思
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

恋
五
の
巻
末
、
す
な
わ
ち
恋
部
の
末
は
、
次
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

鹿
島
な
る
筑
摩
の
神
の
つ
く
ぐ
と
我
が
身
一
つ
に
恋
を
積
み
つ
る

(

恋
五
・
九
九
九)

こ
の
歌
に
対
し
て
、｢

し
み
じ
み
と
実
る
こ
と
の
な
か
っ
た
恋
を
回
想
す
る
と
い
う
、
巻
の
、
あ
る
い
は
部
立
の
結
論
的
な
歌

(

８)｣

と
の
見
方

が
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。｢

思
ひ
そ
め｣

た
時
点
か
ら
回
想
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
九
七
五
に
あ
っ
た

｢

思
ひ
そ
め｣

四
〇



後
悔
の
用
法
は
、
恋
部
の
収
束
に
ふ
さ
わ
し
い
指
標
と
な
る
歌
語
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
恋
の
段
階
を
提
示
す
る
、
多
様
な

｢

…
そ
め｣

の
用
法
か
ら
恋
部
の
展
開
を
跡
付
け
、
さ
ら
に
多
様
な
歌
語
を
重
層
的
に
連
続
さ
せ

て
歌
群
を
配
置
す
る
あ
り
よ
う
を
指
摘
し
て
み
た
。
後
者
は
、
恋
部
以
外
に
も
多
く
指
摘
で
き
る
の
で
、
さ
ら
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い

(

９)

。

注

(

１)

小
町
谷
照
彦

｢

拾
遺
集
恋
歌
の
表
現
構
造｣
(『

国
語
と
国
文
学』

一
九
七
〇
・
四)

(

２)

増
田
繁
夫

『

拾
遺
和
歌
集』

(

和
歌
文
学
大
系
、
明
治
書
院
、
二
〇
〇
三
・
一)

(

３)
｢

…
そ
め｣

の
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

王
朝
の
恋
と
別
れ』

(

森
話
社
、
二
〇
一
四
・
一
一)

の

｢

Ⅰ

平
安
貴
族
の
求
婚
事
情｣

で
扱
っ

た
が
、
こ
こ
で
言
及
し
て
な
い
用
例
も
あ
る
。

(

４)

歌
群
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。｢『

拾
遺
集』

の
和
歌
配
列
が
、
素
材
・
歌
題
に
よ
っ
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
歌

群
を
基
本
と
し
、
そ
の
歌
群
と
隣
に
位
置
す
る
歌
群
と
の
接
続
連
続
が

(

略)

巧
妙
に
な
さ
れ
て
い
る｣

(

片
桐
洋
一

｢『

拾
遺
集』

の
組
織
と
成
立
―

『

拾
遺
抄』

か
ら

『

拾
遺
集』

へ｣
『

古
今
和
歌
集
以
後』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
・
一
〇)

。

(

５)

小
町
谷
照
彦

『

拾
遺
和
歌
集』

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
・
一)

(

６)

注

(

５)

に
同
じ
。

(

７)
『

伊
勢
集』

に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実

『

伊
勢
集
全
注
釈』

(

角
川
書
店
、
二
〇
一
六
・
一
一)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

８)

注

(

５)

に
同
じ
。

(

９)
『

拾
遺
集』

の
四
季
歌
の
歌
群
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

三
代
集
の
春
歌
巻
頭
歌
群
に
つ
い
て
―

『

拾
遺
和
歌
集』

の
位
相
―｣

(『

大
妻
女
子
大
学
紀

要
―
文
系
―』

53
、
二
〇
二
一
・
三)

で
扱
っ
た
。

『

拾
遺
和
歌
集』

恋
歌
の
配
置
構
成

四
一


