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要

旨

本
歌
取
り
を
得
意
と
し
て
い
た
藤
原
定
家
は
、
本
歌
を
巧
み
に
想

起
さ
せ
る
よ
う
に
本
歌
取
り
の
歌
を
創
作
し
て
い
る
。

一
方
で
本
歌

と
の
違

い
を
明
か
に
し
本
歌
取
り
の
歌
と
本
歌
と
が
別
の
歌
で
あ
る

こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
読
み
手
は
本
歌
と
本
歌
取

り
の
歌
を
同
時
に
見
る
こ
と
と
な
り
、
読
み
を
干
渉
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
「物
語
二
百
番
歌
合
」
は
そ
の
本
歌
取
り
の
手
法
の
よ
う

に
、
も
と
と
な
る
物
語
と
、
そ
の
物
語
か
ら
撰
ば
れ
た
歌
か
ら
な

っ

て
い
る
。
共
時
に
あ
る
こ
と
で
読
み
を
干
渉
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歌
と
、
そ
の
歌
に
付
せ
ら
れ
た
詞
書
に
よ

っ

て
ひ
ら
か
れ
る
物
語
は
、
同

一
の
こ
と
ば
で
記
さ
れ
な
が
ら
も
、
歌

に
よ

っ
て
ひ
ら
か
れ
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
異
な
る
が
ゆ
え
に
見
え
な
か

っ
た
、
あ
る
い
は
見
え

に
く
か

っ
た
新
た
な
可
能
性
を
見
せ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
「物
語

二
百
番
歌
合
」
の
後
半
部
で
あ
る

「後
百
番
歌
合
」
の
ひ
と
つ
の
番

を
考
察
対
象
と
し
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

キ

ー

ワ

ー

ド

"
作

成

の
順

序

、

共

時

藤
原
定
家
は
本
歌
取
り
の
名
手
と
言
わ
れ

て
い
る
。
本
歌
取
り
は

先
人
の
作

の
歌
語
な
ど
を
自
ら
の
歌
に
取
り
入
れ
て
作
歌
す
る
和
歌

の
表
現
技
巧
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
げ
ら
れ

(1
)

る

。
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昨
日
今
日
雲
の
は
た
て
に
な
が
む
と
て
見
も
せ
ぬ
人
の
思
ひ
や
は
し

る

(風
雅
和
歌
集

・
恋

一
・
九
六
四

・
藤
原
定
家
)

夕
暮
れ
は
雲
の
は
た
て
に
物
ぞ
思
ふ
あ
ま

つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て

(古
今
和
歌
集

・
恋

一
・
四
八
四

・
読
み
人
知
ら
ず
)

前
者

の
定
家
の
歌
は
、
後
者
の
古
今
和
歌
集
の
歌
を
本
歌
と
し
て

い
る
。
定
家
は
本
歌
取
り
の
心
得
に
つ
い
て
、
こ
の
古
今
集
の
歌
を

例
に
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

本
歌
の
詞
を
あ
ま
り
に
多
く
取
る
事
は
あ
る
ま
じ
き
に
て
候
。

そ

の
や
う
は
、
詮
と
お
ぼ
ゆ
る
詞
二
つ
ば
か
り
に
て
、
今
の
歌

の
上
下
句
に
わ
か
ち
置
く

べ
き
に
や
。
た
と

へ
ば
、
「夕
暮
れ

は
雲
の
は
た
て
に
物
ぞ
思
ふ
天
つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て
」
と

侍

る
歌
を
取
ら
ば
、
「雲

の
は
た
て
」
と

「物
思
ふ
」
と

い
う

詞
を
取
り
て
上
下
句
に
置
き
て
、
恋
の
歌
な
ら
ざ
ら
ぬ
雑

・
季

　
　
　

な
ど

に
よ

む

べ
し

。

(毎

月

抄

・
五

〇

二
頁

)

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
今
集
の
歌
か
ら
詞
を
二
つ
ば
か
り
と

り
、
詞
を
上
下
句
に
置
い
て
定
家
の
歌
が
成

っ
て
い
る
。
本
歌
取
り

の
歌
は
本
歌
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
ず
、
古
今
集
の
歌
は

「も
の
ぞ
思

ふ
」
と

「あ
ま
つ
空
な
る
人
」
と
い
う
表
現
に
よ
り
、
高
貴
な
身
分

の
人
を
恋
慕
す
る
人
物
の
歌
だ
と

い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
思

い

の
行
方
は

「夕
暮
れ
」
と
い
う
太
陽
の
沈
み
行
く
時
を
表
し
た
語
や
、

「雲

の
は
た
て
」
と
い
う
遠
く
を
表
す
語
が
暗
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
恋
は
身
分

の
違

い
に
よ
り
叶

い
難

い
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
れ
を
本
と
し
た
定
家
の
歌
は
、
雲
の
は
た
て
を
な
が
め
た
と

こ
ろ
で
、
「
思
ひ
や
は
知
る
」
と
自
身

の
思

い
が
知
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
と
思

い
つ
つ
も
、
知

っ
て
欲
し
い
と
の
か
す
か
な
願
望
を
も
含

ん
だ
歌
と
な

っ
て
い
る
。
な
ぜ
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
そ
れ

を
補
う

の
は
古
今
集

の

「あ
ま

つ
空
な
る
人
」
と
の
語

で
あ
ろ
う
。

恋
す
る
相
手
は
高
貴
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
思

い
な
ど
に
は
気
づ
き

は
し
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
定
家
の
歌
は
、
古
今
集

の
歌
を
想
起

す
る
こ
と
で
恋
心
の
所
以
を
感
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
思

い
の
強
さ

を
増
す
の
で
あ
る
。

本
歌
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
本
歌
取
り
の
歌
は
な
る
。
た
だ
し
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
本
歌
と
本
歌
取
り
の
歌
は
別
の
歌
で
あ
る
。
現
に

ふ
た

つ
の
歌
は
、
単
独

で
も
充
分
に
歌
と

し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
本
歌
取
り
の
巧
み
な
手
法
に
よ
り
、
本
歌
取
り
の
歌
は
本
歌
を

思

い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

一
方
で
、
本
歌
取
り
の
歌
が
ひ

と

つ
の
歌
と
し
て
独
立
し
て
い
る
と
捉
え
に
く
く
さ
せ
て
い
る
と
も

言
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
本
歌
取
り
の
歌
に
本
歌
の
読
み
を
付
与
し

て
は
い
け
な
い
と
言
う
こ
と
で
は
な

い
。
本
歌
は
想
起
さ
れ
る
よ
う

に
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
の
想
起
し
た
歌
の
読
み
を
付
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加
す
る
こ
と
で
本
歌
取
の
歌
の
読
み
は
深
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
歌
と
本
歌
取
り
の
歌
は
別
の
歌
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
本
歌
取
り
の
歌
を
読
む
時
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
読
み
を

有
す
る
本
歌
取
り
の
歌
と
、
本
歌

の
ふ
た
つ
の
歌
が
、
同

一
時
に
存

在
し
て

い
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
。
ふ
た

つ
の
歌
は
同
じ
時
に
現

　ヨ
　

れ
、
差
異
や
変
化
を
見
せ
る
。
本
歌
取
り
は
共
時
性
を
有
し
て
い
る

と
言
え

る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
歌
の
成
立
の
順
序
が
無
効
に
な

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

歌
が
共
時
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
歌
と
本
歌
取
り
の
歌

の
読
み

が
交
錯
す
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
本
歌

の
読
み
が
本
歌
取
り
の
歌
の
読
み
へ
と
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
歌

取
り
の
歌

の
読
み
が
本
歌
の
読
み
へ
と
付
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ふ
た

つ
の
歌
が
同
時
に
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
作
用
が
生
じ
る
。

そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
交
わ
ら
せ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う

か
。

例
え

ば
次

の
よ
う
な
鑑
賞
も
可
能
に
な
ろ
う
。
定
家
の
歌
の
初
句

に
は

「昨
日
今
日
」
と
い
う
歌
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
恋
を
し
た
の
が

昨
日
今

日
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
昨
日
今
日
と
雲
の
は
た
て
を
な
が

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ど
ち
ら
で
あ

っ
て
も
、
昨
日
以

前

に
は
恋
を
し
て
お
ら
ず
、
雲
の
は
た
て
も
な
が
め
て
い
な

い
の

だ
。
言

い
方
を
換
え
れ
ば
、
こ
の
熱
情
は
最
近
の
出
来
事
と
な
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
「
思
ひ
や
は
知
る
」
な
の
で
あ
る
。
昨
日
今
日

の
出
来
事
で
あ
れ
ば
、
自
分

で
す
ら
自
覚
し
た
の
は
最
近
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
の
に
、
相
手
が
わ
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
読
み
を
抱
え

て
古
今
集
を
読
ん
で
み
る
と
、
雲
の
は
た
て
に
向

か

っ
て
思
う

「も
の
」
は
、
自
分
の
恋
心
を
知

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か

と

の
思
い
と
も
解
せ
得
よ
う
。
古
今
集
だ
け

で
は
図
り
か
ね
た
そ
の

「も
の
」
が
、
定
家
の
歌
と
同
時
に
あ
る
こ
と
で
、
「恋
心
を
知

っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
」
と
の
、
ひ
と

つ
の
可
能
性
を
持
た
せ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
定
家
の
歌
が
古
今
集
に
新
し

い
読
み
を

付
与
し
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
次

の
よ
う
な
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
定
家
の
歌
で
は
、

「雲
の
は
た
て
」
を

「昨
日
今
日
」
な
が
め
た
と
こ
ろ
で
、
「見
も
せ

ぬ
人
の
思
ひ
や
は
し
る
」
な
の
で
あ
る
。
「
見
も
せ
ぬ
人
」
は

「見

て
も
な
い
人
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

つ
ま
り
、
ま
だ
知
ら
な

い
未
来
の

自
分
の
思
い
人
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
見
も
知
ら
ぬ
人
で
あ
る
か

ら
、
「
思
ひ
や
は
し
る
」
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「昨

日
今
日
」
「雲

の
は
た
て
」
を
な
が
め
た
と
こ
ろ
で
、
知
れ
る
は
ず

も
な
い
。
こ
の
歌
は
年
若
い
ま
だ
恋
を
知
ら
な

い
人
物
の
歌
の
よ
う

に
読
み
得
る
。
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
す
れ
ば
、
同
時
に
あ
る
古
今

集
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
「
雲
の
は
た
て
」
を
な
が
め
て
い
る
。
そ

し
て
、
「あ
ま

つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て
」
「
も
の
ぞ
思
」
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の

「も
の
」
は

「あ
ま

つ
空
な
る
人
」

へ
の
恋
心
で
あ
ろ

う
。
定
家
の
歌
と
同
じ
よ
う
に

「雲
の
は
た

て
」
を
な
が
め
な
が
ら
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も
、
こ
ち
ら
は
恋
す
る
相
手
が
連
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

歌
は
恋

を
し
て
お
り
そ
の
思
い
に
悩
む
人
物
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
二

首
が
同
時

に
あ
る
時
、
こ
れ
ら
は
と
あ
る
人
物

の
、
恋
を
知
ら
な

か
っ
た

か
つ
て
の
歌
と
、
恋
を
知

っ
た
そ
の
後

の
歌
の
よ
う
に
解
す

る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
首
が
様
々
な
展
開
を
見
せ
る
の
は
、
二
首
が
そ
れ
ぞ
れ
に

独
立
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
独
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の

一

首
だ
け

で
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
二
首
に
な

っ
て
も
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
そ
の
読
み
は
、
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
歌
は

読
み
手
に
合
わ
せ
て
か
た
ち
を
変
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歌
の
読

み
は
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
好
意
に
よ
っ

て
、
読
み
手
は
歌
を
解
し
得
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

の
信
用

の
前
に
、
作
成

の
前
後
は
強
い
意
味
を
有
し
な
い
と
は
言
え

ま
い
か
。
前

の
成
立
で
あ

っ
て
も
後

の
成
立
で
あ

っ
て
も
、
同
時
に

そ
こ
に
現
れ
た
な
ら
ば
、
読
み
手
は
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
向
き
合

う
だ
け
で
あ
る
。

二

 

前
と
後
に
作
成
さ
れ
た
作
品
同
士
の
同
時
出
現
は
、
本
歌
取
り
に

限
ら
な

い
。
同
じ
く
藤
原
定
家
が
創
作
し
た
作
品
に
、
「
源
氏
物
語
」

や

「狭
衣
物
語
」
な
ど
の
物
語
か
ら
歌
を
撰
ん
で
番
え
た

「物
語
二

百
番
歌
合
」
が
あ
る
。
前
に
作
成
さ
れ
た
の
は
物
語
で
あ
る
。
そ
の

物
語
か
ら
歌
を
撰
ん
で
創
ら
れ
た
歌
合
が

「物
語
二
百
番
歌
合
」
で

あ
る
。
そ
の
性
格
上
、
歌
の
元
来
の
所
収
先

で
あ
る
物
語
が
着
目
さ

れ
が
ち
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
本
歌
取
り
の
手
法
を
始
原
と
し
た
研
究

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
歌
の
前
に
付
さ
れ
た
詞
書
が
、
物
語
に
最
初

に
目
を
向
け
さ
せ
る

一
助
に
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

歌

の
前
に
は
そ
の
歌
が
収
め
ら
れ
た
物
語

の
前
後

の
場
面
を
示
し
た

詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
歌

の
所
収

元
を
探
す
た
め
の
手
助

け
で
あ
る
。
詞
書
が
あ
る
か
ら
物
語
の
場
面
を
想
起
で
き
、
歌
と
物

語
を

一
緒
に
味
わ
え
る
と

い
う

「物
語
二
百
番
歌
合
」

の
特
徴
を
支

え
て
い
る
。

し
か
し
言

い
換
え
れ
ば
、
詞
書
が
あ
る
た
め
に
歌
が
歌
だ
け
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
よ
り
言
う

な
ら
ば
、
詞
書
が
あ
る
た
め
に
歌
の
所
収
先
が
想
起
さ
れ
、
所
収
先

が
想
起
さ
れ
る
こ
と
で
、
「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
歌
は
物
語
か
ら

抜
き
出
さ
れ
た
二
次
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
物
語
を
想
起
す
る
こ
と
は
、
詞
書
が
あ
る
以
上
、
許

さ
れ
て
い
よ
う
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
想
起
さ
れ
た

物
語
は
歌
を
撰
ぶ
段
階
で
ひ
も
と

い
た
物
語
と
は
別
の
物
語
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
物
語
は

「物
語
二
百
番

歌
合
」
の
歌
に
付
さ
れ
て
い
た
詞
書
に
よ
っ
て
ひ
も
と
か
れ
た
物
語

一16一



「物語二百番歌合」試論

で
あ
り
、
物
語
歌
を
読
む
た
め
の
物
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
強
い

言

い
方
を
す
れ
ば
、
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
た
も
と

の
物
語
は
、
「
物

語
二
百
番
歌
合
」
を
見
た
時
に
す
で
に
失
わ
れ
て
お
り
、
読
み
手
は

元
初

の
物
語

へ
は
還
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
ど
ち

ら
の
物
語
も
、
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
同

一
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
が
故

に
ど
ち
ら
の
物
語
で
あ

っ
て
も

「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
歌

が
所
属
す
る
の
に
不
都
合
が
な
い
の
だ
。

だ
が
、
こ
と
ば
が
同

一
で
あ

っ
て
も
、
位
相
は
異
な
る
。
詞
書
の

　　
　

意
義
に
則
る
な
ら
ば
、
詞
書
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
物
語
は

「物
語

二
百
番

歌
合
」

の
歌
を
読
む
た
め
の
物
語
で
あ
る
。
物
語
が
歌
に

よ

っ
て
ひ
ら
か
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
決
し

て
、
物
語
と

「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
歌
の
成

っ
た
順
序
の
逆
転
で

は
な
い
。
「物
語
二
百
番
歌
合
」
を
見
て
い
る
今

の
時
点
に
お
い
て
、

物
語
と

「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
歌
は
前
後
と

い
う
概
念
に
あ
て
は

ま
ら
な

い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「物
語
二
百
番
歌
合
」
は
、
歌
を

物
語
か
ら
抄
出
さ
せ
、
な
お
か

つ
、
物
語
を
歌
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
せ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
は
全
て
異
な
り
、
共
に
あ
り
な
が
ら
そ

れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
示

す
も
の
は
、
「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
読
み
手
は
、
物
語
と

「
物
語

二
百
番

歌
合
」
の
歌
の
中
点
に
位
置
し
、
か

つ
左
歌
と
右
歌
の
中
点

に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
点
は
、
ど
の
よ
う
な
事

物
に
か

か
わ
る
こ
と
も
、
寄
り
か
か
る
こ
と
も
な

い
位
置
で
あ
り
、

読
み
手
が
見
る
べ
き
は
左
右
の
歌
そ
の
も
の
と
そ
の
歌
が
ひ
ら
く
物

語
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
で
は
な
か

ろ
う
か
。

三

 

作
成
の
前
後
の
問
題
と
し
て
も
う

一
つ
取
り
上
げ
る
べ
き
点
が
あ

る
。
「物
語
二
百
番
歌
合
」
は
、
二
つ
の
歌
合
か
ら
な

っ
て
い
る
。
「源

氏
物
語
」
(左
方
)
と

「狭
衣
物
語
」
(右
方
)
の
歌
を
番
え
た

「
百

番
歌
合
」
と
、
「
源
氏
物
語
」
(左
方
)
と

「寝
覚
」
等
の
物
語

(右

方
)
の
歌
を
番
え
た

「
後
百
番
歌
合
」
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
、
「後

百
番
歌
合
」
に
つ
い
て
は
、
散
逸
物
語
を
多
く
含

ん
で
い
る
。
「後

百
番
歌
合
」
右
方

の
物
語
は
、
「寝
覚
」
、
「
御
津
浜
松
」、
「参
河
爾

左
介
留
」
、
「朝
倉
」
、
「右
毛
左
毛
袖
奴
良
須
」
、
「心
高
幾
」
、
「取
替

波
也
」
、
「
露
宿
」
、
「末
葉
露
」
、
「海
人
苅
藻
」

の
十
物
語
で
あ
る
。

こ
の
中
で
、
現
存
本
文
か
ら

「物
語
二
百
番
歌
合
」
に
撰
ば
れ
た
歌

を
探
索
し
得
る
の
は

「寝
覚
」
と

「御
津
浜
松
」
、
「取
替
波
也
」
の

三
物
語
だ
け
で
あ
る
。
「後
百
番
歌
合
」

の
歌
を
ま
と
め
る
と
次

の

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
ご
と
に
、
巻
名
、
「物
語
二
百
番

歌
合
」
に
採
用
さ
れ
た
歌
数
、
物
語
巻
内
に
お
け
る
全
歌
数
を
示
し

た
。
た
だ
し
、
「参
河
爾
左
介
留
」
以
下
は
散
逸
の
た
め
、
全
歌
数

を
省
略
し
て
い
る
。
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源氏物語

巻名 防収数「全歌薮 鈴虫 6

桐壺 3 9 夕霧 2 26

r`13木 2 14 御法 1 12

空蝉 2 幻 5 26

夕顔 4 19 匂宮 1

若紫 3 25 紅梅 4

末摘花 14 竹河 24

紅葉賀 3 17 橋姫 2 13

花宴 2 8 椎本 3 21

葵 4 24 総角 4 31

賢木 6 33 早蕨 3 15

花散里 1 4 宿木 5 24

須磨 10 48 東屋 1 11

明石 7 30 浮舟 8 22

{標 2 17 蜻蛉 2 11

蓬生 6 手習 2 28

関屋 3 夢浮橋 1

絵合 1 9

「寝覚」松風 1 16

薄雲 10 巻名1所 収捌 全歌数

朝顔 13 巻1 3 18

乙女 2 16 巻2 15

玉塁 14 巻3 3 13

初音 6 巻4 18

胡蝶 14 巻5 15

蛍 8 散逸 14

常夏 4

「御津浜松」篭火 2

野分 4 巻名1所 収捌 全歌数

行幸 9 巻1 8 35

藤袴 8 巻2 4 29

真木柱 3 21 巻3 20

梅枝 11 巻4 1 22

藤裏葉 1 20 巻5 19

若菜上 3 24 散逸 2

若菜下 2 18

柏木 1 11

横笛 1 8
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「参河爾左介留」麺壷
「朝倉 」

巻名1所 収数麺
「右毛左毛袖奴良須」

巻名 所収数

散逸 10

「心高幾」

巻名 所収数

散逸 10

「取替波 也」

巻名 所収数

巻1

散逸

1

5

「露宿」

巻名 所収数

散逸 5

「末葉 露」

巻名 所収数

散逸 3

「海人苅藻」

巻名 所収数

散逸 3

散
逸
物
語
を
多
く
含
む

「物
語
二
百
番
歌
合
」
は
、
散
逸
物
語
の

補
助
資
料
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
て
お
り
、
「風
葉
和
歌
集
」
と
並
ん

で
詞
書
な
ど
か
ら
散
逸
箇
所
の
推
測
が
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ば
、
後

に
成

っ
た

「物
語
二
百
番
歌
合
」
が
、
前
に
成

っ
た
物
語
を
補
完
し



「物語二百番歌合」試論

て
い
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
散
逸
す
る
こ
と
な
ど
想
定
の
範
囲

外

で
あ
ろ
う
し
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
仕
様
の
な

い
こ
と
で
あ

る
。
し

か
し
、
「物
語
二
百
番
歌
合
」
が
な
け
れ
ば
物
語

の
散
逸
箇

所
は
推
測
す
ら
で
き
な
い
も
の
と
な

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
物

語
に
よ

っ
て

「
物
語
二
百
番
歌
合
」
が
成
立
し
た
よ
う
に
、
「物
語

二
百
番
歌
合
」
に
よ

っ
て
物
語
は
修
繕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

「物
語
二
百
番
歌
合
」
が
起
こ
し
た

意
図
せ

ぬ
成
果
で
あ
り
、
「物
語

二
百
番
歌
合
」
を
読
ん
だ
こ
と
で

は
な

い
。
「物
語
二
百
番
歌
合
」
を
読
む
方
途
は
、
前
に
あ
げ
た
よ

う
に
左
右
の
歌
そ
の
も
の
と
そ
の
歌
が
ひ
ら
く
物
語
、
そ
し
て
そ
れ

ら
の
相
互
作
用
で
あ
ろ
う
。
歌
に
よ

っ
て
物
語
が
開
か
れ
る
か
ら
こ

そ
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
物
語
も
あ
る
。
散
逸
し
て
し
ま
い
、
現
在

で
は
見
る
こ
と
の
叶
わ
な

い

「後
百
番
歌
合
」
の
右
方
の
物
語
は
そ

の

一
例
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
最
後
に
撰
ば
れ
て
い
る
物
語
は

「
海
人

苅
藻
」

で
あ
る
。
「海
人
苅
藻
」

の
歌
は

「後
百
番
歌
合
」

の
九
十

八
番
、
九
十
九
番
、
百
番

の
右
歌
と
し
て
撰
ば
れ
、
そ
の
全
て
が
現

　　
　

存
本
文

に
は
な
い
も

の
で
あ
る
。

「海

人
苅
藻
」
は
平
安
末
期

の
作
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
「
物
語
二
百
番
歌
合
」
や

「
風

葉
和
歌
集
」
、
そ
の
他
の
文
献
な
ど
に
よ
る
校
合
に
よ

っ
て
得
ら
れ

た
情
報

で
あ
る
。
文
献

の
ひ
と

つ
に
定
家

の
妹

で
あ
る
藤
原
俊
成
女

に
よ
る

「無
名
草
子
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
お

い
て

「海
人
苅
藻
」
は
、

「し
め
や
か
に
艶
あ
る
所
は
な
け
れ
ど
も
、
言
葉
遣
い
な
ど
も

『世

継
』
を

い
み
じ
く
真
似
び
て
し
た
た
か
な
る
さ
ま
な
れ
。
物
語
の
ほ

　　
　

ど
よ
り
は
、
あ
は
れ
に
も
あ
り
。」
(八
九
頁

)
と
評
さ
れ
て
い
る
。

「し
た
た
か
」
が
悪
評
な

の
か
好
評
な

の
か

は
判
断
し
か
ね
る
が
、

そ
の
後
に

「あ
は
れ
に
も
あ
り
。
」
と
の
評
も
書
か
れ
て
い
る
た
め
、

そ
れ
に
類
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
言
え
よ
う
。

ま
た
、
「海
人
苅
藻
」
の
特
色
と
し
て
、
「
け
り
」
の
使
用
が
ほ
と

　
　
　

ん
ど
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
悪
役
不
在
と
主
人

　
　
　

公
不
在
と
の
指
摘
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
物
語
が
現

在
形
で
進
み
、
悪
役
も
主
人
公
も

い
な

い

「
海
人
苅
藻
」
は
変
わ
り

ば
え
の
な
い
、
平
凡
な
物
語
と
捉
え
ら
れ
や
す

い
。

そ
の
よ
う
な

「海
人
苅
藻
」
は
、
「物
語

二
百
番
歌
合
」
の
中
で

　
　
　

は
次
の
三
首
が

「源
氏
物
語
」
の
歌
と
番
え

ら
れ
て
い
る
。

九
十
八
番

左
同

右
海
人
苅
藻

左

六
条
の
院
の
春
の
大
殿
に
て
人
々
鞠
も

て
あ
そ
び
け
る
に
、
心

よ
り
ほ
か
の
御
簾
の
ひ
ま
よ
り
女
三
の
宮
を
見
た
て
ま

つ
り
て
、

い

と
ど
し
き
思
ひ
添
ひ
に
け
る
後
、
か
の
宮
の
小
侍
従
が
も
と

へ

柏
木
の
権
大
納
言

よ
そ
に
見
て
折
ら
ぬ
嘆
き
は
し
げ
れ
ど
も
名
残
恋
し
き
花
の
夕
か
げ

右

藤
壼
に
て
物
の
ひ
ま
よ
り
、
后
の
宮
を
ほ
の
か
に
見
た
て
ま

つ
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り
け
る
あ
け
ぼ
の
に

権
大
納
言

九
重
の
霞
の
間
よ
り
花
を
見
て
あ
は
れ
心
の
乱
れ
初
め
ぬ
る

九
十
九
番

左

宇
治
の
み
こ
か
く
れ
て
後
、
常
に
住
み
給
ひ
け
る
所
を
見
て

右
大
将

立
ち
寄
ら
む
陰
と
頼
み
し
椎
が
本
む
な
し
き
床
に
な
り
に
け
る
か
な

右

藤
壺
の
中
将
の
君
に

権
大
納
言

袖
の
う
ら
に
波
寄
せ
か
く
る
う

つ
せ
貝
む
な
し
き
殻
と

い
つ
か
な
る

べ
き

百
番

左

限

り
に
思
ひ
な
り
に
け
る
こ
ろ
、
京
の
母
の
夢
に
見
ゆ
と
て
、

お
ぼ

つ
か
な
き
こ
と
を

い
ひ
遣
は
し
た
り
け
る
返
り
事
に

浮
舟

後
に
ま
た
会
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世
の
闇
に
心
ま
ど
は
で

右

世
を
背
く
と
て
書
き
置
き
け
る

権
大
納
言

目
の
前

に
さ
ら
ぬ
別
れ
を
見
せ
じ
と
て
四
方
の
嵐
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か

な
左
の
三
首
は

「源
氏
物
語
」
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。

詞
書
と
相
互
参
照
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
物
語
内
容
が
想
起
さ
れ
る
。
右

の
歌
は
散
逸
し
た
歌
で
あ
り
、
現
在
は
詞
書
か
ら
場
面
を
推
測
す
る

こ
と
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
右
歌
は
左
歌
と
番
え
ら
れ
て

い
る
。
番
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
た

つ
が
別
で
も
あ
り

な
が
ら
、
ひ
と

つ
の
か
た
ち
を
も
成
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
ふ
た
つ
は
互
い
に
干
渉
し
合
う
。
そ
れ
は
時
に
対
立
と
も
な
ろ

う
が
、
と
同
時
に
補
完
と
も
な
る
。
つ
ま
り
、
番
と
し
て
あ
る
こ
と

で
そ
こ
に
現
れ
る
事
物
は
全
て
が
交
わ
り
合
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
物
語
そ
の
も
の
は
見
る
こ
と
の
叶
わ
な
い

「海
人

苅
藻
」
の
物
語
内
容
が
、
「
源
氏
物
語
」
に
よ

っ
て
補
足
さ
れ
、
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
「物
語
二
百
番
歌
合
」
が
散
逸
物
語

の
補

助
資
料
と
な
る
由
縁

で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「物
語
二
百
番
歌

合
」
は

「物
語
二
百
番
歌
合
」
と
し
て
の
読

み
を
も
示
し
て
い
る
。

左
右
の
歌
そ
の
も
の
と
そ
の
歌
が
ひ
ら
く
物
語
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の

相
互
作
用
に
よ

っ
て
、
何
が
見
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

四

「後
百
番
歌
合
」
九
十
八
番
は
柏
木
と
権

大
納
言
の
歌

で
あ
る
。

詞
書
に
、
「女
三
の
宮
を
見
た
て
ま

つ
り
て
」

(左
)
、
「后
の
宮
を
ほ

の
か
に
見
た
て
ま

つ
り
け
る
」
(右
)
と
の
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、

左

の
女
三
の
宮
は
、
左
歌
の
作
者
で
あ
る
柏
木
の
思

い
人
で
あ
り
、

右

の
后

の
宮
も
、
右
歌

の
作
者

で
あ
る
権

大
納
言

の
思

い
人
で
あ

る
。
両
歌
は
と
も
に
思

い
人
を
垣
間
見
て
詠

ん
だ
歌
と
な
る
。
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左
歌
の
作
者
で
あ
る
柏
木

の
思
い
は
周
知

の
も
の
で
あ
り
、
女
三

の
宮

を
垣
間
見
る
と
い
う
物
語
内
容
と
と
も
に
容
易
に
想
起
す
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
想
起
し
た
思
い
は
、
「
い
と
ど
し
き
思
ひ
」
と
の
左

歌
の
詞
書

の
表
現
に
よ
り
強
く
な

っ
た
こ
と
が
把
捉
さ
れ
る
。
女
三

の
宮
を
垣
間
見
た
こ
と
に
よ
り
、
柏
木

の
思

い
は
増
す
の
で
あ
る
。

柏
木

の
女
三
の
宮
に
対
す
る
思

い
は
、
垣
間
見
る
以
前
か
ら
で
あ
る

　む

と
さ
れ
て
い
る
。
「
源
氏
物
語
」
若
菜
上

の
巻
で
、
朱
雀
院
が
女
三

の
宮

の
婿
撰
び
に
苦
心
す
る
場
面
で
も

「右
衛
門
督
の
下
に
わ
ぶ
な

る
よ
し
、
尚
侍
の
も
の
せ
ら
れ
」
(若
菜
上

二
二
五
頁
)
と
、
柏
木

が
宮
を
所
望
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
思

い
が
ま
す
ま
す
激
し

く
な

る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
左
歌

の

「名
残
恋
し
き
」
と
の
表

現
も
思

い
が
募
る
た
め
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

対
す
る
右
歌

の
作
者

で
あ
る
権
大
納
言
も
、
后
の
宮
を
垣
間
見
る

こ
と

で
思

い
を
募
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
柏
木
と
違

い
権
大
納
言

が
以
前
か
ら
宮
を
望
ん
で
い
た
と
の
描
写
は
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る

物
語

に
お

い
て
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
右
歌
で
は

「心
の

乱
れ
初
め
ぬ
る
」
と
表
現
さ
れ
、
垣
間
見
に
よ

っ
て
恋
が
始
ま

っ
た

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ふ
た

つ
の
歌
は
、
思

い
人
を
垣
間
見
て
詠
ん
だ
と
い
う
近
似
性
を

持

つ
が
、
左
歌
の
作
者
で
あ
る
柏
木
物
語

の
高

い
知
名
度
と
、
柏
木

の
強

い
思

い
に
よ
り
、
左
歌
が
思

い
を
さ
ら
に
募
ら
せ
る
歌
、
右
歌

が
思

い
初
め
た
ば
か
り
の
歌
と
し
て
、
異
な
る
認
識
を
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
近
似
と
相
違
を
有
し
な
が
ら
、
番
の
歌
は
読
み
を
提

示
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
番

の
歌
は
歌
を
読
む
こ
と
だ
け
で
な
く
、

歌
が
収
め
ら
れ
た
物
語
を
ひ
も
と
く
こ
と
を
喚
起
す
る
。
右
歌
は
散

逸
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
歌
の
収
め
ら

れ
た
場
面
そ
の
も

の
を
知

る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
左
歌
と
対
応
す

る
こ
と
で
周
辺
の
場
面
を

ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
左
歌
は
柏
木

が
女
三
の
宮
を
垣
間
見

た
場
面
を
中
心
に
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
は
女
三
の
宮
を
垣
間

見
た
お
り
の
柏
木
の
様
子
で
あ
る
。

御
衣
の
裾
が
ち
に
、

い
と
補
足
さ
さ
や
か
に
て
、
姿

つ
き
、
髪

の
か
か
り
た
ま

へ
る
そ
ば
め
、
い
ひ
知

ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ

な
り
。
夕
影
な
れ
ば
、
さ
や
か
な
ら
ず
奥
暗
き
心
地
す
る
も
、

い
と
飽
か
ず
口
惜
し
。
(中
略
)
ま
し

て
さ
ば
か
り
心
を
し
め

た
る
衛
門
督
は
、
胸
ふ
と
ふ
た
が
り
て
、
誰
ば
か
り
に
か
は
あ

ら
む
、
こ
こ
ら
の
中
に
し
る
き
桂
姿

よ
り
も
人
に
紛
る
べ
く
も

あ
ら
ざ
り
つ
る
御
け
は
ひ
な
ど
、
心
に
か
か
り
て
お
ぼ
ゆ
。

(若
菜
上

・
一
四

一
～

一
四
二
頁
)

思
い
続
け
て
い
た
女
三
の
宮
の
姿
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
柏
木
の

様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「海
人
苅
藻
」

に
も
同
じ
よ
う
に
垣
間

　　
　

見
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
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い
ま

だ

寝

く

た

れ

の
御

さ

ま

な

が

ら

、

柳

・
桜

の
御

衣

、

し
ど

な

げ

に
着

な

し

て

、

脇
息

に

押

し

か

か

り

て
、

眺

め
出

だ

し

給

へ
る

ま

み

・
口

つ
き

よ

り

は

じ

め

、
光

り

輝

く

や
う

に
け

だ

か

く

う

つ
く

し

げ

に
、

ら

う

た

さ

言

は

ん

か

た

な

し
。

(中

略

)

宰

相

、
御

簾

う

ち

下

ろ

し

ぬ

れ
ば

、

付

き

の
雲
隠

た

ら

ん

よ

り

も

惜

し
く

、

残

り

多

く

、

思

ひ
付

き

ぬ

る
心

地
す

。

(巻

二

・
八

八

～

八

九

頁

)

垣
間
見
た
女
御

(九
十
八
番
右
歌
の
詞
書
に
記
さ
れ
る
后
の
宮
と

同

一
人
物
。
以
降
、
女
御
と
記
す
。
)
の
気
品
高

い
姿
に
心
奪
わ
れ

て
い
る
権
大
納
言
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「源
氏
物
語
」
の

場
面
と
似
て
は
い
る
が
、
柏
木
が
以
前
か
ら
思
い
を
抱
い
て
い
た
相

手
を

垣
間
見
た
の
に
対
し
、
権
大
納
言
は
思
い
が
け
ず
女
御
を
垣
間

見
て

い
る
と

い
う
違
い
が
あ
る
。
思
い
人
で
あ

っ
た
女
三
の
宮
を
垣

間
見
た
柏
木
は
、
そ
の
後
次
の
よ
う
な
思

い
を
抱

い
て
い
る
。

衛

門

督

は
、

い
と

い
た

く

思

ひ

し

め

り

て
、

や

や

も

す

れ

ば

、

花

の
木

に

目
を

つ
け

て
な

が

め

や

る

。

(
中
略

)
宰

相

の
君

は

、

よ

う

つ

の
罪

を

も

を

さ

を

さ

た

ど

ら

れ

ず

、

お

ぼ

え

ぬ

物

の
暇

よ

り

、

ほ

の
か

に

も

そ

れ

と

見

た

て

ま

つ
り

つ
る

に
も

、

-
わ

が
昔
よ
り
の
心
ざ
し
の
し
る
し
の
あ
る
べ
き
に
や
と
ち
ぎ
り
う

れ
し
き
心
地
し
て
、
飽
か
ず
の
み
お
ぼ
ゆ
。

(若

菜

上

・

一
四

三

～

一
四

四
頁

)

傍
線
部
1
で
示
し
た
箇
所
に
は
、
柏
木

は
昔
か
ら
女
三
の
宮
を
思

慕
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
垣
間
見
は
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
る
前
兆

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
盲
目
的

な
表
現
が
柏
木
の
強
い
思
い
を
表
し
て
い
る
と
い
え
、
女
三
の
宮
を

以
前
か
ら
強
く
思
慕
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、

女
三
の
宮
を
垣
間
見
る
直
前

の
記
述
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

衛
門
督
の
君
も
、
院
に
常
に
参
り
、
親

し
く
さ
ぶ
ら
ひ
な
れ
た

ま
ひ
し
人
な
れ
ば
、
こ
の
宮
を
父
帝

の
か
し
づ
き
あ
が
め
た
て

ま

つ
り
た
ま
ひ
し
御
心
お
き
て
な
ど
く

は
し
く
見
た
て
ま
つ
り

お
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
定
め
あ
り
し

こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
聞
こ
え

寄
り
、
院
に
も
め
ざ
ま
し
と
は
思
し

の
た
ま
は
せ
ず
と
聞
き
し

を
、
か
く
異
ざ
ま
に
な
り
た
ま

へ
る
は
、
い
と
口
惜
し
く
胸
い

た
き
心
地
す
れ
ば
、
な
ほ
え
思
ひ
離
れ
ず
。

(若
菜
上

・
=
二
五
頁
)

こ
こ
か
ら
も
、
柏
木
は
以
前
か
ら
女
三
の
宮
を
思
慕
し
て
い
た
と

解
せ
得
よ
う
。
権
大
納
言
は
垣
間
見
た
後
、
次
の
よ
う
な
思

い
に
囚

わ
れ
て
い
る
。
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「物語二百番歌合」試論

ま
こ
と
や
、
院
の
新
中
納
言
は
、
5
見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ

人

の
御
あ
り
さ
ま
に
心
を
砕
き
給
ひ
て
、
方
々
よ
り
気
色
ど
り

給
ふ
を
も
聞
き
入
れ
給
は
ず
、
独
り
住
み
に
て
明
か
し
暮
ら
し

給
ふ
を

(後
略
)

(巻
二

・
九
三
頁
)

見
た
と
も
見
て
い
な

い
と
も
言
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
御

の
姿
に
心
奪
わ
れ
た
権
大
納
言
は
、
縁
談
に
も
耳
を
傾
け
ず
独
身
を

貫

い
て

い
る
。
思
い
人
へ
の
思
い
の
た
め
に
、
独
身
を
貫

い
て
い
た

の
は
柏
木
も
同
じ
で
あ
る
。
前
出
の
朱
雀
院
が
柏
木
に
つ
い
て
述
べ

る
場
面
で
も
、
「高
き
心
ざ
し
深
く
て
、
や
も
め
に
て
過
ぐ
し
つ
つ
」

(若
菜

上

・
三
六
頁
)
と
高
貴
な
身
分
の
妻
を
所
望
し
て
い
る
た
め

に
独
身

で
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
願

い
の
た
め
に
独
身

で
い
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
が
、
権
大
納
言
が
垣
間
見
た
後

で
あ
り
、
思

い
人
が
女
御
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
の
に
対
し
、

柏
木
は
垣
間
見
る
前
か
ら
独
身
で
い
る
。
実
は
柏
木
の
女
三
の
宮
に

対
す
る
思
い
が
頻
出
す
る
の
は
、
垣
問
見
の
場
面
の
直
前
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
よ
り
前

の
場
面
で
は
、
柏
木
の
思
い
を
伝
聞
す
る
か
た
ち

で
表
現
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、
柏
木

の
思

い
人
は
女
三
の
宮
と
は
限
ら
な
か

っ
た
と
さ
え
言
え
る
。
柏
木
が
独

身
で
あ

る
理
由
が
、
高
貴
な
身
分
の
妻
を
望
ん
で
い
る
こ
と
は
記
さ

れ
る
が
、
そ
れ
が
女
三
の
宮
だ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
柏
木
の

女
三
の
宮
に
対
す
る
思
い
は
、
垣
間
見
と
い
う
行
為
に
臨
む
よ
う
に

表
さ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
を
経
た
後
は
、
そ

の
思

い
を
あ
か
ら
さ
ま
に
吐
露
し
始
め
る
。
そ
の
中
の
ひ
と

つ
が

「後
百
番
歌
合
」
の
番
に
採
ら
れ
た
歌
が
記
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

督
の
君
は
、
な
ほ
大
殿
の
東
の
対
に
、
独
り
住
み
に
て
ぞ
も
の

し
た
ま
ひ
け
る
。

(中
略
)
こ
の
夕
よ
り
屈
し
い
た
く
、
も

の

思

は

し

く

て
、

2
い

か

な

ら

む

を

り

に
、

も
ほ
の
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
だ
に
見

む
、

紛
れ
た
る
際
の
人
こ
そ
、
か
り
そ
め
に
も
、
た
は
や
す
き
物
忌
、

方
違

へ
の
移
ろ
ひ
も
軽

々
し
き
に
、
お

の
つ
か
ら
、
と
も
か
く

も
も
の
の
暇
を
う
か
が
ひ
つ
く
る
や
う

も
あ
れ
、
な
ど
思
ひ
や

る
方
な
く
、
深
き
窓
の
内
に
、
何
ば
か
り
の
こ
と
に
つ
け
て
か
、

か
く
深
き
心
あ
り
け
り
と
だ
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
と
胸

い
た
く

い
ぶ
せ
け
れ
ば
、
小
侍
従
が
り
例
の
文
や
り
た
ま
ふ
。

=

日
、
風
に
さ
そ
は
れ
て
御
垣
の
原
を
分
け
入
り
て
は
べ
し

に
、
い
と
ど

い
か
に
見
お
と
し
た
ま
ひ
け
む
。
3
そ
の
夕
よ
り

ま
た
さ
ば
か
り
に
て

へ

を

と

も

カ

く

も

カ

き

乱
り
心
地
か
き
く
ら
し
、
4
あ
や
な
く
今
日
は
な
が
め
暮
ら
し

は
べ
る
」
な
ど
書
き
て
、

よ
そ
に
見
て
折
ら
ぬ
な
げ
き
は
し
げ
れ
ど
も
な
ご
り
恋
し
き
花

の
夕
か
げ

と
あ
れ
ど
、

一
日
の
心
も
知
ら
ね
ば
、
た
だ
世
の
常
の
な
が
め

に
こ
そ
は
と
思
ふ
。

(若
菜
上

・
一
四
七
～

一
四
八
頁
)
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柏
木
は
傍
線
部
2
で
書
か
れ
る
よ
う
に
、
ど
う
に
か
し
て
女
三
の

宮
に
逢
い
た
い
と
の
妄
執
に
囚
わ
れ
、
女
三
の
宮
の
侍
女
で
あ
る
小

侍
従

へ
思
い
を
綴

っ
た
手
紙
を
託
す
。
そ
の
手
紙
の
中
の
、
傍
線
部

3
は
注
目
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
「そ
の
夕
よ
り
乱
り
心
地
か
き
く

ら
し
」
と
柏
木
は
述
べ
て
い
る
。
心
地
が
乱
れ
始
め
た
の
は
そ
の
夕

か
ら

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
以
前
は
今
ほ
ど
乱
れ
て
は
い

な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
自
ら
が
語

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

こ
れ
は
女
三
の
宮

へ
の
思
い
が
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。

思
い
が
か
た
ち
を
形
成
し
て
自
ら
の
中
に
現
れ
始
め
た
の
が
、

垣
間
見
と

い
う
出
来
事
だ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
垣
問
見
は

恋
心
を
募
ら
せ
る
き

っ
か
け
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

き

っ
か
け
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
手
紙
の
中
に
は
傍
線
部

4
で
示
し
た
よ
う
に
在
原
業
平
の
次
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。

右
近

の
馬
場

の
引
折

の
日
、
向

ひ
に
立
て
た
り
け
る
車

の
下
簾
よ

り
、
女

の
顔
の
、
ほ
の
か
に
見
え
け
れ
ば
、
よ
む
で
、
遣
は
し
け
る

在
原
業
平
朝
臣

見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
し
く
は
あ
や
な
く
今
日
や
な
が
め

暮
さ
む

(古
今
和
歌
集

・
巻
第
十

一
・
恋
歌

一
・
四
七
六
)

こ
の
歌
は

「伊
勢
物
語
」
に
も
載
る
歌
で
あ
る
が
、
業
平
と
目
さ

れ
る
男
は
、
引
折
の
日
に
女
の
顔
を

「ほ
の
か
に
」
見
る
。
「
ほ
の
か
」

で
あ
る
か
ら
、
男
は
歌
の
中
で
そ
の
女
を

「見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ

ぬ
人
」
と
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
た
と
も
見
て
い
な
い
と

も
言
え
な
い
女
を
男
は

「恋
し
く
」
思
い
、
「あ
や
な
く
」
「な
が
め

暮
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
い
を
助
長
す
る
の
は
、
女
を

「
ほ

の
か
に
」
し
か
見
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は

っ
き

り
と
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
物
を
人
物
そ
の
も
の
と
し
て
覚

知
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
し
か
し
、
心
残
り
と
い
う
か
た
ち

に
な

っ
て
自
身
の
中
に
覚
知
さ
れ
る
。
心
残
り
は
自
身

の
心
を
か
き

乱
す
要
素
と
な
ろ
う
。
こ
の
歌
は
恋
心
を
詠
う
と
共
に
、
恋
す
る

き

っ
か
け
は
ふ
と
し
た
垣
間
見
か
ら
で
も
良

い
と

い
う
こ
と
を
詠

っ

て
い
る
と
も
言
え
る
。
反
対
に
、
き

っ
か
け
が
な
け
れ
ば
恋
は
始

ま

っ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

恋
が
と
あ
る
き

っ
か
け
に
よ

っ
て
始
ま

る
こ
と
は

「
後
百
番
歌

合
」
九
十
八
番

の
右
歌
が
示
し
て
い
る
。
右
歌
は
詞
書

で

「
ほ
の
か

に
見
た
て
ま

つ
り
け
る
」
と
示
し
、
歌
で

「霞
の
間
よ
り
花
を
見
て
」

心
が

「乱
れ
初
め
」
た
と
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
花
を
見
た
が

た
め
に
心
が
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
花
は

「ほ
の
か
」

に
見
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

「霞
の
問
」
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
は

っ
き
り
と
は
し
て
い
な
い
。
事
実
、
先
に
示
し
た

「海
人
苅

藻
」

の
本
文

(九
三
頁
)
の
傍
線
部
5
で
は
、
見
た
と
も
見
て
い
な

い
と
も
言
え
な
い
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
見
た
と
い
う
自
覚
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が
あ

れ
ば
事
足
り
る
。
足
り
て
い
る
か
ら
心
が
乱
れ
初
め
た

の
だ
。

こ
の
傍
線
部
は
同
じ
く
業
平
の
歌
の
引
歌
で
あ
る
。
業
平
が

「
ほ
の

か
に
」
見
た
女
を
恋
し
初
め
た
よ
う
に
、
「後
百
番
歌
合
」
の
右
歌

も

「
ほ
の
か
に
」
見
た
女
を
恋
し
初
め
た
。
で
は

「源
氏
物
語
」

の

柏
木
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

業
平

の
歌
と

「後
百
番
歌
合
」
の
右
歌
の
よ
う
に
、
実
は
柏
木
も

女
三

の
宮
を

「ほ
の
か
に
」
垣
間
見
て
い
る
。
思
い
を
確
実
な
も
の

と
す
る
に
は

「ほ
の
か
」
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
垣
間
見
と
い
う
出

来
事

に
際
す
る
中
で
、
柏
木
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
そ

の
証
左
で
あ
る
。
思
っ
て
い
る
人
を

「
ほ
の
か
」
に
で
も
見
て

し
ま

っ
た
が
た
め
に
、
欲
望
は
加
速
す
る
。
垣
間
見
る
前
は
実
体
の

な

い
恋
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
垣
問
見
が
な
け
れ
ば
柏
木
が
あ
れ

ほ
ど
ま
で
に
女
三
の
宮

へ
の
妄
執
に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な

い
。
柏
木
は
以
前
か
ら
女
三
の
宮
に
恋
し
て
い
た
の
で
は

な

い
。
垣
間
見
と

い
う
出
来
事
に
よ

っ
て
女
三
の
宮

へ
の
恋
を
初
め

た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
垣
間
見
た
の
が
女
三
の
宮
だ

っ
た
が
故

に
、

柏
木
は
女
三
の
宮
を
恋
し
初
め
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
柏
木
の
歌
は
、
「後
百
番
歌
合
」
九
十
八
番

の
左
歌
と
し
て
右

歌
と
番
に
な
る
こ
と
で
、
女
三
の
宮

へ
の
実
際
の
恋
を
初
め
た
元
初

の
歌

と
し
て
の
可
能
性
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

五

現
在
、
右
歌
の
所
収
先
で
あ
る

「海
人
苅
藻
」
本
文
は
、
散
逸
し

て
お
り
そ

の
内
容
を
う
か
が

い
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

「後
百
番
歌
合
」
九
十
八
番
の
右
歌
と
し
て
残

っ
て
い
る
お
か
げ
で
、

左
歌
の
所
収
先
と
照
合
し
、
作
者
で
あ
る
権
大
納
言
の
思

い
と
左
歌

の
作
者
で
あ
る
柏
木
の
思

い
を
重
ね
さ
せ
、

よ
り
強

い
思

い
と
し
て

感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
現
存
本
文
で
は
、

こ
の
歌

の
後
、
権
大
納

言
は
思

い
を
遂
げ
る
べ
く
女
御
の
寝
所
に
忍
び
こ
み
、
女
御
は
懐
妊

す
る
。
柏
木
と
近
似
す
る
こ
と
は
改
め
て

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

ど
こ
ま
で
も
近
似
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
見
え

な
か

っ
た
も

の
を
見
せ

て
く
れ
る
大
変
興
味
深

い
作
業
で
あ
り
、
左
歌
が
所
収
先
が
残
り
な

が
ら
も
右
歌
と
番
え
ら
れ
る
こ
と

で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
読
み
が
交
錯

し
、
見
え
に
く
か

っ
た
も

の
を
見
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
収
敏
さ
れ

る
。
左
歌
、
右
歌
と
独
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
所
収
先
を
別
と
し
な
が
ら

も
番
と
し
て
ひ
と
つ
の
か
た
ち
を
成
し
て
い
る
た
め
、
左
歌
が
右
歌

を
補

い
、
右
歌
が
左
歌
を
補

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
首
は
異

な
る
物
語
場
面
に
収
め
ら
れ
た
、
異
な
る
歌

で
あ
る
。
異
な
る
こ
と

が
明
白

で
あ
る
か
ら
、
左
右
の
歌
に
勝
敗
を

つ
け
た
く
な
る
。
歌
合

は
本
来
勝
敗
を
競
う
合
せ
物
で
あ
る
。
「物

語
二
百
番
歌
合
」
に
勝

敗
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
付
さ
れ
て
い
れ
ば
読
み
手
が
歌
を
対
立
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さ
せ

る
意
欲
を
無
く
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
勝
敗
が
な

い
こ
と
も
番

で
あ
る
意
味
が
あ
り
、
番
に
は
常
に
補
完
と
対
立
が
示
現
す
る
の
で

(12
)

あ
る
。

「物

語
二
百
番
歌
合
」
は
物
語
歌
を
番
え
た
歌
合

で
あ
り
、
歌
が

収
め
ら
れ
た
物
語
に
は
作
成
さ
れ
た
年
代
の
順
序
が
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
あ
く
ま
で
物
語
が
物
語
で
あ

っ
た
時

の
事
実
で
し
か
な
い
。

「物
語

二
百
番
歌
合
」
の
番
を
見
る
時
、
物
語
歌
は

「物
語

二
百
番

歌
合
」
を
見
る
今
に
現
れ
た
、
「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
番

の
歌
と

な
る
。
そ
の
今
に
、
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
た
物
語
の
作
成
の
順
序
は

無
効

に
な
ろ
う
。
物
語
は
あ
く
ま
で
歌
の
所
収
先
で
あ
る
。
そ
し
て
、

歌
を
読
む
た
め
に
ひ
か
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全

て
の
事

象
は
時
の
流
れ
を
経
な
が
ら
連
続
し
て
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
。
そ

の
連

関
性
に
よ

っ
て

「物
語
二
百
番
歌
合
」
は
読
ま
れ
、
「物
語
二

百
番

歌
合
」
全
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

↑ 証
)

 

(
2

)

(
3
)

本
文
と
歌
番
号

は
、

「風
雅
和

歌
集

」
に

つ
い
て
は

『新

編
国

歌

大
観
』

に
拠
り
、
「
古
今
和
歌
集
」

に

つ
い
て
は

『新

日
本

古

典

文
学
大
系
』

(岩
波
書
店
)

に
拠

っ
た
。

「毎

月
抄
」
本
文
は
、

『新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

歌
論
集
』

(小

学
館
)

に
拠
り
、
該
当
頁
数
を
併
記
し
た
。

共
時

的

(ω
旨

o
訂
o
巳
o
)
と

は
、

ス
イ

ス
の
言

語
学
者

で
あ

る

ソ

シ

ュ
ー
ル
の
用
語

で
あ
り
、
通
時
的

(O
一鋤
O
げ
NO
昌
一〇
)
と
対
を
な

し

て
い
る
。
通
時

的
研
究

が
言
語

の
起
源
、
発

達
、
歴
史
、

変
化
な

ど
を
研

究
す

る
の
に
対

し
、

共
時
的
研

究
は
時

間
的
流

れ
を
無
視

し

て
あ

る
特
定

の
瞬

間

に
お
け
る
言
語

体
系
を

研
究

す

る
こ
と
を

目
的

と
し

て

い
る
。

こ
の
視
点

の
発

見

は
言
語
學

だ

け

で
な
く
、

そ

の
他

の
人
間
科
学

の
領
域

に
も
大
き

な
影
響
を
与

え
る

こ
と

に

な

っ
た
。

(川

口
喬

一
、
岡
本
靖

正
編

『文
学
批
評
用
語
辞

典
』

研

究
社
出
版
平

14

・
7
を
参

照
)

(
4
)

詞
書
は

通
常
、
「
歌

の
詠

作
趣
意

を
説
明

し
た
も

の
」

と
さ
れ

る
。

井
上
宗
雄

氏
は

『論
集

〈
題

〉
の
和
歌
空
間
』

(和
歌
文
学
会
笠

間

書
院
、
平

4
)
中

の

「
詞
書
と
題
を

め
ぐ

っ
て
」
に
お

い
て
、

「
詞

書

に
は
、

詠
歌

の
場
所

(状

況
)
説

明
、

つ
ま
り

作
品
享
受

の
た

め

の
必
要
性
と
、
公
的

記
録
性
と
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
」
と
論
じ

て

い
る
。

(5
)
歌

の
所

収
本
文

に

つ
い
て
は
、
詞
書
な

ど

の
情
報

か
ら
推

測
が
な

さ
れ

て

い
る
。

蓋
然
性

は
あ

る
が
、
あ
く

ま

で
推
測

に
す
ぎ

な

い

た

め
現
存
し
な

い
と

し
て
お
く
。

(
6
)
「
無
名
草

子
」

の
本
文
は
、

『新
潮

日
本
古

典
集
成
』

(桑

原
博
史
校

注
新
潮

出
版
)

に
拠
り
、

該
当
頁
数

を
併
記

し
た
。
「
無
名

草
子
」

に
お

い
て

「
海
人
苅
藻
」
は
長
文

に
わ
た

っ
て
評

さ
れ
て

い
る
。

(7
)
室
伏
秀
之

「あ

ま

の
か
る
も
物
語
」

『体
系
物

語
文
学
史

四
物
語

文
学

の
系

譜

H

鎌
倉

物

語

1
』

(
三
谷

栄

一
編

有

精

堂
、
平

元
)
。

(
8
)
妹

尾
好
信

「
『海
人

の
苅
藻
』

私
見
」
「
国
文
学
孜

一
二
四
」

(平

2

・
6
)
。

(
9
)

「物
語

二
百
番
歌
合
」

の
本
文

は
、

『王
朝
物
語
秀
歌
選

上
』

(樋

一26一



口
芳
麻
呂
校
注

岩
波
文
庫
、
昭

62
)

に
拠

っ
た
。

(
10
)
「
源
氏
物
語

」
本
文

は
、

『新
編

日
本
古
典
文

学
全
集
』

(
小
学
館
)

に
拠
り
、
該
当
巻
名
と
該
当
頁
数
を
併
記

し
た
。

(
11
)
「
海
人
苅
藻
」
本
文
は
、
『中
世
王
朝
物
語
全
集
』
(妹

尾
好
信
校

訂

.

訳

注

笠
間

書
院
)

に
拠
り
、
該
当

巻
名
と
該

当
頁
数

を
併
記

し

た
。

(12
)
山
本
美
紀

「
『物
語

二
百
番
歌
合
』

の
構
想
-
示
現
す

る
対

立
と
補

完
ー

」
「
創
価
大
学
日
本
語
日
本
文
学

二
二
」

(平
24

・
3
)

(
や
ま
も
と

・
み
き
、
白
鵬

女
子
高
等

学
校
講
師
)
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