
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
…
機
能
に
つ
い
て

会
話
性
と
交
芸
性

武

原

弘

一
 
ま
え
が
き

 
「
源
氏
物
語
」
の
中
に
は
、
合
計
七
九
四
首
も
の
和
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
加
え
て
地
の
文
の
中
の
引
歌
を
も
考
え
る
と
き
、
 
「
源
氏
物
無
」

が
、
い
か
に
深
に
切
に
、
和
歌
の
世
界
と
交
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
ハ

驚
く
ば
か
与
7
、
・
あ
る
。
物
語
の
中
に
和
歌
が
挿
入
さ
れ
る
女
学
形
態
が
、
な
に

も
「
源
氏
物
語
」
に
だ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
無
論
の
こ
と
だ
が
、
 
「
源
氏

物
語
」
の
ぼ
あ
い
に
は
、
散
文
形
式
と
し
て
の
物
語
と
、
韻
交
形
式
と
し
て
の

和
歌
と
が
、
ま
れ
に
み
る
密
接
不
離
の
関
係
を
も
っ
て
融
合
し
、
こ
の
作
品

の
、
独
特
な
美
と
交
体
と
を
形
成
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
つ

と
に
言
わ
れ
て
ぎ
・
、
た
こ
と
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
散
文
乏
和
歌
と
は
、
文
学
表
現
の
形
式
の
上
か
ら
み
て
、
本

来
、
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の

形
式
が
、
密
接
不
離
の
融
合
を
達
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
門
源
氏
物

語
」
の
一
つ
の
謎
で
あ
る
。
概
括
的
に
、
そ
の
文
体
の
美
し
さ
を
指
摘
す
る
だ

け
で
は
、
．
謎
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
解
決
さ
れ
な
い
。
特
に
、
「
源
氏
物
語
」

は
、
あ
く
ま
で
、
散
文
で
書
か
れ
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
性
格
を
保
持

し
て
い
る
以
上
、
そ
の
中
に
融
合
し
た
と
い
わ
れ
る
和
歌
は
、
い
っ
た
い
何
で

あ
る
の
か
、
と
閥
い
た
く
な
る
。

 
こ
の
問
題
と
と
り
組
む
た
め
に
は
、
．
一
方
で
、
文
芸
様
式
論
の
立
場
か
ら
の

考
察
を
は
じ
め
、
文
学
の
背
景
と
し
て
の
時
代
社
会
に
つ
い
て
の
考
察
な
ど
、

い
わ
ば
、
巨
視
の
立
場
で
の
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
他
の
一
方
で
、
 
「
源
氏
物

語
」
の
内
部
に
入
っ
て
の
、
文
体
論
的
立
場
や
和
歌
解
釈
の
立
場
な
ど
、
い
わ

ば
難
視
の
立
場
か
ら
の
研
究
を
必
要
と
し
、
複
雑
な
出
題
を
解
決
し
て
ゆ
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
私
は
、
い
ま
、
巨
視
的
な
立
場
を
も
考
慮
し
な
が
ら
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
内

部
に
よ
り
深
く
入
っ
て
、
そ
こ
で
の
引
歌
の
性
格
を
分
析
し
、
そ
の
機
能
を
検

証
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
ケ
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
未
熟
な
考
察
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
か
ら
、
私
の
意
図
が
ど
の
程
度
達
成
で
き
る
か
は
、
お
ぼ
つ
か
な
い
。

 
以
下
、
私
の
い
さ
さ
か
な
る
考
察
で
あ
る
。

二
 
問
題
の
設
定

 
韻
交
と
し
て
の
和
歌
は
、
拝
情
表
現
を
本
質
と
し
て
お
り
、
散
文
と
し
て
の

物
語
は
、
叙
事
表
現
を
本
質
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
認
め

「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て

、

（2！）



ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
「
源
氏
物
語
」
に
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
拝
情
の
世

界
が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
最
も
大
き
な
特
質
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の

こ
と
と
、
和
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
関
係
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
、
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
源
氏
物
語
」
に
と
っ
て
、
和
歌
は
、
い
っ

た
い
何
な
の
か
。
そ
こ
で
は
、
和
歌
は
散
文
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
、
自
律
性
を
主
張
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
私
が
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
、
 
「
源
氏
物
語
」
研
究
の
上
で
の
重
要
な
課
題

と
し
て
意
識
し
た
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
時
枝
誠
記
氏
の
論
交
に
接
し
て
か
ら

で
、
ま
た
、
時
枝
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
た
益
田
氏
の
論
文
を
読
ん
で
、
い
っ
そ

う
こ
の
こ
と
が
私
に
と
っ
て
問
題
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
私
は
、
古

く
か
ら
一
般
的
に
説
か
れ
て
き
た
「
源
氏
物
語
」
論
、
例
え
ば
土
居
光
知
氏

〈
註
①
〉
や
岡
崎
義
恵
氏
く
註
②
V
や
近
藤
忠
義
氏
く
註
③
V
な
ど
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
、
 
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
拝
情
的
世
界
と
和
歌
と
を
直
結
す
る
考

え
方
を
、
無
批
判
的
に
受
け
と
め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
時
枝
氏
や
益
田
氏

の
見
解
は
、
細
部
に
お
い
て
は
論
点
や
主
張
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
異
を
み
と
め

る
と
し
て
も
、
結
論
的
に
は
、
い
ず
れ
も
、
 
「
源
氏
物
語
」
中
の
和
歌
の
機
能

を
、
督
情
詩
的
世
界
の
形
成
と
は
無
関
係
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
抑
歌
は
、
 
「
古
今
集
」
和
歌
が
達
成
し
た
理

知
性
を
経
過
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
、
 
「
源
氏
物
語
」
そ
の
も
の
が
、

「
伊
勢
物
語
」
に
達
成
さ
れ
た
歌
物
語
の
手
法
の
流
れ
を
受
け
つ
い
だ
と
こ
ろ

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
諸
事
情
を
考
慮
に
お
い
た
上
の
こ

と
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
和
歌
に
は
和
歌
の
世
界
が
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、

「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
お
．
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
変
ら
な
い
は
ず
で
、
事

実
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
石
川
徹
氏
の
「
平
安
朝
に
於
け
る
物
語
と

和
歌
之
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
」
〈
註
④
V
、
松
田
武
夫
氏
の
「
和
歌
と
物
語

と
の
交
渉
」
〈
註
⑤
〉
、
 
「
源
氏
物
語
の
評
論
的
側
面
一
歌
論
1
」
〈
註
．

⑥
V
な
ど
の
論
文
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
接
近
が
試
み

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

 
問
題
の
焦
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
も
う
少
し
時
枝
氏
や
益
田
氏
の
見
解

を
引
き
合
わ
せ
て
み
よ
う
。

 
時
枝
氏
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
 
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る

和
歌
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
反
歌
、
奥
の
細
道
に
お
け
る
俳
句
な
ど
と
ち
が
っ

て
、
登
場
・
人
物
の
言
葉
で
あ
り
、
近
代
小
説
に
お
け
る
会
話
の
部
分
に
あ
た
る

も
の
で
あ
る
。
和
歌
の
こ
の
よ
う
な
会
話
性
は
、
和
歌
が
芸
術
的
贋
判
の
対
象

と
な
る
前
に
、
生
活
の
手
段
と
し
て
の
実
用
性
を
多
．
分
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
、
結
局
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
と
、
日
常
会
話
の
言
語
と
の
間
に
、

本
質
的
な
差
異
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
〈
註
⑦
V

 
右
の
要
約
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
「
源
氏
物
語
」
中
の
和
歌
に
文
芸
性
を
み

と
め
な
い
で
、
日
常
会
話
性
を
み
と
め
る
と
い
う
見
解
は
、
 
「
源
氏
物
語
」
の

和
歌
が
殆
ん
ど
贈
答
歌
ば
か
り
で
あ
る
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
「
贈
答
歌
」
の
基
本
的
性
格
を
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て
、
益
田
氏
の
見

解
が
「
和
歌
と
生
活
i
i
源
氏
物
語
の
内
部
か
ら
-
I
」
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

た
。
〈
註
⑧
V
益
田
氏
の
所
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
和
歌

そ
の
も
の
は
本
来
、
［
口
車
生
活
の
こ
と
ば
と
は
次
元
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
贈
答
歌
と
い
う
形
式
の
習
慣
化
に
よ
っ
て
、
日
常
の
こ

と
ば
と
し
て
の
性
格
を
も
、
同
時
に
併
合
し
て
い
っ
た
。
歌
が
会
話
性
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
時
枝
氏
の
指
摘
か
ら
、
歌
が
、
日
常
性
を
持
つ
こ
之
に
も
な
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'

り
、
 
「
歌
で
会
話
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
叙
情
性
が
生
じ
る
、
と
い
う
ふ
う

に
は
な
ら
な
く
し
て
、
逆
に
歌
の
骨
格
に
口
常
性
！
1
散
文
性
が
喰
い
こ
ん
で

く
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
」
こ
う
し
て
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
世

界
は
、
つ
い
に
、
詩
の
世
界
で
あ
り
え
な
か
っ
た
。
作
晶
に
あ
る
独
詠
に
お
い

て
も
、
そ
の
歌
は
贈
答
歌
と
本
質
的
に
別
の
も
の
で
あ
り
え
て
お
ら
ず
、
「
源

氏
物
語
」
の
和
歌
は
、
徹
頭
徹
尾
、
日
常
的
世
界
 
 
そ
れ
は
散
文
の
世
界
だ

が
 
 
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
、
き
わ
め
て
簡
単
だ
が
、
時
枝
氏
と
益
田
氏
の
見
解
を
要
約
し
た
。
．
要

す
る
に
、
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
は
、
そ
の
本
来
の
機
能
と
し
て
の
督
情
性
、

芸
術
性
を
持
っ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
散
文
砂
機
能
に
近
い
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
八
註
⑨
V

 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
野
情
的
側
面
を
み
と
め
よ
う
と
す

る
見
解
と
、
そ
の
会
話
性
、
散
文
性
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と

を
、
私
は
、
も
と
よ
り
、
論
争
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

事
実
、
前
述
の
諸
氏
の
見
解
は
、
論
争
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
研
究
上
の
立
場
の
相
異
も
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て
、
旧

情
的
芸
術
的
世
界
の
創
造
に
参
与
し
た
も
の
と
し
て
解
す
る
か
、
故
親
的
会
話

的
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
し
て
解
す
る
か
、
と
い
う
相
異
が
あ
る
以
上
、
「
こ

の
問
題
は
、
 
「
源
氏
物
語
」
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
そ
れ
を
鑑
賞
す

る
者
に
と
っ
て
も
、
決
し
て
軽
々
し
い
．
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。

三
 
平
安
朝
に
お
け
る
和
歌

紀
貰
之
は
、
吉
今
集
の
仮
名
序
に
お
い
て
、
」
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
、

「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て

あ
め
つ
ち
を
う
こ
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
魁
神
を
も
、
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
を

と
こ
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
も
ω
の
ふ
の
こ
こ
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ

む
る
は
歌
な
り
。
」
と
言
っ
た
。
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て
、
平
安
朝
の
代
表
的

算
入
貴
之
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
が
、
仮
名
序
全
体
を
通
し
て
、
か
な
り
は
っ

・
・
ぐ
り
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
こ
の
序
文
の
理
念
が
、
平
安
朝
一
般
の
和

歌
の
あ
め
方
と
理
念
を
代
表
し
て
い
る
と
み
て
も
、
ほ
ぼ
あ
や
ま
り
は
な
い
。

貴
之
は
、
和
歌
の
機
能
を
、
ま
ず
「
あ
は
れ
」
の
表
現
と
い
う
点
に
求
め
て
い

る
と
考
え
ら
酒
、
同
序
の
他
の
所
に
も
、
「
花
を
め
で
、
と
り
を
う
ら
や
み
、

か
す
み
を
あ
は
れ
び
、
つ
ゆ
を
か
な
し
ぶ
・
い
、
こ
と
ば
お
ほ
く
、
さ
ま
ざ
ま
に

な
り
に
け
る
。
」
と
も
言
い
、
 
「
春
の
あ
し
た
に
、
花
の
ち
る
を
み
、
秋
の
夕

ぐ
れ
に
、
こ
の
葉
の
お
つ
る
を
き
き
、
あ
る
は
、
と
し
ご
と
に
か
が
み
の
か
げ

に
み
ゆ
る
、
雪
と
な
み
と
を
な
げ
き
…
…
…
」
と
、
四
季
折
々
の
哀
感
切
々
た

る
感
情
を
叙
し
た
あ
と
「
歌
に
の
み
ぞ
、
心
を
な
ぐ
さ
め
け
る
。
」
と
結
ん

で
い
る
が
、
こ
う
い
う
観
照
的
で
拝
情
的
な
和
歌
も
、
損
之
の
嘆
く
よ
う
に

「
い
ろ
ご
の
み
の
い
へ
に
、
む
も
れ
木
の
、
漏
し
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
て
、
ま

め
な
る
所
に
は
、
花
す
す
き
、
ほ
に
い
だ
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
な
り
に
た

り
。
」
と
い
う
状
態
だ
つ
た
。
貫
之
は
、
こ
う
い
う
状
態
に
あ
る
和
歌
を
、
な

ん
と
か
「
ま
め
な
る
所
」
 
（
公
衆
の
場
）
、
に
の
ぼ
せ
て
い
こ
う
い
う
意
気
の
も

と
に
、
．
［
占
今
歌
集
」
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
和
歌
が
、
相
聞
の
贈
答
歌
と
し
て
生
命
を
保
っ
て
い
た

こ
と
と
、
そ
れ
を
貰
之
が
公
け
の
文
学
の
地
位
に
ひ
き
あ
げ
よ
う
と
し
て
古
今

集
を
編
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
和
歌
の
性
格
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
決
定

づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
、
窪
田
敏
夫
氏
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を

下
し
た
。
「
相
聞
歌
の
場
合
は
、
詩
と
し
て
の
意
欲
を
作
家
が
主
体
と
す
る
よ

（23）



り
も
、
む
し
ろ
、
詩
は
手
段
で
あ
っ
て
、
自
己
の
情
意
を
相
手
に
語
り
か
け

る
、
理
解
せ
し
め
る
の
が
、
主
目
的
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
 
「
貫
之

が
、
仮
名
序
に
お
い
て
、
和
歌
を
『
ま
め
な
る
所
」
へ
出
そ
う
と
念
願
し
た
こ

と
'
は
、
感
情
の
激
越
や
、
奔
放
を
い
ま
し
め
て
、
多
数
者
の
調
和
の
上
に
そ
の

拝
情
を
あ
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
 
「
古
今
集
は
詩
の
要
素
を
す
て
て
、
散
．

文
的
傾
向
を
多
く
も
っ
て
来
、
」
 
「
古
今
集
の
文
学
は
、
詩
を
求
め
る
と
こ
ろ

に
そ
の
短
歌
を
形
成
さ
せ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
三
十
音
の
形
式
と
そ
の

韻
律
を
手
段
と
し
て
、
散
文
的
な
表
現
を
ね
ら
っ
て
、
語
り
か
け
る
交
学
、
あ

る
い
は
叙
事
的
な
文
学
と
し
て
あ
ら
し
め
る
意
図
を
持
っ
た
。
」
〈
註
⑲
V

 
あ
え
て
長
い
引
川
を
施
し
た
の
は
、
い
ま
の
私
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
、
窪

田
氏
は
有
力
な
手
が
か
り
を
示
唆
し
て
下
さ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
指
摘
さ
れ
た

と
お
り
、
古
今
集
の
歌
に
は
、
詞
書
の
長
い
も
の
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
歌
い
方

に
つ
じ
て
も
、
 
「
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
」
詠
む
と
い
う
貫
之
の
歌
論

め
と
お
り
の
比
喩
、
晴
示
の
方
法
が
み
ら
れ
、
理
知
的
な
性
格
を
強
く
し
て
い

る
点
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
こ
に
は
、
野
情
詩
の
世
界
と
は
む
し
ろ
か
け

離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
散
文
精
神
が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と

が
、
肯
け
る
の
で
あ
る
。

 
「
古
今
集
は
源
氏
物
語
に
流
れ
こ
み
、
新
古
今
集
は
源
氏
物
語
か
ら
流
れ
出

て
い
る
」
 
（
古
典
文
学
大
系
「
古
今
和
歌
集
」
解
説
）
の
で
あ
れ
ば
、
右
に
み

た
古
今
集
の
歌
σ
性
格
は
、
源
氏
物
語
の
和
歌
の
性
格
で
も
あ
る
は
ず
で
あ

り
、
事
実
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
は
、
概
し
て
相
聞
歌
で
あ
り
、
贈
答
歌
な

の
で
あ
「
る
。
た
だ
、
窪
田
氏
は
、
貫
之
が
仮
名
序
で
述
べ
た
こ
と
の
う
ち
、
和

歌
の
観
照
的
側
面
、
浮
情
的
側
面
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
論
及
し
て
お
ら
れ
な

い
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
集
の
歌
人
た
ち
が
、
そ
の
詠
歌
に
お

い
て
、
わ
き
あ
が
る
情
感
を
理
知
と
い
う
濾
過
を
通
し
て
歌
体
に
お
さ
め
た
こ

と
も
、
ま
た
、
こ
れ
を
、
恋
情
の
交
換
の
た
め
に
手
段
と
し
て
用
い
た
こ
と

も
、
十
分
納
得
の
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
歌
が
相
聞
の
世
界
で
最

も
生
き
生
き
と
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
か
つ
ま

た
、
古
今
集
の
中
に
は
、
贈
答
歌
で
な
い
歌
一
1
集
中
、
数
多
い
四
季
歌
な
ど

．
が
そ
の
例
に
あ
た
る
と
思
う
が
一
も
、
た
く
さ
ん
見
う
け
ら
れ
る
の
が
気

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
自
然
観
照
の
歌
に
は
、
古
今
集
時
代
の
和
歌

が
、
最
も
将
情
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
現
わ
れ
が
、
見
て
取

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
和
歌
の
文
芸
性
を
意
味
し
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
安
朝
に
お
い
て
、
和
歌
は
、
文
芸
で
あ
っ
た

か
、
実
用
語
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
古
今
集
の
達
成
が
あ
れ
ば
こ
そ
、

ま
す
ま
す
困
難
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
 
＝
刀
、
平
安
朝
に
お
い
て
和
歌
と
物
語
と
の
交
渉
が
著
レ
く
発
展
し
て
き
た

こ
と
も
、
こ
こ
で
重
要
な
研
究
テ
3
マ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
石
川
氏
や

松
田
氏
の
論
文
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
た
く
さ
ん
の
示
唆
を
提
供
し
て

く
る
。
詳
細
な
引
照
は
省
く
が
、
要
点
を
こ
こ
に
紹
介
し
、
．
「
源
氏
物
語
」
が

立
っ
て
い
る
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

 
 
一
般
的
に
、
和
歌
の
詞
書
が
長
く
な
っ
て
く
る
傾
向
か
ら
歌
物
語
と
い
う
文

学
形
態
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
．
こ
の
問
題
に

 
つ
い
て
、
平
安
朝
の
物
語
文
学
作
品
の
側
か
ら
考
察
を
進
め
ら
れ
た
の
が
石
川

．
徹
氏
の
所
論
で
あ
る
。
石
川
氏
は
、
物
語
の
巻
名
が
、
和
歌
に
関
係
が
あ
る
か

な
い
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
宇
律
保
物
語
や
落
窪
物
語
、
次
に
源
氏
物
語
、

そ
し
て
栄
華
物
語
な
ど
を
比
較
検
討
さ
れ
、
宇
津
保
物
語
、
落
窪
物
語
の
巻
名

は
和
歌
に
無
関
係
で
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
和
歌
も
、
混
在
し
て
い
る
だ
け
で
、
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、

融
合
し
て
い
な
い
こ
と
、
栄
華
物
語
で
は
逆
に
、
旧
名
も
和
歌
酎
な
も
の
が
多

く
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
和
歌
も
、
散
文
と
渾
然
た
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
か

め
ら
れ
、
こ
の
両
者
を
結
ぶ
中
間
的
存
在
と
し
て
、
源
氏
物
語
を
位
置
づ
け
ら

れ
、
．
「
源
氏
物
語
」
中
、
特
に
短
篇
小
説
的
な
巻
に
お
い
て
は
、
巻
名
は
和
歌

に
関
係
を
も
つ
も
の
ば
か
り
で
、
単
に
巻
名
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
構
想

自
体
が
和
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

 
松
田
氏
は
、
い
っ
そ
う
作
品
内
部
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
の
申
に
歌
が

詠
ま
れ
て
い
る
と
き
の
「
場
」
を
分
析
さ
れ
、
竹
取
物
語
の
ば
あ
い
と
狭
衣
物

語
の
ば
あ
い
と
を
比
較
さ
れ
た
。
竹
取
物
語
の
中
の
和
歌
の
利
用
の
し
方
は
、

き
わ
め
て
素
朴
で
、
物
の
贈
答
に
付
せ
ら
れ
る
ば
あ
い
、
単
に
相
互
の
意
志
の

伝
達
手
段
と
し
て
用
い
る
ば
あ
い
、
手
紙
文
の
中
に
挿
入
す
る
ば
あ
い
、
な

ど
、
概
し
て
別
日
常
生
活
的
な
場
で
和
歌
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、
狭
衣
物

語
の
中
の
和
歌
は
、
登
場
人
物
の
心
理
描
写
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
（
作
者
が

文
芸
的
な
表
現
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
）
、
前
の
地
の
文
を
和
歌
で
圧
縮
し
て

表
現
し
た
り
し
て
、
き
わ
め
て
文
芸
表
現
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
和
歌
性
利
用
の
し
方
の
発
達
史
に
お
い
て
、
源

氏
物
語
中
の
和
歌
が
把
え
ら
れ
る
ば
あ
い
、
当
然
、
竹
取
物
語
と
狭
衣
物
語
の

中
間
的
存
在
と
し
て
憩
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
私
は
、
石
川
氏
や
松
田
氏
の
論
に
よ
っ
て
、
「
源
氏
物
語
」
が
、
物
語
と
和

歌
と
を
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
緊
密
な
も
の
に
融
合
さ
せ
て
い
っ
た
か
そ
の

経
過
を
ほ
ぼ
指
し
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

 
こ
う
い
う
状
態
を
よ
く
考
慮
し
な
が
ら
、
私
は
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
内
部
に

入
っ
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て

四
 
源
氏
物
語
中
の
和
歌
の
分
析

 
 
「
源
氏
物
語
」
中
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
決
定
的
に
特
色
ず
け

る
要
因
は
、
そ
こ
で
の
和
歌
が
、
ほ
と
ん
ど
全
部
、
登
場
入
物
の
澗
に
お
け
る

贈
答
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
贈
答
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
前
述
し
た
、
会
話
性
散
交
性
と
い
う
見
解
を
導
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
贈
答
歌
即
会
話
性
散
文
性
と
い
う
定
式
を
、
い
ま
一
度
再
検
討
す
る
と

い
う
形
で
な
け
れ
ば
、
 
「
源
氏
物
語
」
申
の
和
歌
の
、
も
う
一
つ
の
別
の
性
格

・
（
将
情
性
文
芸
性
）
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
以
下
、
私
が
試
み
た
分
析
で
あ
る
。
分
析
の
対
象
と
し
た
一
〇
〇
首
の
和
歌

は
、
 
「
墨
壷
」
巻
か
ら
「
紅
葉
賀
」
巻
ま
で
の
詠
歌
で
あ
る
。

 
e
詠
出
の
場
に
つ
い
て

 
ほ
と
ん
ど
の
和
歌
が
贈
答
の
場
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
場
面
を
細

か
く
観
察
す
る
と
、
単
に
贈
答
の
歌
と
だ
け
規
定
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
な
も

の
が
、
い
く
首
か
あ
る
。
独
詠
歌
や
、
独
詠
に
非
常
に
近
い
歌
を
み
る
と
、
百

首
中
二
十
四
、
五
首
で
あ
る
。
独
詠
歌
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
、
た
と
え
ば
、

 
○
雲
の
上
も
涙
に
く
る
る
秋
の
黒
い
か
で
す
む
ら
む
浅
茅
生
の
宿

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ミ

 
 
お
ぼ
し
や
り
つ
つ
、
燈
火
を
か
か
げ
つ
く
し
て
起
き
お
は
し
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
法
域
」
）

 
○
尽
き
も
せ
ぬ
心
の
闇
に
く
る
る
か
な
雲
居
に
人
を
見
る
に
つ
け
て
も

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
と
の
み
独
り
ご
た
れ
つ
つ
、
も
の
い
と
あ
は
れ
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
紅
葉
賀
」
）

な
ど
数
首
み
ら
れ
る
。
（
傍
点
稿
者
以
下
同
）
ま
た
、
贈
答
歌
の
形
式
に
な
ろ
う

と
し
な
が
ら
も
、
歌
を
贈
る
べ
き
相
手
が
、
現
に
目
の
前
に
い
な
い
場
合
や
、
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そ
の
相
手
が
幼
少
で
歌
を
理
解
す
る
と
は
思
え
な
い
場
合
や
、
手
習
い
ふ
う
に

書
き
す
さ
ん
で
い
る
よ
う
な
場
合
な
ど
、
一
種
の
独
詠
と
い
え
な
く
も
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
0
…
う
ち
し
ぐ
れ
で
、
空
の
気
色
い
と
あ
は
れ
な
り
。
・
な
が
め
暮
し
給
ひ
て

 
 
「
過
ぎ
に
し
も
今
日
薫
る
る
も
二
道
に
行
く
方
知
ら
ぬ
秋
の
暮
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
な
ほ
か
く
人
知
れ
ぬ
事
は
苦
し
が
り
け
り
、
と
思
し
知
り
ぬ
ら
む
か
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
夕
顔
」
）

 
○
お
ひ
立
た
む
在
処
も
卸
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
悼
む
空
な
き

 
 
ま
た
居
た
る
大
人
、
げ
に
と
う
ち
泣
き
て
、

 
 
初
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
ま
に
い
か
で
か
露
の
消
え
む
と
す
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
若
紫
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
○
…
こ
の
文
を
広
げ
な
が
ら
、
は
し
に
手
習
ひ
す
さ
び
給
ふ
を
、
側
目
に
見

 
 
れ
ば
、

 
 
な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し
に
何
に
こ
の
末
摘
花
を
袖
に
触
れ
け
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
色
濃
き
花
と
見
し
か
ど
も
」
な
ど
、
書
ぎ
・
、
け
が
し
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
末
摘
花
」
）

右
に
挙
げ
た
例
で
傍
点
を
施
し
た
部
分
は
、
そ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
時
の
詠
者
の

心
理
状
態
や
素
振
り
を
、
作
者
の
側
か
ら
説
明
し
た
も
の
と
み
ち
れ
る
が
、
い

ず
れ
の
叙
述
も
、
詠
歌
の
独
白
的
な
要
素
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
和
歌
は
、
登
場
人
物
の
心
理
を
作
者
が
説
明
す
る
地
の
文
と
、
全
く

同
じ
で
は
な
い
が
、
そ
の
三
智
約
性
格
の
た
め
に
」
こ
れ
と
非
常
に
似
た
性
脳

を
帯
び
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
場
合
の
和
歌
は
、
文
芸
的
表
出
法
の
一

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
和
歌
の
発
想
に
お
い
て
、
登
場

人
物
の
独
白
が
和
歌
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
の
和
歌

は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
の
、
感
情
の
高
潮
を
浮
雲
的
に
歌
い
あ
げ
た
も
の
で
あ

る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

 
ま
だ
、
こ
う
い
う
独
白
的
性
格
の
系
列
か
ら
、
日
常
会
話
的
性
格
の
系
列
ま

で
の
聞
に
は
、
微
妙
な
ち
が
い
が
あ
り
、
「
桐
壼
」
巻
で
、
帝
と
母
北
の
方
と

の
間
に
と
り
か
わ
さ
れ
る
消
息
（
文
）
に
附
せ
ら
れ
た
和
歌
の
例
を
と
っ
て
み
」

て
も
、
贈
答
歌
で
は
あ
り
な
が
ら
、
き
わ
め
て
儀
礼
的
か
つ
非
日
常
的
で
あ

り
、
そ
の
歌
に
会
話
性
を
み
と
め
る
よ
り
は
、
そ
の
前
交
の
雰
囲
気
に
あ
わ
せ

て
、
作
者
が
、
登
場
人
物
の
心
理
を
縮
約
的
に
叙
す
た
め
に
和
歌
を
挿
入
し
た
｝

と
み
と
め
る
方
が
、
自
然
で
あ
ろ
う
。

 
○
宮
城
野
の
露
吹
き
結
ぶ
風
の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ロ
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
と
あ
れ
ど
、
え
見
給
ぴ
は
て
ず
。
 
「
命
な
が
さ
の
、
い
と
つ
ら
う
思
う
給

 
 
へ
知
ら
る
る
に
、
…
…
…
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
」
「
二
三
」
）

の
叙
述
は
、
会
話
と
し
て
の
実
用
性
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
し
、
こ
の
歌
に
対

す
る
母
君
の
返
歌
は
、
命
婦
と
の
対
話
の
く
だ
く
だ
し
い
叙
述
を
置
い
て
、
ず

っ
と
後
に
叙
せ
ら
れ
る
が
、
こ
う
離
れ
た
歌
の
配
置
は
、
歌
の
会
話
性
と
い
う

機
能
か
ら
み
る
と
、
無
理
が
あ
り
、
む
し
ろ
、
交
芸
的
な
描
写
法
の
一
つ
で
あ

る
と
み
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
当
時
は
、
会
話
的
な
贈
答
歌
は
無
論
だ

が
、
独
白
的
な
脊
情
歌
を
も
、
声
に
出
し
て
詠
む
こ
と
は
、
普
通
に
あ
り
え
た

こ
と
と
し
て
も
、
詠
歌
が
、
書
か
れ
た
形
で
交
換
さ
れ
る
ば
あ
い
は
、
口
頭
に
・

よ
る
ば
あ
い
よ
り
は
、
は
る
か
に
独
白
的
要
素
を
多
く
持
つ
た
で
あ
ろ
う
、
と
想

像
す
る
の
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
か
。
口
頭
で
、
即
座
に
詠
み
あ
う
の
と
ち

が
っ
て
、
書
く
ば
あ
い
は
、
一
人
で
あ
り
、
感
吟
や
意
志
は
整
理
さ
れ
る
。
時

間
も
か
か
る
。
自
つ
と
、
求
心
的
な
発
想
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の
歌
は

会
話
性
を
で
は
な
く
文
芸
性
を
帯
び
て
来
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
調
査
し

て
み
る
と
、
口
頭
に
よ
る
歌
が
六
十
四
首
で
、
書
か
れ
た
も
の
が
三
十
六
首
で
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口
頭
歌
の
中
で
も
、
純
粋
に
会
話
と
し
て
即
座
に
交
換
さ
れ
た
贈
答
歌
は
四
十

四
首
程
度
で
あ
る
。

 
口
季
節
感
に
つ
い
て

 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
は
、
季
節
感
が
明
ら
か
に
歌
の
主
題
に
こ
め
ら
れ
て

い
る
ば
あ
い
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
人
事
的
な
事
柄
の
み
を
表
現
し
て
い
る

ば
あ
い
と
が
あ
る
が
、
ま
た
、
最
も
多
く
は
、
こ
れ
ら
両
様
が
一
つ
の
歌
に
渾
然

一
体
と
な
っ
て
い
る
。
殆
ど
が
恋
歌
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
恋
情
表
現
が
季
節
感
と

結
び
つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
な
ろ
う
。
畏
之
は
、
「
心
に
お
も
ふ

こ
と
を
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
」
（
仮
名
序
）
と
い
っ
た
し
、
「
花
を
め
で
、

と
り
を
う
ら
や
み
、
か
す
み
を
あ
は
れ
び
、
つ
ゆ
を
か
な
し
ぶ
心
、
こ
と
ば
」
と

も
い
っ
た
。
四
季
折
々
の
風
物
に
仮
托
し
て
の
督
情
で
あ
る
。
こ
の
拝
情
の
し
方

は
明
ら
か
に
文
芸
的
で
あ
り
、
日
常
語
の
世
・
界
を
越
え
だ
詩
の
世
界
で
あ
る
。

 
「
源
氏
物
語
」
に
わ
い
て
、
四
季
折
々
の
風
物
を
明
ら
か
に
詠
み
こ
ん
だ
歌

が
、
百
首
中
（
以
下
「
百
首
中
」
は
略
す
）
五
十
三
首
、
無
季
節
歌
四
十
七
首

で
あ
る
．
〈
註
⑪
V
有
蓋
歌
の
中
、
季
節
別
に
み
る
と
、
春
十
一
、
夏
十
一
、

秋
二
十
八
、
冬
三
、
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
登
場
入
物

名
が
四
季
の
草
花
で
あ
っ
た
り
風
物
で
あ
っ
た
り
し
て
、
歌
の
季
節
懸
と
は
無

関
係
に
、
そ
の
人
物
の
名
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
例
も
か
な
り
あ
る
か
ら
、
そ
の

歌
の
重
．
露
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
季
節
感
が
こ
め
ら
れ
る
歌
は
実
際
に
は
少
な
く

な
る
。
 
（
特
に
夏
の
歌
に
お
い
て
。
ま
た
、
比
喩
的
象
徴
的
な
歌
が
多
い
た
め

人
物
名
と
季
節
感
と
は
渾
然
一
体
の
ば
あ
い
が
多
く
、
判
定
し
に
く
い
歌
も
か

な
め
あ
る
。
）
春
と
秋
の
季
節
を
も
つ
歌
に
お
い
て
は
、
人
事
的
な
事
象
に
融

合
し
た
季
節
感
が
、
か
な
か
効
果
的
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
季

節
感
が
あ
る
例
は
、

 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て

 
○
い
と
ど
し
く
虫
の
ね
繁
き
あ
さ
ち
ふ
に
露
お
ち
添
ふ
る
雲
の
上
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
聖
堂
」
）

○
う
ち
払
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
嵐
吹
き
添
ふ
秋
も
来
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
帯
木
」
）

 
○
奥
山
の
松
の
と
ぼ
そ
を
稀
に
あ
け
て
ま
だ
見
ぬ
花
の
顔
を
覧
る
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
若
紫
」
）

な
ど
で
、
季
節
感
の
な
い
例
に
は
、

 
○
尋
ね
か
く
幻
も
が
な
っ
て
に
て
も
魂
の
在
処
を
そ
こ
と
知
る
べ
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
一
二
」
）

 
○
手
を
折
り
て
相
見
し
事
を
数
ふ
れ
ば
こ
れ
一
つ
ね
は
君
が
う
き
ふ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
帯
木
」
）

 
○
う
き
ふ
し
を
心
一
つ
に
数
へ
き
て
こ
や
君
が
手
を
巡
る
べ
き
を
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
帯
木
」
）

 
○
鐘
つ
き
て
閉
ち
こ
め
む
事
は
さ
す
が
に
て
答
へ
ま
う
き
ぞ
か
つ
は
あ
や
な

 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
末
摘
花
」
）

 
○
い
は
ぬ
を
も
い
ふ
に
勝
る
と
知
り
乍
ら
押
こ
め
た
る
は
苦
し
が
り
け
h
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
末
摘
花
」
）

 
さ
て
、
こ
の
季
節
感
の
有
無
を
、
前
述
の
e
の
項
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
和
歌

の
機
能
を
考
察
し
て
み
る
と
、
e
で
述
べ
た
独
詠
的
な
歌
二
十
四
首
に
お
い

て
、
無
季
歌
十
、
有
繋
歌
十
四
と
な
り
、
最
も
会
話
的
な
場
で
の
贈
答
歌
二
十

四
首
を
え
ら
ん
で
、
そ
の
季
節
の
有
無
を
み
る
と
、
無
季
歌
十
五
、
有
漁
歌
九

と
な
る
。
個
人
の
内
的
心
情
の
独
白
と
季
節
感
と
は
、
ご
く
わ
ず
か
の
例
で

は
、
結
合
度
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
有
季
歌

と
無
季
歌
の
比
率
は
5
対
5
に
近
い
し
、
有
思
歌
も
比
喩
の
手
段
以
上
に
は
季

節
の
風
物
を
用
い
て
い
な
い
点
か
ら
、
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
そ
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の
文
芸
的
機
能
と
会
話
的
機
能
と
の
ち
が
い
は
、
和
歌
の
季
節
感
に
は
ほ
と
ん

ど
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
・

 
日
修
辞
法
に
つ
い
て

 
作
者
紫
式
部
は
、
 
「
歌
詠
む
と
思
へ
る
入
の
、
や
が
て
歌
に
ま
っ
は
れ
、
を

か
し
き
故
事
を
も
、
は
じ
め
よ
り
と
り
こ
み
っ
つ
、
す
さ
ま
じ
き
折
々
、
詠
み

か
け
た
る
こ
そ
、
も
の
し
き
こ
と
な
れ
。
」
 
（
「
心
木
」
）
と
い
っ
て
、
わ
ざ

と
ら
し
い
歌
を
さ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
「
和
歌
の
随
脳
い
と
所
狭
う
、
病
去
る

べ
き
」
歌
を
否
み
（
「
玉
髭
亡
）
、
詠
歌
の
最
も
大
切
な
条
件
と
し
て
「
折
節

に
つ
き
づ
き
し
」
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
時
と
場
所
と
相
手
を
よ
く
わ

き
ま
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
随
所
に
語
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
見
解
か
ら
も
、

'
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
で
は
、
か
た
苦
し
い
規
則
や
わ
ず
ら
わ
し
い
修
辞
を
さ

け
、
古
風
を
排
し
て
、
自
由
に
の
び
の
び
と
詠
ま
れ
た
歌
が
多
い
。
し
か
し
、

歌
の
才
能
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
登
場
人
物
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と

が
ら
之
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
も
、
源
氏
の
口
を
通
し
て

あ
惹
い
は
作
者
の
地
の
言
葉
と
し
て
、
い
ち
い
ち
揖
判
的
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
重
要
な
和
歌
の
詠
出
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
修
辞
法
の
便
用
程
度

は
、
和
歌
の
機
能
を
ど
う
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
修
辞
が
和
歌

表
現
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
修
辞
法
が
多
用
さ
れ
複
雑

化
さ
れ
る
ば
あ
い
は
、
そ
の
歌
は
、
そ
れ
だ
け
散
文
の
も
つ
伝
達
機
能
と
は
別

種
の
機
能
を
も
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
文
芸
性
（
芸
術
性
）
を
帯
び
・

て
く
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

 
調
査
し
て
み
る
と
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
修
辞

法
も
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
数
に
お
い
て
も
多
く
な
い
。
比
較
的
に
目

に
つ
く
技
法
と
し
て
は
、
ω
比
喩
法
（
掛
詞
）
回
強
調
法
（
体
言
止
め
、
係
り

結
び
の
法
則
）
の
句
切
れ
（
倒
置
法
）
な
ど
で
あ
る
。

 
比
喩
歌
と
は
、
た
と
え
ば
、
帯
木
と
か
夕
顔
と
い
う
植
物
名
が
歌
に
詠
み
こ

ま
れ
て
い
る
ば
あ
い
、
そ
れ
が
人
物
（
女
性
）
を
さ
し
て
い
る
よ
う
な
ば
あ
い

や
、
花
と
か
月
と
か
の
普
通
名
詞
が
、
特
定
の
人
物
を
さ
し
て
い
る
ば
あ
い

や
、
歌
身
体
に
言
外
の
他
意
と
し
て
人
事
的
事
象
を
に
お
わ
せ
る
よ
う
な
ば
あ

い
な
ど
の
歌
を
さ
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
○
荒
き
風
防
ぎ
し
蔭
の
枯
れ
し
ょ
り
小
萩
が
う
へ
そ
静
心
な
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
桐
壼
」
）

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
○
山
の
端
の
心
も
知
ら
で
行
く
月
は
う
は
の
空
に
て
影
や
絶
え
な
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
夕
顔
」
）

 
 
 
 
 
 
 
へ

 
○
あ
ら
だ
ち
し
波
に
心
は
騒
が
ね
ど
寄
せ
け
む
磯
を
い
か
が
う
ら
み
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
紅
葉
賀
」
）

比
喩
歌
の
数
は
多
く
、
六
十
三
首
に
の
ぼ
っ
た
。
表
現
効
果
と
し
て
、
歌
意
が

象
徴
的
に
な
り
、
ま
た
、
そ
の
場
の
季
節
と
の
調
和
感
を
か
も
し
だ
し
て
お

り
、
余
情
豊
か
な
詩
的
世
界
を
、
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
強
調
法
の
修
辞
と
し
て
、
い
ま
、
体
言
止
め
の
並
数
を
み
る
と
、
十
九
首
、

係
り
結
び
の
法
則
を
用
い
て
い
る
歌
は
三
十
八
首
で
あ
る
。
係
り
結
び
の
ば

あ
い
、
係
助
詞
別
に
み
る
と
、
 
「
ぞ
」
十
九
、
 
「
や
」
十
、
 
「
か
」
五
、
 
「
こ

そ
」
四
、
と
な
る
。
周
知
の
と
お
り
、
 
「
ぞ
」
に
よ
る
強
調
の
ば
あ
い
が
多
少

客
観
的
で
、
「
こ
そ
」
に
よ
る
ば
あ
い
が
最
も
主
観
的
で
あ
る
か
ら
、
詠
者
の

主
観
の
み
に
頼
る
判
断
や
感
受
を
さ
け
つ
つ
も
、
和
歌
と
い
う
形
式
の
中
で
強

く
訴
え
る
手
段
と
し
て
「
ぞ
」
を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
体
言
止

め
の
方
法
は
、
古
今
集
時
代
に
は
『
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
新
古
呼
集
に
お
い
て
は
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
余
情
を
強
め
る
方
法
と
し
て
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●

最
も
有
効
で
あ
り
、
 
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
も
、
数
は
少
な
い
が
、
強
い
拝

情
を
現
わ
す
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
○
雲
の
上
も
涙
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
む
ら
む
浅
茅
生
の
宿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
桐
藍
」
）
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
○
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
そ
見
る
白
露
の
ひ
か
り
添
へ
た
る
夕
．
顔
の
花

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
夕
顔
」
）

し
か
し
、
こ
の
強
調
法
は
、
歌
の
会
話
性
、
独
白
性
に
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
、

よ
う
で
、
最
も
独
詠
的
な
歌
二
十
四
首
中
、
係
り
縞
び
を
も
つ
も
の
八
、
休
言

止
め
の
歌
二
、
と
な
っ
て
い
る
。

 
句
切
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、
解
釈
上
明
ら
か
な
句
切
れ
を
も
つ
歌
は
、
百

首
中
十
八
首
に
と
ど
ま
る
が
、
句
切
れ
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、

小
休
止
と
い
う
程
度
に
切
れ
め
を
も
つ
も
の
は
五
十
六
首
あ
る
．
、
私
は
、
こ
の

句
切
れ
は
、
和
歌
の
韻
律
性
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
と
し
て
、
和
歌
け
本
来
的
性

格
を
規
定
す
る
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
が
、
「
源

氏
物
語
」
で
は
、
和
歌
の
韻
律
美
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
う
。
内
わ
け

を
み
る
と
、
句
切
れ
を
も
つ
三
十
八
の
中
、
三
4
0
切
れ
の
も
の
八
、
二
句
切
れ

の
も
の
十
。
小
休
止
を
も
つ
歌
五
十
六
中
、
三
埋
め
に
休
止
の
あ
る
も
の
五
十

四
、
一
句
め
に
休
止
め
あ
る
も
の
二
、
と
な
っ
て
い
る
。
総
体
的
に
は
、
三
句

め
で
切
れ
た
り
休
止
し
た
り
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
確
定
的
に
は
言
え
な
い
。

 
そ
の
他
、
．
掛
詞
、
枕
詞
、
序
詞
、
縁
語
な
ど
も
み
ら
れ
る
が
、
数
に
お
い
て

は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
実
例
を
付
記
す
る
と
、
三
句
切
れ
の
歌
に

 
○
尽
き
も
せ
搬
心
の
闇
に
く
る
る
か
な
雲
居
に
人
を
見
る
に
つ
け
て
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
紅
葉
賀
」
）

二
句
切
れ
の
歌
に

 
「
源
氏
物
一
調
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
矧
-
…
…
一
 
 
、
一
，
 
-
…
一

 
○
人
づ
ま
は
あ
な
煩
は
し
東
1
4
小
の
ま
や
の
あ
ま
り
も
馴
れ
じ
と
そ
思
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
紅
葉
賀
」
）
．

三
句
め
に
休
止
を
も
つ
歌
に
、
．

 
○
空
蝉
の
世
は
憂
き
も
の
と
知
り
に
し
を
ま
た
言
の
葉
に
か
か
る
命
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
夕
顔
」
）

な
ど
が
あ
る
。

 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
は
、
全
体
と
し
て
は
、
修
辞
技
法
を
頻
用
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
右
に
み
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
抜
法
が
折
り
重
な

っ
て
く
る
と
、
や
は
り
、
和
歌
と
し
て
の
本
来
性
を
発
揮
し
て
く
る
こ
ど
が
、

散
文
の
非
韻
律
性
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
、
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
四
晶
詞
別
語
彙
構
成

 
調
べ
た
歌
百
首
の
品
詞
別
語
彙
数
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ

を
さ
ら
に
、
万
葉
集
、
右
今
集
、
新
古
今
世
と
比
べ
た
の
が
、
次
表
．
で
あ
る
。
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．
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（
注
了
①
万
葉
集
、
古
今
集
、
新
古
今
集
に
つ
い
て
の
統
計
調
査
は
、
「
日

 
 
 
 
．
本
古
典
文
学
大
系
、
 
「
古
今
和
歌
集
」
の
解
説
．
に
よ
っ
た
。

 
 
 
 
②
い
ず
れ
も
和
歌
一
〇
〇
首
に
お
け
る
数
を
示
す
。

 
 
 
 
③
複
合
語
は
そ
の
ま
ま
」
単
語
と
し
て
扱
っ
た
。

 
右
の
表
に
お
い
て
比
較
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
 
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
、

語
彙
数
は
、
古
今
集
の
数
に
非
常
に
近
似
し
た
数
字
を
示
し
て
い
る
。
当
然
の

こ
と
と
は
い
え
、
品
詞
別
語
彙
構
成
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
近
似
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
歌
風
に
つ
い
て
も
古
今
集
の
和
-
歌
の
歌
風
が
、
 
「
源
氏

物
語
」
の
和
歌
の
そ
れ
と
近
似
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を
、
実
証
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
佐
伯
梅
友
氏
に
よ
る
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
「
和
歌
の
よ
う
な
定
型

詩
で
は
、
表
現
が
過
重
に
な
り
、
象
徴
的
・
暗
示
的
な
歌
，
体
に
傾
く
に
つ
れ

て
、
用
語
の
申
で
体
言
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
る
」
こ
と
が
事
実
で
あ
る
こ

と
、
体
言
と
用
言
と
の
比
率
が
、
、
万
葉
・
古
今
・
新
禽
八
'
に
お
い
て
、
用
云
三

に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
、
一
、
〇
三
・
一
、
一
五
・
一
、
五
七
と
な
る
か
ら
、
体

言
と
用
言
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
万
葉
集
と
比
べ
、
古
今
集
、
新
古
今
津
で

は
、
体
言
型
の
構
造
を
強
く
し
て
い
る
こ
と
、
体
言
が
多
く
な
っ
て
、
一
方
で

助
詞
が
お
び
た
だ
し
く
多
く
使
わ
れ
て
く
る
こ
と
、
文
節
関
係
の
締
り
が
失
わ

れ
や
す
い
交
体
に
、
玉
を
貫
く
緒
の
よ
う
な
働
き
を
し
、
流
麗
碗
転
・
曲
折
微
妙

の
趣
を
醸
成
し
て
く
↓
、
9
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
源
氏
物
語
」

の
和
歌
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
、
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

 
こ
う
み
て
く
る
と
、
 
「
源
氏
物
語
」
中
の
和
歌
の
性
格
が
、
古
今
集
の
和
歌

．
の
性
格
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
で
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
実
証
さ

れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
性
格
を
、
会
話

性
之
規
定
す
る
か
文
芸
性
之
規
定
す
る
か
の
問
題
と
、
ど
う
か
か
わ
っ
て
く
惹

の
か
。
私
は
ま
た
古
今
集
、
の
和
歌
の
吟
味
か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

り
そ
う
で
あ
る
。

．
五
 
む
 
す
 
び

、

 
私
な
り
の
分
析
と
考
察
を
通
し
て
、
私
は
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
会
話
的
機
能
か
文
芸
的
機
能
か
を
追
求
し
で
み
た
。
結
論
を

出
す
に
は
、
ま
だ
ま
だ
早
い
よ
う
に
思
う
が
、
現
段
階
で
思
う
こ
と
を
ま
と
め

て
、
論
を
閉
じ
た
い
。

 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
慧
、
登
場
人
物
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
作
者
の
言
葉
で

は
な
い
。
こ
こ
に
、
和
歌
の
会
話
的
機
能
が
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
が
急
心
的

な
場
に
お
け
る
詠
出
に
な
る
と
、
人
物
の
内
的
心
情
の
発
露
と
な
っ
て
、
豊
か

な
野
情
味
を
帯
び
、
季
節
の
風
物
に
た
く
し
て
、
ま
た
、
リ
ズ
ム
を
伴
な
っ
て

歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
会
話
的
機
能
と
文
芸
的
機
能
と
は
、
 
「
源

氏
物
語
」
の
和
歌
に
関
し
て
は
両
々
相
な
か
ば
し
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
私

は
、
特
に
文
芸
的
機
能
の
表
徴
を
と
ら
え
つ
つ
分
析
を
試
み
た
①
だ
が
、
統
計

的
に
み
て
数
値
は
偏
向
し
な
か
っ
た
。
文
芸
的
機
能
の
表
徴
と
し
て
の
諸
条
件

を
、
一
部
に
お
い
て
は
十
分
満
足
し
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
数
的
に
み
る
と
特

に
頻
度
が
高
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
れ
ば
と
て
、
非
文
芸
的

機
能
を
直
ち
に
会
話
的
機
能
に
直
結
す
る
こ
と
も
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
ヶ
。
私

は
、
一
概
に
和
歌
の
文
芸
的
機
能
と
い
わ
れ
る
事
柄
を
少
々
分
析
的
に
考
察
し

た
に
す
ぎ
な
い
が
、
．
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
は
、
．
い
ず
れ
に
し
て
も
、
形
式

的
な
一
元
的
解
釈
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
に
つ
い
て
、
歌
の
機
．

能
も
性
格
も
微
妙
な
深
さ
と
多
様
さ
と
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
閥
題

は
、
数
で
は
な
く
質
で
あ
る
。
私
の
よ
う
な
統
計
的
処
理
方
法
で
は
も
れ
た
と

（30）
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こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
．
締
局
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
に
は
、
会
話
的

機
能
も
あ
っ
た
し
、
交
芸
的
機
能
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
両
様
あ
い

ま
っ
て
調
和
的
な
美
し
さ
を
達
成
し
え
た
と
も
い
え
よ
う
。

〈
註
〉
①
土
居
光
知
「
文
学
序
説
」
 
（
昭
、
二
、
二
）

 
 
 
②
岡
崎
義
恵
「
口
本
文
芸
の
様
式
」
 
（
昭
、
十
四
、
九
）

 
 
 
③
近
藤
忠
義
「
日
本
文
学
原
論
」
 
（
昭
、
十
二
、
二
）

 
 
 
④
「
国
語
と
国
文
学
」
（
昭
、
二
一
、
五
）

 
 
 
⑤
「
国
語
と
国
文
学
」
 
（
昭
、
三
四
、
四
）

 
 
 
⑥
「
解
釈
と
鑑
賞
」
 
（
昭
、
三
六
、
十
）

 
 
 
⑦
時
枝
誠
記
「
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
」
人
昭
、
二
五
）

 
 
 
⑧
「
解
釈
と
鑑
賞
」
．
（
昭
、
三
四
、
四
）

 
 
 
⑨
時
枝
氏
は
、
 
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
と
散
文
と
は
別
次
元
の
表
現
形

 
 
 
 
態
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
表
現
性
の
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
た

 
 
 
 
こ
と
で
あ
っ
て
、
和
歌
を
日
常
会
話
と
同
じ
も
の
に
み
な
さ
れ
る
点

 
 
 
 
を
、
文
芸
様
式
史
ま
た
は
精
神
史
の
観
点
か
ら
う
け
と
れ
ば
、
益
田

 
 
 
 
氏
の
よ
う
に
和
歌
と
散
文
の
世
界
が
近
似
し
て
き
た
と
み
る
考
え
方

 
 
 
 
と
、
基
本
的
に
は
変
り
は
な
い
。

 
 
 
⑩
「
，
削
国
無
岨
》
）
国
が
人
融
士
」
 
（
昭
一
二
六
、
一
二
）
 
'

 
 
 
⑪
歌
中
に
、
は
っ
き
り
し
た
季
節
語
が
あ
る
か
、
な
い
か
に
よ
っ
た
分
類

ノ

（31）

「
源
物
語
」
の
和
歌
の
機
能
に
つ
い
て


