
中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度
，

原

，
田

亘
ノ、

理

・
中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
は
百
十
九
首
の
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
寝
覚
物
語

申
の
庵
の
と
】
致
す
る
の
は
一
首
の
み
で
あ
る
。
寝
覚
物
語
の
欠
落
及
び
中
村

本
の
改
変
等
に
よ
り
、
全
て
の
歌
を
一
律
に
比
較
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
改

作
本
に
お
い
て
原
作
中
歌
の
使
用
を
確
認
で
き
た
も
の
が
唯
一
首
と
い
う
事
実

は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
、
改
作
作
業
に
あ
た
っ
て
、
歌
の
改
作
も
し
く
は

創
作
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
。
本
稿
は
、
寝
覚
物
語
と
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る

中
村
本
の
歌
四
十
首
に
つ
い
て
、
改
作
の
程
度
と
そ
の
理
由
を
検
討
し
た
も
の

表
①
 
寝
覚
物
語
の
歌
・

独
旦

共

有

 
計

一
寝
 
覚
 
物
 
語

夜
寝
覚
絵
巻

拾
遺
百
番
歌
合

無
 
名

風
 
 
葉計

草
 
子

 
 
集

71 gl 2160
987

-
 
F
O
 
9
臼
 
3
 
 
4

で
あ
る
。

 
論
に
入
る
前
に
、
寝
覚
物
語
が
有
す
る
歌
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
表
①

'
は
、
寝
覚
物
語
及
び
夜
寝
覚
絵
巻
、
拾
遺
百
番
歌
合
、
無
名
草
子
、
風
葉
集
に

お
け
る
寝
覚
物
語
の
歌
の
収
録
状
況
で
あ
る
。
重
複
を
除
い
た
百
十
三
首
が
、

も
と
の
寝
覚
物
語
に
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
村

本
は
百
十
九
首
を
有
す
る
。

 
原
本
寝
覚
物
語
と
中
村
本
の
歌
の
対
応
に
つ
い
て
は
へ
永
井
和
子
氏
が
『
寝

覚
物
語
の
研
究
』
 
「
第
二
章
第
四
節
寝
覚
物
語
の
歌
と
中
村
本
の
歌
」
に
お
い

表
②
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一
羽
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F
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5
2
3
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2
2
2
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第
一
部

第
二
部

第
三
部

原
本
一
三
数

巻
一
 
 
十
八

．
一
二
 
 
＋
四

欠
巻

○

巻巻心
五四三

十十十
三八二

原
本
外

八

中
村
本
回
数

巻
一一

二
前
半

巻
二
後
半

．
巻
三

巻
四

十
九

 
 
六

二
十
七

二
十
四

十
四

巻
五

二
十
九

対
応
回
数

二．

{
四

五
十
一

中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度



て
詳
細
に
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
表
②
は
氏
の
旧
説
に
従
い
、
対
応
す
る
歌
の

数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
永
井
氏
の
結
論
を
略
述
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

 
①
両
本
対
比
で
選
る
歌
は
、
㈲
単
に
字
句
の
み
を
変
え
た
も
の
と
、
㈲
全
く

 
 
趣
向
を
変
え
た
も
の
と
が
、
第
一
部
～
第
三
部
を
通
じ
て
、
各
お
よ
そ
半

 
 
分
ず
つ
あ
る
。

 
②
中
村
本
の
歌
は
わ
か
り
易
く
な
っ
て
い
る
。

 
③
中
村
本
に
は
、
同
趣
向
・
同
発
想
の
も
の
が
多
く
、
同
じ
よ
う
な
句
の
重

 
 
複
が
多
い
。

 
ま
た
、
対
．
応
ず
る
歌
の
う
ち
同
一
歌
が
一
首
の
み
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

「
こ
の
こ
と
は
、
中
村
本
の
歌
が
、
変
わ
っ
て
い
る
、
の
で
は
な
く
て
、
中
村

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
へ

本
作
者
が
意
識
的
に
変
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
」
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
、
そ
の
変
更
の
目
的
が
「
変
え
る
、
と
い
う
こ
と
自
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
原
本
の
歌
を
中
村
本
に
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
理
由
の
、
一
と
し
て
、
原
本
の
歌
が
中
村
本
が
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
鎌

倉
末
期
に
お
い
て
は
「
か
な
り
古
め
か
し
い
印
象
を
与
え
た
」
可
能
性
と
、
作

者
の
個
性
の
反
映
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

」
本
稿
で
は
、
対
応
す
る
四
十
首
の
歌
を
、
そ
の
改
作
の
程
度
と
内
容
か
ら
整

理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
作
態
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一、

?
?
ﾌ
程
度
と
分
布

 
表
③
は
、
表
②
で
示
し
た
対
応
す
る
歌
を
、
原
本
と
申
村
本
に
お
け
る
そ
れ

ぞ
れ
の
通
し
番
号
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
村
本
1
の
歌
は
原

本
1
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。

表
③

 
歌
麩

部
 
二
＋
四

一第

三

番

口
万

第二部

五

第三部

中
村
本
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
へ

原
本
1
2
3
4
5
6
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

中
村
本

拾
遺
百
番
歌
合

一55

-56

-69

-70

-84

±

原霜
本本
36-91

37-92
38-93

39-94

42-95
43-96
50-98

52-99
70-107

71-110

72-lll

 
対
応
す
る
四
十
首
の
う
ち
、
特
に
そ
の
類
似
の
目
立
つ
も
の
と
し
て
、
共
通

句
を
有
す
る
歌
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
共
通
句
を
有
す
る
歌
は
十
二
首
、
共
通

句
の
数
に
よ
っ
て
分
類
し
た
の
が
表
④
で
あ
る
。

表
④

、

共
通
句
塾
五

四

三

二

歌
 
 
数

⊥
2
一
主
3

5

歌
番
号

-
 
8
4
．
9
8
7
0
9
5
・
0
7
・
1
1
5
・
7
・
1
3
」
・
2
3
・
1
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
1
⊥
 
 
 
-
⊥

 
表
③
、
表
④
を
照
合
す
る
と
、
共
通
句
を
有
す
る
歌
の
分
布
に
か
た
よ
り
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
部
二
十
四
首
中
同
一
歌
一
首
・
一
句

共
通
四
首
、
第
二
部
五
首
中
四
句
共
通
一
首
・
三
句
共
通
一
首
、
第
三
部
十
一

首
中
四
句
共
通
一
首
・
二
句
共
通
三
首
・
一
句
共
通
一
首
で
あ
る
。
同
一
歌
の

存
在
ば
作
者
の
意
図
に
関
わ
る
可
能
性
が
高
く
、
他
の
共
通
句
を
有
す
る
歌
と

同
等
に
類
似
歌
に
入
れ
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
一
首
は
除

く
と
、
第
一
部
は
二
十
三
首
の
対
応
歌
を
も
ち
な
が
ら
、
共
通
句
を
有
す
る
歌
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は
四
首
の
み
で
、
共
通
句
も
各
一
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
部
・
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

三
部
で
は
、
共
通
句
を
有
す
る
歌
の
割
合
も
各
藩
・
駈
と
い
う
高
さ
で
あ
り
、

共
通
句
も
四
句
・
三
句
・
二
句
と
多
い
。
共
通
句
を
有
す
る
歌
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
の
で
こ
こ
で
は
略
す
る
が
、
あ
え
て
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
え
な

い
も
の
が
多
い
。
共
通
句
の
多
寡
の
原
因
は
原
本
の
歌
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
む
ろ
改
作
者
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
第
一
部
か
ら
第
三
部
へ
む
け
て
、
申
村
本
が
原
本
の
省
略
↓
改
変
と
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
部
で
は
全
体
が
大
き
く
変

え
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
尚
侍
入
内
と
そ
の
後
の
女
主
人
公
・
主
人
公
・
帝

に
関
す
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
改
作
者
の
関
心

は
筋
の
改
変
に
む
け
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
部
分
で
原
作
の
流
用
可
能
な
箇
所
に

は
、
あ
ま
り
創
作
意
欲
を
み
せ
な
い
。
第
三
部
の
和
歌
に
共
通
句
が
多
い
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
改
作
者
の
姿
勢
の
反
映
で
あ
る
。
第
一
部
に
お
け

る
、
原
本
と
ほ
ぼ
同
じ
設
定
で
積
極
的
に
表
現
を
改
め
た
歌
を
つ
く
っ
た
態
度

と
は
、
好
対
照
で
あ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
、
改
作
の
意
欲
は
原
本
の
枠
内
の

和
歌
創
作
に
む
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
部
で
は
筋
の
改
変
と
い
う
大
作
業

に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
同
設
定
の
部
分
は
挿
入
歌
も
含
め
て
、
改
作
者
の
創
作

意
欲
の
対
象
外
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
第
一
部
で
は
、
和
歌
が
地
の
文
か
ら
独

立
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
第
三
部
で
は
地
の
文
と
一
体

化
し
た
も
の
と
い
う
認
識
し
か
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
原
本
の
歌
の
句
を
用
い
た
歌
の
う
ち
、
同
一
歌
は
前
述
し
た
よ
う
に
一
首
の

み
で
あ
る
。
一
方
、
申
村
本
の
歌
で
も
と
の
歌
と
同
語
を
全
く
用
い
て
い
な
い

も
の
は
、
対
応
す
る
四
十
首
中
七
首
で
あ
る
。
中
村
本
の
歌
が
原
本
の
非
常
に

強
い
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
状
況
に
お
け
る
詠
歌
が
類
似
す

中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度

る
の
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。
じ
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
同
一
歌
が
一
首
し

か
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
作
本
に
お
け
る
原
本
の
歌
の
受
容
と
し

て
、
問
題
と
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

二
、
改
作
の
状
況

 
改
作
の
状
況
を
、
内
容
と
用
語
か
ら
整
理
し
て
み
る
。

 
 
ω
内
容
 
a
本
文
の
変
化
に
伴
う
も
の

 
 
 
 
 
 
b
歌
の
内
容
の
み
変
え
た
も
の

 
 
②
用
語
，
a
一
般
的
で
な
い
語
を
改
め
た
も
の

 
 
 
 
 
 
b
平
安
末
期
こ
ろ
か
ら
歌
語
に
用
い
ら
れ
た
語
に
改
め
た
も
の

 
 
㈲
ω
・
ω
に
該
当
し
な
い
も
の

 
以
下
、
例
証
し
て
ゆ
く
。

 
 
ω
内
容

・
a
 
本
文
の
変
化
に
伴
う
も
の
 
八
首

①
〔
申
村
本
〕
事
に
ふ
れ
て
あ
は
れ
を
か
け
給
ふ
が
有
が
た
き
に
、
つ
㌧
み
か

 
ね
て

10
@
ふ
ね
よ
す
る
お
な
じ
み
な
と
の
う
ち
な
れ
ば
わ
た
の
は
ら
か
ら
と
を
か
ら

 
 
め
や
は

 
と
い
ふ
に
こ
、
ろ
へ
給
て
、
い
ま
こ
そ
た
ち
ま
さ
り
て
、
む
ね
の
け
ぶ
り
も

 
袖
の
な
み
だ
も
と
こ
ろ
せ
く
な
り
給
て

11

@
し
ら
露
の
し
ら
ぬ
程
だ
に
ぬ
れ
し
袖
を
か
、
る
折
に
は
ほ
す
ひ
ま
ぞ
な
ぎ

〔
原
本
〕
こ
の
君
に
う
ち
す
て
ら
れ
奉
ら
ん
い
と
ほ
し
さ
は
身
に
し
み
け
れ

 
ば
、
い
た
く
な
げ
ぎ
て

12

u
こ
ぎ
か
へ
り
お
な
じ
み
な
と
に
よ
る
舟
の
な
ぎ
さ
は
そ
れ
と
知
ら
ず
や
あ

（111）

'



■

の 
 
り
つ
る

 
御
か
よ
ひ
の
関
は
と
ほ
か
ら
ぬ
程
な
が
ら
、
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
し
め
し
つ

 
ら
ん
」
と
ば
か
り
こ
た
へ
忙
る
を
、
震
う
る
そ
、
な
か
な
か
お
ぼ
っ
か
な
か

 
り
つ
る
よ
り
も
、
あ
さ
ま
し
き
や

13
@
涙
の
み
た
か
せ
の
浜
に
よ
る
船
の
な
ぎ
さ
も
見
え
ず
こ
が
れ
わ
た
れ
ば

 
主
至
公
が
、
愛
す
る
女
性
の
身
許
を
新
少
将
か
ら
知
ら
さ
れ
る
場
面
で
あ

る
。
主
人
公
の
妻
の
妹
と
い
う
関
係
を
伝
え
る
た
め
に
、
原
本
で
は
、
歌
に

「
お
な
じ
み
な
と
」
と
い
い
、
詞
で
も
「
御
か
よ
ひ
の
関
は
と
ほ
か
ら
ぬ
程
」

と
い
う
。
二
度
に
わ
た
る
暗
示
に
、
主
人
公
と
女
性
の
側
双
方
に
配
慮
せ
ぎ
る

を
え
な
い
新
少
将
の
苦
悩
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
中
村
本
で
は
、
1
0

歌
の
掛
詞
に
こ
め
た
「
は
ら
か
ら
」
で
明
為
し
て
し
ま
っ
た
。
新
少
将
の
苦
悩

が
本
文
に
お
い
て
薄
め
ら
れ
た
分
、
明
言
を
は
ば
か
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

、
ま
た
、
原
本
1
3
歌
は
、
新
少
将
の
歌
1
2
が
「
な
ぎ
さ
は
そ
れ
と
知
ら
ず
や
あ

り
つ
る
」
 
（
あ
の
方
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
所
を
そ
こ
と
ご
存
じ
な
か
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
）
と
、
疑
問
の
形
を
と
っ
た
の
に
対
す
る
答
に
な
っ
て
い
る
。
中
村
本

で
は
、
1
0
歌
が
疑
聞
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
、
1
1
歌
は
直
前
の
主
人
公
の
心
理

描
写
と
一
致
す
る
内
容
に
改
め
、
本
文
と
歌
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
い

る
。②

〔
中
村
本
〕
有
つ
る
を
も
か
げ
に
お
と
ら
ず
う
つ
く
し
げ
な
る
を
、
ひ
と
り

 
見
る
は
わ
び
し
け
れ
ど
、
か
く
と
右
え
い
ひ
し
ら
せ
き
こ
え
ね
ば
、
た
み
の

 
君

14
@
あ
だ
な
み
の
よ
る
べ
も
し
ら
ず
な
に
と
て
か
あ
ま
の
す
さ
み
に
袖
ぬ
ら
す

 
 
ら
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
こ
れ
を
見
給
ふ
も
あ
づ
ら
し
く
、
ま
し
て
み
つ
か
ら
の
な
り
せ
ば
．
い
か
ば
か

 
り
の
心
ち
せ
ま
し
、
い
か
で
一
く
だ
り
を
も
ゑ
ん
と
、
お
も
ひ
な
げ
き
た
ま

 
ふ〔

原
本
〕
あ
り
つ
る
お
も
か
げ
に
劣
ら
ず
う
つ
く
し
げ
な
る
書
き
ざ
ま
を
、
ひ

と
り
易
ぞ
。
惜
し
が
り
け
る
・
⑦
け
創
よ
ろ
倒
q
づ
剥
U
さ
も
思
酬

 
け
ち
て
御
か
へ
り
き
こ
ゆ
。

16
@
面
し
れ
ぬ
袖
の
み
い
と
ど
そ
ぼ
つ
る
は
寄
せ
つ
る
波
の
な
ご
ヴ
な
り
け
り

き
よ
げ
に
書
き
た
る
を
・
④
謝
刎
矧
と
め
づ
ら
し
き
に
・
ま
し
て
身
つ

 
か
ら
の
と
見
ま
し
か
ば
、
い
か
な
ら
ん
時
ひ
と
く
だ
り
に
て
も
見
む
と
そ
、

 
お
も
ひ
く
む
じ
た
る
心
地
な
る
や

 
女
主
人
公
申
君
の
乳
母
役
に
あ
た
る
明
君
が
、
主
人
公
に
返
し
た
歌
で
あ

る
。
原
本
で
は
「
寄
せ
つ
る
波
の
な
ご
り
」
と
、
思
い
が
け
な
か
っ
た
主
人
公

と
の
契
り
に
よ
り
、
今
も
涙
に
く
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
返
歌
を
見
て
、
主
．

人
公
は
「
み
し
り
け
り
」
と
、
女
性
側
に
自
分
の
身
許
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
悟
6
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、
主
人
公
が
中
君
の
住
む
屋
の
格
子
近
く
で
詠

じ
た
歌
か
ら
、
対
君
が
「
こ
の
君
は
聞
き
つ
け
給
へ
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と

思
う
部
分
と
対
応
し
て
い
る
。
互
い
に
身
許
を
隠
し
た
ま
ま
別
れ
た
男
女
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
相
手
の
素
性
を
探
り
出
し
、
相
手
も
自
分
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

こ
と
を
了
解
し
て
ゆ
く
過
程
を
詳
述
し
た
の
で
あ
る
。

 
中
村
本
で
は
、
原
本
傍
線
部
④
を
消
し
て
、
主
人
公
の
感
概
を
女
主
人
公
に

対
す
る
思
い
に
し
ぼ
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
町
君
の
歌
．
に
「
寄
せ
つ

る
波
」
を
詠
む
必
要
は
な
く
、
新
た
に
一
件
の
否
定
と
主
人
公
に
対
す
る
拒
絶

を
明
白
に
し
た
内
容
に
変
え
た
と
思
わ
れ
る
。
中
村
本
は
原
本
傍
線
部
⑦
を
省

（ 112 ）



い
た
の
で
、

あ
っ
た
。

安
寧
が
主
人
公
と
の
関
係
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
も

歌
1
8
は
あ
き
ら
め
が
前
面
に
表
れ
、
夫
の
歌
も
「
ぬ
れ
ぎ
ぬ
」
を
主
張
す
る
の

み
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
心
理
が
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

③
〔
申
村
本
〕

18
@
こ
～
う
に
は
う
き
耳
な
れ
ば
と
な
ぐ
さ
む
に
こ
と
は
り
し
ら
ぬ
涙
な
り
け

 
 
り

 
と
の
給
ふ
け
は
ひ
、
こ
れ
も
な
べ
て
の
人
に
は
す
ぐ
れ
給
へ
る
有
さ
ま
、
わ

 
れ
も
な
み
だ
ぐ
ま
れ
て
、
 
「
な
ど
か
く
ま
め
や
か
に
つ
ら
き
御
こ
＼
ろ
ぞ
」

 
な
ど
、
な
ぐ
さ
め
き
こ
え
給
て

19
@
つ
き
も
せ
ぬ
君
が
な
み
だ
の
つ
も
り
に
て
か
く
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
き
る
身
と
そ

 
 
な
る

〔
原
本
〕
つ
ゆ
も
慰
ま
ず
、
い
と
ね
た
き
に
、
涙
の
な
が
れ
ま
さ
り
て
，

23
@
あ
ま
ご
ろ
も
た
ち
わ
か
れ
な
ん
と
思
ふ
に
も
な
に
人
わ
ろ
く
落
つ
る
涙
ぞ

 
と
宣
ふ
け
は
ひ
な
ど
、
い
と
よ
し
ょ
し
し
く
心
に
く
き
さ
ま
に
、
こ
れ
も
な

 
べ
て
の
人
に
は
似
ず
ま
さ
り
た
る
御
さ
ま
な
れ
ば
、
い
と
心
ぐ
る
し
く
あ
は

 
れ
に
て
、
我
も
涙
ぐ
ま
れ
て
、
「
あ
が
君
や
、
な
ど
か
く
さ
め
や
か
に
つ
ら

 
き
御
心
ぞ
」
と
う
ち
泣
き
て

24
@
か
さ
ね
じ
と
思
ひ
た
つ
と
も
あ
ま
ご
ろ
も
こ
の
世
と
の
み
も
君
を
た
の
む

 
 
か

 
夫
と
妹
と
の
関
係
を
知
っ
た
大
君
の
嘆
き
と
、
こ
れ
を
慰
め
る
夫
の
歌
で
あ

る
。
原
本
の
大
君
は
、
夫
が
優
し
く
慰
め
れ
ば
慰
め
る
ほ
ど
、
ま
し
て
妹
に
は

愛
情
が
深
い
こ
と
だ
ろ
う
と
嫉
妬
を
つ
の
ら
せ
る
。
現
実
の
つ
ら
さ
を
出
家
の

決
意
と
し
て
訴
え
る
2
3
の
歌
に
対
し
、
夫
は
来
世
ま
で
の
契
り
を
約
束
す
る
。

緊
迫
感
の
あ
る
夫
婦
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
村
本
の
大
君
の

④
〔
中
村
本
〕
御
文
に
は

91
@
い
つ
し
か
と
暮
ま
つ
そ
ら
の
な
が
め
に
ぞ
な
が
き
は
る
日
を
思
し
り
ぬ
る

 
北
の
か
た
の
見
た
ま
は
ん
を
は
っ
か
し
く
、
御
心
よ
う
る
し
て
あ
そ
ば
し
た

 
り
。
御
か
へ
り
わ
り
な
く
つ
＼
ま
し
く
し
給
ふ
を
、
す
＼
め
て
か
㌧
せ
た
て

 
ま
つ
り
給
ふ

92
@
か
き
く
ら
す
涙
に
や
が
て
く
れ
ぬ
る
は
な
が
き
春
日
と
お
も
ひ
や
は
す
る

〔
原
本
〕
御
文
に
は

3
6
-
大
井
川
し
づ
心
な
く
な
が
ゐ
、
は
く
れ
ま
つ
程
の
こ
、
う
な
り
け
り

 
北
の
方
の
見
給
は
ん
所
は
つ
か
し
く
、
御
用
意
せ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ど
、
「
こ

 
と
し
も
こ
そ
あ
れ
、
か
た
じ
け
な
く
杣
ひ
く
に
し
も
な
ど
た
と
へ
よ
ら
せ
給

 
ふ
ら
ん
」
と
見
徳
ひ
け
る
。
御
返
は
い
と
わ
り
な
く
つ
つ
ま
し
げ
に
お
ぼ
し

 
た
る
を
、
せ
め
て
書
か
せ
奉
り
給
ふ

37
@
い
か
だ
し
ゃ
い
か
に
と
思
ひ
よ
ら
ぬ
に
も
う
き
て
な
が
る
る
け
さ
の
涙
を

 
女
主
人
公
の
義
理
の
娘
が
尚
侍
と
し
て
出
仕
し
た
。
そ
の
尚
侍
に
対
す
る
帝

の
後
朝
の
歌
と
、
返
歌
で
あ
る
。
原
本
で
は
「
く
れ
ま
つ
」
を
導
く
序
に
趣
向

を
凝
ら
し
、
「
御
用
意
せ
さ
せ
給
」
点
を
示
し
た
反
面
、
そ
の
趣
向
を
北
の
方
．

に
批
判
さ
せ
て
い
る
。
申
村
本
で
は
、
批
判
さ
れ
た
趣
向
及
び
批
判
の
詞
を
除

去
し
、
平
明
な
歌
に
改
め
て
い
る
。
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⑤
〔
中
村
本
〕
御
か
へ
ヶ
は
、
と
の
㌧
き
、
給
て
い
か
に
の
給
は
ん
と
、

は
は
か
な
き
事
も
此
人
の
心
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
し
は
ゴ
か
れ
ど
、

 
い
ま

御
か
へ

中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度



り
き
こ
え
ぎ
ら
ん
も
あ
や
し
か
る
ぺ
け
れ
ば

94
@
露
の
な
さ
け
わ
か
む
ら
さ
き
に
も
ら
さ
ず
は
ゆ
か
り
の
草
も
う
れ
し
か
り

 
 
な
む

〔
原
本
〕
御
返
は
い
と
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
ま
め
や
か
に
過
ぎ
に
し
あ
は
れ
を

 
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
、
聞
え
さ
せ
ざ
ら
む
も
い
と
あ
や
し
か
る
ぺ
け
れ
ば
、
心

 
を
の
べ
て

39
@
も
毛
し
き
を
昔
な
が
ら
に
見
ま
し
か
ば
と
思
ふ
も
か
な
し
し
つ
の
を
だ
ま

 
 
き

 
帝
か
ら
贈
ら
れ
た
文
に
対
す
る
、
女
主
人
公
の
返
歌
で
あ
る
。
原
本
で
は
傍

線
部
の
ご
と
く
、
女
主
人
公
が
配
慮
す
る
の
は
亡
夫
を
し
の
ぶ
帝
の
文
の
内
容

で
み
る
。
帝
の
求
愛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
努
め
て
い
る
女
主
人
公
で
あ
る
が
、
帝

の
文
の
内
容
に
応
じ
て
、
夫
の
存
生
申
を
恋
う
返
歌
を
奉
っ
て
こ
の
場
を
お
さ

．
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
村
本
の
女
主
人
公
の
気
が
か
り
は
、
 
「
と
の
」
つ
ま
り

主
人
公
で
あ
る
。
自
分
を
愛
す
る
二
人
の
男
性
の
双
方
に
配
慮
し
な
が
ら
、
返

歌
を
す
る
と
い
う
状
況
設
定
が
な
さ
れ
た
。
輿
は
、
尚
侍
と
し
て
出
仕
し
た
娘

の
寵
を
願
う
。
母
親
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
示
し
、
帝
の
接
近
か
ら
身
を
か

わ
し
た
も
の
で
、
状
況
設
定
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
で
あ
る
。

 
b
 
歌
の
内
容
の
み
変
え
た
も
の
 
四
首

①
〔
中
村
本
〕

6
 
つ
ゆ
ば
か
り
い
わ
ま
も
り
く
る
山
水
に
な
が
れ
て
す
ま
む
か
げ
は
見
え
じ

 
 
を

〔
原
本
〕

6
 
も
る
か
ら
に
浅
さ
ぞ
見
ゆ
る
な
か
な
か
に
い
は
で
を
や
み
ね
い
は
が
き
の

 
 
，
水

 
主
人
公
か
ら
の
求
婚
に
対
す
る
、
大
君
の
返
歌
で
あ
る
。
原
本
で
は
「
浅
さ

ぞ
見
ゆ
る
」
 
「
い
は
で
を
や
み
ね
」
と
、
拒
絶
を
明
ら
か
に
し
て
い
惹
。
し
か

■
し
、
こ
の
結
婚
は
既
に
決
定
事
項
で
あ
っ
て
、
・
こ
の
贈
答
自
体
形
式
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
大
君
の
拒
絶
も
形
式
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
中
村
本

で
は
「
か
げ
は
見
え
じ
を
」
と
あ
っ
て
、
相
手
の
来
訪
を
期
待
す
る
意
を
含
ん

で
い
る
。
こ
の
積
極
性
は
、
初
め
て
文
を
受
け
取
っ
た
女
性
の
返
事
と
し
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
申
村
本
は
結
婚
と
い
う
結
果
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
大
君
の
心

理
を
無
視
し
、
形
式
的
拒
絶
の
あ
い
ま
い
さ
を
除
い
た
の
で
あ
る
。

②
〔
中
村
本
〕

2122

お
も
ひ
い
で
＼
し
の
ぶ
ま
で
こ
そ
か
た
か
ら
め
な
げ
く
ら
ん
と
は
わ
す
れ

ず
も
が
な

こ
れ
億
さ
は
こ
の
世
の
ほ
か
の
す
み
か
ま
で
商
う
か
る
べ
き
こ
と
の
葉
な

ら
む

〔
原
本
〕

26
@
お
も
ふ
ら
ん
憂
さ
に
も
ま
さ
る
今
と
だ
に
告
げ
で
い
り
に
し
人
の
つ
ら
さ

 
．
は

27
@
あ
ヶ
と
だ
に
き
き
て
し
な
ぞ
と
お
も
ふ
世
を
う
き
に
こ
り
ず
や
人
に
告
ぐ

 
 
べ
き

 
女
主
人
公
が
父
入
道
の
許
に
移
っ
た
後
、
そ
れ
を
知
っ
た
主
人
公
が
贈
っ
た

歌
と
そ
の
返
歌
で
あ
る
。
原
本
の
贈
答
の
回
心
は
A
女
主
人
公
が
転
居
を
告
げ

な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
中
村
本
で
は
、
恋
の
嘆
き
を
訴
え
る
主
人
公
に
対
す
る

女
性
側
の
拒
絶
で
、
恋
愛
の
贈
答
と
し
て
は
型
式
化
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
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③
〔
申
村
本
〕

69
@
こ
と
に
い
で
＼
い
へ
ば
あ
だ
な
り
い
ま
お
も
へ
っ
ら
き
心
の
へ
だ
て
あ
り

 
 
や
と

〔
原
本
（
拾
遺
百
番
歌
合
）
〕

 
 
よ
し
や
き
み
な
が
昏
ち
ぎ
り
は
た
え
せ
じ
を
い
の
ち
の
み
こ
そ
さ
だ
め
が

 
 
た
け
れ

 
原
本
で
は
、
一
品
宮
の
許
に
通
い
始
め
た
主
人
公
が
妻
で
あ
る
大
君
を
慰
め

る
場
面
、
中
村
本
で
は
一
品
宮
と
の
結
婚
は
設
定
さ
れ
ず
、
一
般
的
な
夫
婦
関

係
に
悩
む
大
君
を
慰
め
る
場
面
で
あ
る
。
原
本
の
歌
は
、
 
「
ち
ぎ
り
は
た
え
せ
．

じ
」
と
断
言
す
る
反
面
、
 
「
い
の
ち
の
み
こ
そ
さ
だ
め
が
た
け
れ
」
と
あ
っ

て
、
不
安
を
抱
か
せ
る
。
慰
め
の
歌
と
し
て
最
良
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

中
村
本
で
は
、
数
年
来
夫
婦
と
し
て
過
ご
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
夫
と
し
て

の
誠
実
さ
を
強
調
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
ω
用
語
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
、

 
a
 
一
般
的
で
な
い
語
を
改
め
た
も
の
 
三
首

 
中
村
本
の
歌
に
は
、
難
解
な
語
句
や
特
殊
な
語
句
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

次
に
あ
げ
る
の
は
、
原
本
の
歌
に
使
用
さ
れ
元
三
が
一
般
的
で
な
か
っ
た
り
、

誤
解
を
ま
ね
く
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

①
〔
中
村
本
〕

4
 
あ
ふ
こ
と
の
た
だ
う
た
た
ね
の
夢
な
ら
ば
思
ひ
な
ズ
さ
む
か
た
も
あ
ら
ま

 
 
し

〔
原
本
冒

4
 
し
の
ぶ
れ
ど
お
も
か
げ
山
の
お
も
か
げ
は
わ
が
身
を
さ
ら
ぬ
心
地
の
み
し

中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度

 
 
て

 
「
お
も
か
げ
山
」
は
因
幡
の
歌
枕
で
、
一
般
的
な
語
で
な
い
と
い
っ
て
は
語

弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
歌
は
勅
撰
集
中

に
は
な
く
、
新
編
国
歌
大
観
所
収
の
私
家
集
に
も
み
え
な
い
。
用
例
と
し
て

は
、
応
和
三
年
蟷
宰
相
中
将
伊
罪
君
達
春
秋
歌
合
5
7
番
、
古
今
六
帖
鵬
・
皿
、

夫
木
和
歌
抄
麟
・
翻
・
翻
の
六
首
（
内
、
古
今
六
帖
㎜
と
夫
木
翻
は
聖
歌
）
の

み
で
あ
る
。
古
今
六
帖
の
歌
の
作
者
は
坂
上
郎
女
と
笠
郎
女
、
夫
木
の
歌
の
作

者
は
坂
上
郎
女
、
祐
挙
、
藤
原
為
忠
と
な
・
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
坂
上
郎
女
と

笠
郎
女
は
万
葉
歌
人
で
あ
り
、
藤
原
為
忠
は
俊
成
の
岳
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ

る
。
祐
挙
は
拾
遺
導
入
集
歌
人
の
平
祐
挙
で
あ
ろ
う
か
。
長
保
こ
ろ
の
生
存
が

．確

F
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
 
「
お
も
か
げ
山
」
の
使
阻
例
を
確
認

で
き
る
の
は
、
平
安
時
代
の
末
期
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
が
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
あ
た
り
か
ら
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
た
語
を
、
中
村

本
は
使
用
し
て
い
る
。
鎌
倉
末
か
ら
室
町
に
か
け
て
の
作
と
い
わ
れ
る
中
村
本

に
お
い
て
は
、
前
時
代
の
語
と
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
使
用
例
の
少
な
い

「
お
も
か
げ
山
」
を
避
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

、
②
〔
申
村
本
〕

7
 
山
の
葉
の
ほ
の
か
に
見
え
し
月
か
げ
の
雲
の
う
へ
に
ぞ
め
ぐ
り
あ
ひ
ぬ
る

〔
原
本
〕
，

9
 
石
山
の
み
ね
に
か
く
れ
し
月
か
げ
を
雲
の
よ
そ
に
て
め
ぐ
り
あ
ひ
ぬ
る

 
石
山
で
言
葉
を
か
わ
し
た
但
島
守
の
女
と
宮
中
将
が
、
女
が
中
宮
付
き
の
女

房
と
し
て
出
仕
し
た
た
め
回
申
で
再
会
し
た
場
面
、
宮
申
将
の
歌
で
あ
る
。
中

村
本
は
宮
中
を
意
味
す
る
「
雲
の
う
へ
」
に
改
め
た
の
で
、
些
事
の
再
会
を
表
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現
レ
た
平
明
な
歌
と
悟
っ
た
。
原
本
が
用
じ
た
「
雲
の
ま
そ
」
は
場
所
を
示
す

」
言
葉
で
は
な
く
、
次
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
分
と
は
無
縁
な
も
の
を

意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。

。
 
 
み
ち
の
く
に
の
か
み
の
は
は
ぎ
み
に
い
ひ
は
じ
め
に

 
さ
さ
が
に
の
い
と
す
ち
な
ら
ば
あ
ら
ぬ
み
の
く
も
の
よ
そ
に
は
お
も
ひ
は
な

 
ち
そ
（
重
之
集
塒
）

。
 
‘
こ
ま
ひ
き
の
よ
、
女
の
も
と
に
っ
か
は
す

，
あ
き
ぎ
り
の
た
ち
の
の
こ
ま
は
な
つ
け
ど
も
な
ど
わ
が
つ
ま
の
く
も
の
よ
そ

 
な
る
（
江
帥
集
油
）

 
前
歌
は
「
く
．
も
」
が
「
蜘
蛛
」
と
「
雲
」
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
≒
雲
の

よ
そ
」
に
思
い
は
な
つ
と
は
、
無
関
係
な
も
の
と
割
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

・
あ
ろ
う
。
後
歌
で
は
、
女
性
が
自
分
に
愛
情
を
む
け
て
く
れ
な
い
状
態
を
さ
し

て
い
る
。
原
本
の
場
合
も
こ
れ
ら
と
書
様
、
宮
中
に
出
仕
し
て
し
ま
つ
だ
た
め

に
妻
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
、
自
分
と
の
縁
が
断
だ
れ
た
状
態
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
・
と
ご
ろ
が
、
こ
の
場
面
が
宮
中
で
あ
っ
た
た
め
に
価

「
雲
の
よ
そ
」
で
は
不
都
合
だ
之
い
う
わ
け
で
、
改
め
ら
れ
て
し
ま
つ
だ
。

③
〔
中
村
本
〕

m
 
け
ふ
こ
そ
は
あ
ら
は
れ
ざ
り
し
つ
る
の
こ
の
い
ぶ
せ
か
ら
ず
は
思
な
め
ぬ

 
 
れ
．

・
〔
原
本
〕
、

72
@
と
ぶ
に
こ
そ
か
た
か
ひ
ご
め
の
す
ご
も
り
も
い
ぶ
せ
か
ち
ず
は
思
な
り
ぬ

 
 
れ

 
出
産
し
た
女
主
人
公
に
中
宮
か
ら
贈
ら
れ
た
祝
歌
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。

こ
の
二
首
は
下
句
が
共
通
で
あ
り
、
一
首
の
意
味
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て

よ
い
。
原
本
の
「
か
た
か
ひ
ご
め
」
は
「
片
飼
畜
」
で
、
飼
育
が
十
分
で
な
い

ま
ま
押
し
こ
め
て
お
く
意
と
い
う
。
和
歌
に
「
か
た
か
ひ
ご
め
」
の
例
は
こ
の

一
首
し
か
み
え
な
い
。
 
「
か
た
か
ひ
」
の
例
も
、
次
の
拾
遺
集
の
歌
一
首
の
み
、

で
あ
る
。

鰻
逢
ふ
事
の
か
た
か
ひ
し
た
る
み
ち
の
く
の
こ
ま
ほ
し
く
の
み
思
ほ
ゆ
る
か

一
回

忌
申
村
本
で
は
「
か
た
か
ひ
ご
め
」
を
「
あ
ら
は
れ
ざ
り
し
」
、
と
い
う
、
ご
く

一．

ﾊ
的
な
表
現
に
変
え
て
い
る
。

 
 
b
 
平
安
末
期
こ
ろ
か
ら
歌
語
に
用
い
⑤
れ
た
語
に
改
め
た
も
の
 
・
二
首

・
①
〔
中
村
本
〕

 
E
 
も
ろ
と
も
に
見
ま
く
そ
ほ
し
き
ち
り
を
だ
に
す
へ
じ
と
お
も
ふ
ひ
め
ゆ
り

 
 
 
紹

 
〔
原
本
〕

 
2
0
 
か
た
み
ぞ
と
見
る
た
び
ご
と
に
涙
の
み
か
か
る
や
な
に
の
契
σ
な
り
け
ん

 
 
主
人
公
が
女
主
人
公
に
贈
っ
た
歌
で
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ
、
主
人
公
が
ひ

・
き
と
っ
た
女
子
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
。
原
本
は
「
か
た
み
」
と
表
現
し
た
の

 
に
対
し
、
「
中
村
本
で
は
「
ち
り
を
だ
に
す
へ
じ
と
お
為
ふ
ひ
め
ゆ
か
の
花
」

 
と
、
大
事
に
育
て
て
い
る
意
味
葱
加
え
た
。
こ
の
中
村
本
の
表
現
は
、
古
今
集

 
の
躬
恒
の
歌
を
も
と
に
し
て
い
る
。

 
 
 
 
と
な
σ
よ
ケ
と
こ
な
つ
の
花
を
こ
ひ
に
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、
を
し
み

 
 
 
 
て
こ
の
歌
を
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

‘
1
6
7
ち
り
を
だ
に
す
ゑ
じ
と
そ
思
ふ
さ
き
し
ょ
り
い
も
と
わ
が
ぬ
る
と
こ
夏
の
は
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・
劇

 
中
村
本
が
こ
の
表
現
を
用
い
た
の
は
、
も
う
一
箇
所
あ
る
。

60
@
た
れ
か
あ
だ
に
思
て
は
み
ん
ち
り
を
だ
に
す
へ
じ
と
お
も
ふ
な
で
し
こ
の

 
 
樹

 
こ
の
歌
も
、
1
5
歌
と
同
様
、
女
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
な
で
し
こ
」

が
愛
児
を
指
す
の
は
他
も
多
く
の
例
が
あ
る
が
、
1
5
の
よ
う
に
「
ひ
め
ゆ
り
」

が
用
い
ら
れ
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
1
5
の
場
合
、
な
ぜ
6
0
の
よ
う
に
「
な
で
し

こ
」
と
せ
ず
、
 
「
ひ
め
ゆ
り
」
と
し
た
の
か
。

．
表
⑤
～
⑧
の
ひ
め
ゆ
り
の
項
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
9
用
例
が
時
代
を
下
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
「
散
木
奇
歌
集
」
の
待
遠
頼
が
没
し
た
の
は
、
大
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

四
年
皿
で
あ
っ
た
。
永
久
百
首
は
永
久
四
年
m
、
六
百
番
歌
合
は
建
久
四
年
鵬

で
あ
る
。
勅
撰
集
・
私
家
集
・
定
数
歌
・
歌
合
の
い
ず
れ
か
ら
み
て
も
、
 
「
ひ

め
ゆ
り
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
の
は
平
安
末
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私

撰
集
で
は
、
万
葉
集
一
首
（
4
0
5
）
・
古
今
六
帖
一
首
（
麟
）
・
新
撰
六
帖
二
首
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

（
邸
・
励
）
・
'
夫
木
和
歌
抄
六
首
（
姶
・
B
・
珊
・
獅
・
協
・
彿
）
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
り
の
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
ヨ

万
葉
と
古
今
六
帖
と
嘉
木
㎜
は
坂
上
郎
女
作
の
伺
じ
歌
で
、
こ
れ
だ
け
が
平
安

中
期
以
前
の
「
ひ
め
ゆ
り
」
の
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
万
葉
か
ら
、
平
安

初
申
期
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
末
期
再
び
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
ば

と
い
え
よ
う
。
中
村
本
の
作
者
は
慣
用
句
的
な
「
な
で
し
こ
」
を
1
5
で
は
用
い

ず
、
同
じ
く
植
物
名
で
も
好
ん
で
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
「
ひ
あ
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
へ

り
」
を
用
い
た
。
「
姫
君
」
か
ら
の
連
想
も
働
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
あ

た
め
の
創
作
態
度
は
、
第
一
部
全
体
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
⑩
第
二
部
に
属
す

る
6
0
が
「
な
で
し
こ
」
を
用
い
た
の
は
、
改
作
者
の
和
歌
創
作
意
欲
の
低
下
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
，
改
作
態
度

②
〔
中
村
本
〕

24
@
袖
ぬ
ち
す
夜
半
の
ね
ざ
め
の
む
ら
し
ぐ
れ
う
き
世
の
ほ
か
は
い
か
ゴ
き
く

 
 
ら
ん

 
〔
原
本
〕

29
@
つ
ら
け
れ
ど
思
ひ
や
る
か
な
山
里
の
よ
は
の
し
ぐ
れ
の
音
は
い
か
に
と

 
父
入
道
の
許
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
女
主
人
公
へ
贈
っ
た
、
主
人
公
の
歌
で
あ

る
。
歌
意
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
原
本
「
し
ぐ
れ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を

中
村
本
が
「
む
ら
し
ぐ
れ
」
に
変
え
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
む
ら
し
ぐ

れ
」
も
、
平
安
初
中
期
ま
で
用
例
の
見
え
な
い
語
で
あ
る
。
表
⑤
～
表
⑧
の
む

ら
し
ぐ
れ
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
私
撰
集
に
お
い
て
は
、
月
詣
和
歌
集
三
首

 
（
0
0
2
7
0
ム
8
8
）
、
玄
玉
集
三
首
（
3
6
・
㌫
・
鵬
）
、
新
撰
六
帖
二
首
（
㎜
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
ヒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

鵬
）
、
万
代
集
三
首
（
器
・
 
 
・
 
一
）
、
夫
木
和
歌
抄
十
六
首
（
鵬
・
犯
・
 
3

・
鰯
帆
…
…
・
㎜
・
観
・
㎜
・
・
㎜
・
曲
・
闘
・
謝
・
娚
・
轍
・
姻
・
姻
）
の
計
二

十
七
首
が
み
え
る
。
万
代
㎜
と
草
木
欄
は
同
歌
で
作
者
は
中
務
で
あ
る
。
こ
れ

が
平
安
中
期
歌
人
の
中
務
で
あ
れ
ば
、
平
安
末
か
ら
の
流
行
に
先
だ
つ
唯
一
の

用
例
と
な
る
が
、
こ
の
歌
は
中
務
集
に
は
み
え
な
い
。
 
「
む
ら
し
ぐ
れ
」
と
い

う
語
が
成
立
し
た
時
期
は
断
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
語
が
鎌
倉
時
代
が
始

ま
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
か
ら
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

中
村
本
の
作
者
に
は
既
に
耳
に
な
じ
ん
だ
言
葉
で
あ
っ
、
た
ろ
う
。
原
本
の
表
現

が
古
め
か
し
か
っ
た
か
ら
新
趣
向
に
変
え
た
と
い
う
よ
り
、
同
じ
内
容
を
い
か

一
に
別
の
表
現
で
表
す
か
を
考
え
た
時
に
自
然
に
頭
に
浮
か
ん
だ
と
い
っ
た
方
が
．

近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

平
安
中
期
ま
で
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
語
が
中
村
本
の
歌
に
使
用
さ
れ
た
例
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表
⑤
 
勅
撰
集
中
の
用
例
数

表
⑥
 
私
家
集
申
の
用
例
数

∠
．

憂
苦
 
 
今

途
詞

群
盲
今
遺
實
…
種
種
拾

五
畜
雛
拾
一
後
続
一
断
玉
続
続 千
夜
稚
講
書
葉

 
 
風
 
新
薪
毒
言
薪

ひ
め
ゆ
⊥

に
-

む
ら
し
ぐ
れ
・

工

㎝
歌
房
一
光
一
明
一
語
長
一
方
言
葉
下

査
昏

木
嘱

 
 
 
 
 
 
 
．
山
林

 
 
 
 
 
 
長

散
唯
弓
長
実
…
教
 
 
 
林
．

直
諫
㎜
信
 
玉
二
一
重
富

謎
月
 
 
 
 
 
 

鑑
隆
拾
壬
璽

 
女
㎜
子
一
覚
蓮
井
「
祐
「
好
旧
庵

 
 
 
 
 
略

員
・ 

成
 
 
 
 
 
 
 
 
草

 
俊
式
守
寂
功
隆
兼
葦
続

＝
ひ
め
ゆ
⊥

丁
＝
⊥
⊥
3
⊥
⊥
3
［
2
＝
丑
4
茅
⊥
2

う
き
に
十
一
2
⊥

ま
て
し
ば
⊥

2
エ
2
⊥
2
エ
・
＝
⊥
⊥
3

・
 
エ
・
了
■
2
エ
ー

花
の
春
ヨ
⊥
⊥

2

1

丁
丁

台

む
ら
し
ぐ
れ

・
丁
了
3

⊥
⊥
7
＝
6
・
・
エ
3
±
⊥
・
一
・

．
う
き
に
た
ふ

ま
て
し
ば
し

花
 
の
 
春

圭
 
・

T
＝
-
・

1

1

丁
・
丁
丁

1

丁
工
±

丁
⊥

⊥
3
 
一
4
⊥

±
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表
⑦
 
定
数
歌
中
の
用
例
数

堀
永

為忠
久

正治
l
l

河
久
蔓
初
…
後
保
院
'
治
 
長

 
洞
．
宝

建

元
隻
享
舞
千

弘
嘉
 
 
反
延
永

鱒
蕗

ひ
め
ゆ
⊥
丁

2

工
 
二
＝
⊥
．

む
ら
し
ぐ
⊥
±
3
エ
⊥
3
エ
⊥
5
一
⊥
2
エ
⊥

う
き
に
た
ふ
丁
⊥
エ

コ
⊥

'1

ま
て
し
ば
し
「

春一

?
工

τ
-
丁
」
・

1

1

花
 
の

⊥
⊥

表
⑧
 
歌
合
中
の
用
例
数

・
／
 

住吉嘉応
右大臣安元

治承合
右大臣治承

六百番
慈童合
石清水正治
三百六十番
老若五十首
千五百番

石清水元久
春日元久
妬  合

家六合
石清水寛喜
時代不同

影供建長
百首建長

院六首
光六合
南朝五百番
前摂政嘉吉

ひ
め
ゆ
り

1

む
ら
し
ぐ
れ
＝
3
エ
T
⊥
1
÷
丁
丁
⊥

-
⊥
⊥
±
・

う
き
に
た
ふ

⊥
．
エ

エ
・
＝
⊥

ま
て
し
ば
⊥

了
丁
・

花
 
の
 
春
1

・
丁
丁
⊥

工

〆



を
、
原
本
と
の
対
応
が
可
能
な
歌
か
ら
二
首
あ
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
中

村
本
の
歌
全
体
に
も
と
め
る
と
、
他
に
も
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
代
表
的
な
三

語
を
示
そ
う
。

㈲
う
き
に
た
ふ

39

ｨ
も
ふ
と
も
か
ひ
な
か
る
べ
し
お
ほ
か
た
の
う
き
に
た
べ
た
る
い
の
ち
と
も

 
が
な

44
ｩ
く
て
し
も
よ
を
な
が
ら
へ
じ
さ
の
み
や
は
う
き
に
た
へ
た
る
我
身
な
る
べ

 
き
 
 
，
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴ

鵬
た
れ
か
か
く
思
い
で
て
も
忍
べ
き
う
き
に
た
へ
せ
ぬ
い
の
ち
な
り
せ
ば

蝿
う
れ
し
と
も
思
し
ら
で
や
や
み
な
ま
し
う
き
に
た
へ
た
る
い
の
ち
な
り
せ

 
ばm

思
し
る
お
り
も
あ
り
け
り
い
の
ち
こ
そ
う
き
に
た
へ
て
も
う
れ
し
か
り
け

 
れ

 
五
首
の
申
、
3
9
∴
…
は
「
つ
ら
さ
の
た
め
に
絶
え
て
し
ま
う
命
」
の
意
で

．
コ
愛
き
に
絶
え
た
る
」
で
あ
ろ
う
。
他
の
三
首
は
、
 
「
耐
ふ
」
と
理
解
し
な
け

れ
ば
、
歌
意
が
通
じ
な
い
。
つ
ら
さ
の
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
の
を
「
死
に
そ

う
だ
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
多
い
が
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
結
着
が
つ
く
の
に
そ

れ
す
ら
で
き
な
い
で
悶
々
と
す
る
状
態
、
は
ら
し
よ
う
の
な
い
物
思
い
に
閉
じ

こ
め
ら
れ
生
き
る
状
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
「
，

 
 
ひ
さ
し
く
ま
う
て
こ
ざ
り
け
る
人
の
、
お
と
つ
れ
た
り
け
る
返
事
に
つ
か

 
 
は
し
け
る
 
 
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
 
 
 
 
 
小
式
部

脇
お
も
ひ
い
で
て
た
れ
を
か
人
の
た
つ
ね
ま
し
う
き
に
た
へ
た
る
命
な
ら
ず
は

 
（
千
載
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
成
宗

中
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度

諾
い
ま
は
た
だ
と
は
で
と
し
ふ
る
き
み
よ
り
も
う
き
に
た
へ
た
る
身
を
ぞ
う
ら

 
む
る
（
続
後
言
）

な
ど
、
そ
の
例
で
あ
る
。
表
⑤
～
表
⑧
に
示
し
た
よ
う
に
「
う
き
に
耐
ふ
」
と

い
う
発
想
が
脚
光
を
あ
び
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
こ
ろ
か
ら

で
あ
っ
た
。
中
村
本
の
4
4
・
…
…
・
m
の
三
首
は
、
そ
の
影
響
を
う
け
た
わ
け
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

あ
る
。
し
か
し
、
鵬
の
歌
が
「
う
き
に
耐
へ
せ
ぬ
」
と
打
消
表
現
に
し
て
、
結
，

果
的
に
従
来
の
「
命
が
絶
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
発
想
に
近
く
な
つ
だ
の
は
、

「
う
き
に
耐
へ
た
る
」
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
消
化

し
応
用
す
る
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
3
9
・
期
の
ご
と

く
、
 
「
絶
ゆ
」
の
発
想
も
健
在
で
あ
り
、
中
村
本
の
作
者
は
「
う
き
に
た
ふ
」

と
い
う
同
音
異
義
を
楽
ル
ん
だ
感
が
あ
る
。

㈲
ま
て
し
ば
し

31

ﾜ
て
し
ば
し
い
ま
ゆ
き
て
見
ん
ち
ぐ
さ
お
ふ
る
秋
く
れ
が
た
の
庭
の
し
も
が

 
れ
 
 
 
 
 
 
 
，

 
歌
語
と
し
て
は
き
わ
め
て
特
殊
な
感
じ
が
す
る
が
、
使
用
例
は
表
⑤
～
表
⑧

に
示
し
た
よ
う
に
か
な
り
み
ら
れ
る
。
平
安
末
か
ら
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。

㈹
花
の
春

81

v
ひ
や
れ
ぬ
し
な
き
や
ど
の
庭
は
あ
れ
て
花
の
春
と
も
し
ら
れ
ざ
り
け
り

 
「
花
の
春
」
と
は
、
花
が
美
し
く
咲
く
春
の
意
で
あ
ろ
う
。

網
花
の
は
る
紅
葉
の
秋
に
あ
ら
ぬ
ま
も
た
だ
に
は
見
え
ぬ
こ
の
も
と
そ
こ
れ

 
（
長
秋
詠
藻
）

既
こ
と
し
ば
か
り
を
し
き
命
の
ゆ
ゑ
や
な
に
花
の
春
よ
り
秋
の
月
ま
で
（
拾
玉

（ 119 ）



∩

 
集
）

の
よ
う
に
、
秋
に
対
比
さ
せ
た
意
識
の
語
で
あ
る
。

し
た
ご
と
く
、
平
安
末
か
ら
用
い
ら
れ
た
。

こ
れ
も
表
⑤
～
表
⑧
に
示

 
以
上
、
対
応
歌
か
ら
二
列
と
そ
れ
以
外
の
申
村
本
の
歌
か
ら
三
例
、
計
五
例

を
あ
げ
た
。
こ
の
他
に
も
用
例
数
の
時
代
的
変
化
等
か
ら
、
時
代
の
流
行
を
反

映
し
て
い
る
可
能
性
を
も
つ
語
も
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
の
個
性
に
も
関
ね
る

部
分
が
大
き
い
と
考
え
て
、
こ
の
項
に
は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。

 
緋
 
①
・
ω
に
該
当
し
な
い
も
の
 
二
十
二
首

 
改
変
の
理
由
が
不
明
な
も
の
及
び
断
定
す
る
根
拠
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
っ

原
本
の
歌
の
ま
ま
で
も
全
く
不
都
合
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
場
合
で
も
、
改
作

し
て
い
る
点
が
目
立
つ
。
ま
た
、
改
作
歌
は
原
本
の
歌
の
句
或
は
語
を
用
い
た

場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
圖
に
属
す
る
二
十
二
首
の
う
ち
、
原
本
の
語
を
全

く
用
い
な
い
の
は
、
次
の
二
首
の
み
で
あ
る
。

 
〔
中
村
本
〕

55
@
か
れ
は
て
ぬ
い
か
ゴ
は
す
べ
き
を
の
つ
か
ら
露
の
な
さ
け
を
か
け
し
こ
と

 
 
の
葉
．

56
@
人
は
さ
は
露
ば
か
り
を
ぞ
な
げ
き
け
る
身
も
う
き
ぬ
べ
き
袖
を
見
せ
ば
や

 
〔
拾
遺
百
番
歌
合
〕

 
 
限
と
て
思
ひ
絶
に
し
世
中
に
涙
し
も
な
ど
つ
き
せ
ざ
る
ら
ん

 
 
君
は
さ
は
限
り
と
思
ひ
絶
え
ぬ
な
り
ひ
と
り
や
物
を
思
ひ
過
さ
む

 
大
将
の
妻
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
女
主
人
公
へ
主
人
公
が
贈
っ
た
歌
と
、

そ
の
返
歌
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
も
こ
れ
ま
で
と
思
い
つ
つ
あ
き
ら
め
き
れ
な

い
主
人
公
と
、
私
の
方
こ
そ
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
女
主
人
公
、
設
定
・

歌
意
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
表
現
の
み
変
え
て
い
る
。
歌

合
「
限
と
て
」
の
表
現
は
、
中
村
本
1
8
「
こ
こ
ろ
に
は
う
き
身
な
れ
ば
と
な
ぐ

さ
む
に
こ
と
は
り
し
ら
ぬ
涙
な
り
け
急
で
既
に
用
い
た
の
で
、
類
似
を
避
け

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

．
．
原
本
の
歌
の
強
い
影
響
が
明
ら
か
な
歌
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
改
作
が
行

な
わ
れ
た
か
に
関
し
て
述
べ
て
み
た
い
。
原
本
の
歌
の
影
響
が
最
も
明
ら
か
な

の
は
、
共
通
句
を
有
す
る
歌
で
あ
る
。
一
で
述
べ
た
ご
と
く
、
原
本
と
共
通
句

を
有
す
る
歌
は
十
二
首
、
こ
の
う
ち
同
一
歌
一
首
を
除
い
た
十
一
首
が
改
変
さ

れ
て
い
る
。
7
・
m
の
二
首
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
残
る
九
首
を
、
原
本

の
歌
と
な
ら
べ
て
あ
げ
る
。

①
「
〔
中
村
本
〕

84
@
か
ぎ
り
と
て
い
の
ち
を
か
け
し
山
ざ
と
の
よ
億
の
わ
か
れ
に
に
た
る
空
か

 
 
な

 
〔
拾
遺
百
番
歌
合
〕

 
 
か
ぎ
り
と
て
い
の
ち
を
す
て
し
や
ま
ざ
と
の
よ
は
の
わ
か
れ
に
に
た
る
そ

 
 
ら
か
な

②
〔
中
村
本
〕

98
@
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
物
を
思
け
ん
え
も
い
ひ
し
ら
ぬ
き
の
ふ
け
ふ
か
な

 
〔
原
本
〕
，
．

50
@
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
も
の
を
思
ひ
け
ん
え
も
言
ひ
し
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す

 
 
湘

③
〔
中
村
本
〕

70
@
た
え
ぬ
べ
き
契
に
か
へ
て
を
し
か
ら
ぬ
い
の
ち
を
け
ふ
に
か
ぎ
ら
ま
し
か

（ 120 ）



 
 
ば

 
〔
拾
遺
百
番
歌
合
〕
 
（
無
名
草
子
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
か
）

 
 
た
え
ぬ
べ
き
ち
ぎ
り
に
そ
へ
て
を
し
か
ら
ぬ
い
の
ち
を
け
ふ
に
か
ぎ
り
て

 
 
し
が
な

④
〔
中
村
本
〕

95
@
く
も
の
う
へ
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
な
れ
は
こ
＼
ろ
の
や
み
の
は
れ
ん
物

 
 
矧

 
〔
原
本
〕
 
 
・

42
@
雲
の
う
へ
に
す
み
は
つ
ま
じ
き
月
を
見
て
心
の
そ
ら
に
な
り
い
つ
る
か
な

⑤
〔
申
村
本
〕

珈
 
わ
す
ら
る
．
＼
時
だ
に
あ
ら
ば
な
に
か
か
く
つ
ら
き
心
を
う
ら
み
し
も
せ
ん

 
〔
原
本
〕

70
@
忘
ら
蚤
る
特
だ
に
あ
ら
ば
な
に
さ
ら
に
つ
ら
き
を
せ
め
て
恨
み
ざ
ら
ま
し

⑥
〔
中
村
本
〕

5
 
寒
し
れ
ず
い
わ
が
き
こ
ふ
る
山
水
の
つ
㌧
み
あ
ま
り
て
も
ら
し
つ
る
か
な

 
〔
原
本
〕

5
 
思
ひ
あ
り
と
え
も
い
は
が
き
の
如
水
に
つ
つ
み
が
ね
て
も
も
ら
し
つ
る
か

 
 
な

⑦
〔
申
村
本
〕

13
@
た
ち
よ
れ
ど
あ
ら
い
そ
な
み
の
を
の
れ
の
み
く
だ
け
て
か
へ
り
物
を
こ
そ

 
 
お
も
へ

 
〔
原
本
〕

15
@
た
ち
よ
れ
ば
斯
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
も
の
ぞ
か
な
し
か
り
け

 
 
剤

申
村
本
夜
寝
覚
物
語
に
お
け
る
歌
の
改
作
態
度
」

⑧
〔
中
村
本
〕

23
@
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
な
り
ゆ
く
世
な
れ
ど
も
月
ば
か
り
こ
そ
む
か
し
な
り

 
 
判

 
 
〔
原
本
〕

28
@
あ
り
ル
に
も
あ
ら
ず
う
き
世
に
す
む
月
の
か
げ
こ
そ
見
し
に
か
は
ら
ざ
り

 
 
劉

⑨
〔
中
村
本
〕

m
 
す
ご
も
り
忙
い
ぶ
せ
く
き
㌧
し
つ
る
の
こ
の
よ
う
つ
よ
か
ね
て
あ
ら
は
れ

 
 
に
け
剰

 
〔
原
本
〕

71
@
す
ご
も
り
て
い
ぶ
せ
く
き
き
し
ま
な
づ
る
の
こ
は
よ
う
つ
世
も
あ
ら
は
れ

 
，
ぬ
ら
ん

 
一
見
し
て
気
づ
く
の
は
、
歌
意
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ

ぼ
同
じ
状
況
に
置
か
れ
た
歌
で
あ
る
か
ら
内
容
が
似
通
っ
た
も
の
に
な
る
の
は

・
や
む
を
え
な
い
点
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
原
本
の
歌
を
そ
の
．

ま
ま
用
い
な
か
っ
た
の
か
。
九
首
の
改
変
部
分
に
つ
い
て
、
原
歌
の
表
現
が
鎌

倉
期
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
は
な
い
。
原
本
の
歌
に
欠
陥
が
あ
る
と
も

思
わ
れ
な
い
じ
用
語
・
内
容
共
、
改
変
の
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

 
共
通
句
を
有
す
る
歌
に
お
い
て
、
な
ぜ
他
の
部
分
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
。
私
は
、
中
村
本
の
作
者
が
原
本
の
歌
の
流
用
を
忌
避
し
た
た
め
だ

と
考
え
る
。
①
・
②
・
③
の
改
変
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
原

歌
の
使
用
を
妨
げ
る
何
も
の
か
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
改
変
を
企
て
る
で

あ
ろ
う
か
。
歌
の
創
作
の
割
合
が
高
い
第
一
部
に
同
「
歌
が
一
首
の
み
存
在

し
、
原
本
の
歌
の
直
接
的
影
響
が
明
ら
か
な
第
二
部
・
第
三
部
に
原
本
の
歌
の

（ 121）



流
用
忌
避
が
み
ら
れ
る
。
改
作
本
製
作
に
お
い
て
、

事
が
存
在
し
た
た
め
に
お
こ
っ
た
現
象
で
あ
ろ
う
。

和
歌
改
作
に
関
す
る
約
束

歌
を
創
作
す
る
意
識
は
全
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
類
似
表
現
や
内
容
の

平
明
さ
は
作
者
の
技
禰
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
反
映
と

し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
ま
と
め

ノ

 
原
本
と
中
村
本
と
が
対
応
す
る
四
十
首
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
を
ま
と
め

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
1
本
文
の
改
作
が
省
略
↓
改
変
と
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
歌
の
創
作
意
欲
に
減

 
 
退
が
み
ら
れ
る
。

 
2
改
作
は
、
内
容
や
用
語
の
点
か
ら
必
要
で
あ
っ
た
も
の
．
積
極
的
な
内
容

 
 
改
変
・
改
作
時
点
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
表
現
を
使
用
し
た

 
 
も
の
の
三
種
が
確
認
で
き
る
。

 
3
改
作
理
由
が
断
定
で
き
な
い
歌
に
は
、
原
本
の
歌
を
流
用
す
る
こ
と
を
忌

 
 
避
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

 
4
物
語
の
改
作
に
あ
た
り
、
原
本
の
歌
の
流
用
に
制
約
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

 
 
る
。
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中
村
本
の
歌
全
体
に
わ
た
っ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
類
似
し
た
発
想
や

表
現
が
く
り
返
し
用
い
ら
れ
、
平
明
な
歌
が
多
い
。
技
巧
を
凝
ら
し
た
歌
は
あ

ま
り
な
い
け
れ
ど
も
、
掛
詞
や
縁
語
な
ど
原
本
の
歌
に
な
い
場
合
で
も
用
い
た

例
が
あ
り
、
一
概
に
原
本
の
歌
の
技
巧
に
劣
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
原
本
の
歌
と
対
比
で
き
た
の
は
中
村
本
の
歌
の
約
％
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
軽

率
に
結
論
を
だ
す
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
村
本
の
作
者

が
、
全
体
の
改
作
作
業
の
流
れ
の
中
で
、
本
文
と
の
関
わ
り
に
配
慮
し
た
改
変

を
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
本
文
か
ら
独
立
し
た
作
品
と
な
る
よ
う
な
和


