
源
 
俊
頼
 
と
 
連
 
歌

そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て

池

田

富

蔵

 
 
↓
 
平
安
時
代
に
お
け
る
短
連
歌

 
 
（

 
連
歌
は
、
ま
さ
し
く
中
世
の
詩
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
に
至
っ
て
突
然
に

生
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
連
歌
は
、
室
町
時
代
に
そ
の

三
盛
時
代
を
迎
え
る
が
、
そ
の
勃
興
期
は
、
平
安
時
代
の
院
政
期
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
金
子
金
治
郎
氏
は
、
そ
の
著
「
新
撰
菟
玖
波
・

集
の
研
究
」
に
お
い
て
連
歌
史
の
区
分
を
、

ω
 
勃
興
時
代
（
寛
治
元
年
く
一
〇
八
七
V
l
承
久
三
年
く
＝
一
二
一
V
）
 
（

 
 
 
 
 
 
 
一
三
四
年
）

㈲
 
成
育
時
代
ハ
承
久
三
年
一
建
武
元
年
〈
＝
二
一
二
四
〉
）
 
（
一
＝
二
年
）

㈲
 
確
立
時
代
，
（
建
武
元
年
一
応
仁
元
年
〈
一
四
六
七
〉
）
 
（
＝
二
一
二
年
）

ω
 
極
盛
時
代
（
応
仁
元
年
-
慶
長
八
年
〈
一
六
〇
三
〉
）
 
（
一
三
六
年
）

の
四
期
に
分
け
、
さ
ら
に
各
時
代
を
連
歌
の
特
性
に
も
と
づ
き
三
段
に
細
分
し

て
お
り
、
凡
そ
百
余
年
を
ひ
と
区
切
り
に
し
て
い
る
。
伊
地
知
鉄
男
氏
は
、
「

連
歌
の
世
界
」
に
お
い
て
、
十
一
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
後
半
ま
で
を
七
期
に
分

け
、
五
十
年
を
ひ
と
く
ぎ
り
に
、
下
限
を
宗
祇
に
と
め
て
い
る
。
島
津
忠
夫
氏

は
、
「
連
歌
史
の
研
究
」
に
お
い
て
、
十
三
章
に
分
け
、
連
歌
の
流
れ
を
追
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
を
連
歌
史
の
構
想
か
ら
み
て
四
期
に
整
理
し
て
、
次
の
よ
う

に
設
定
し
て
い
る
つ
 
（
 
）
は
代
表
的
作
家
名
。

ω
 
短
連
歌
の
展
開
と
成
立
（
俊
頼
）

ω
 
南
北
朝
連
歌
の
完
成
（
救
済
）

㈲
 
宗
祇
に
よ
る
連
歌
文
学
の
完
成
（
宗
祇
）

ω
 
連
歌
か
ら
佛
譜
へ
（
紹
巴
）

 
こ
の
う
ち
、
ω
は
、
連
歌
前
史
。
ω
・
㈲
は
、
「
菟
玖
波
集
」
と
「
新
撰
菟

玖
波
集
」
の
二
大
撰
集
の
編
ま
れ
た
連
歌
史
の
二
つ
の
頂
点
。
ω
は
、
連
歌
後

史
。
．
と
い
う
よ
う
に
極
め
て
鮮
明
な
構
想
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
著
書
は
、

い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
持
っ
た
史
的
分
類
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。
［
私
が

こ
こ
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
勃
興
期
の
連
歌
前
史
で
、
作
家
と
し
て

は
、
金
葉
集
撰
者
で
あ
り
、
歌
論
書
「
俊
頼
髄
脳
」
、
家
集
・
「
散
木
奇
歌
集
」

の
著
者
源
最
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
前
に
平
安
時
代
に
お
け
る
短
連
歌

所
載
の
文
献
に
つ
い
て
若
千
見
て
お
こ
う
。

 
㈹
 
伊
勢
物
語

 
六
十
九
段
に
は
、
業
平
と
伊
勢
の
斎
宮
（
文
徳
天
皇
の
御
内
）
と
の
聞
に
贈

答
唱
和
の
一
首
を
二
人
で
完
成
さ
せ
た
話
が
あ
る
。
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源
俊
頼
と
連
歌
 
一
そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
i



 
ω
か
ち
人
の
渡
れ
ど
濡
れ
ぬ
え
に
し
あ
れ
ば
（
斎
宮
）

 
㈲
ま
た
あ
ふ
さ
か
の
関
は
こ
え
な
ん
（
業
平
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
い
ま
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
ω
、
は
盃
の
皿
に
上
句
だ
け
書
き
、
業
平
が
続
松
の
炭
で
、
㈲
の
末
句
を
そ
の

皿
に
書
き
つ
い
で
尾
張
の
国
へ
旅
立
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の

場
合
二
人
の
問
に
は
、
連
歌
と
い
う
意
識
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
現

に
こ
れ
は
、
古
今
六
幡
第
五
に
は
一
首
の
歌
と
し
て
載
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
首
の
歌
を
こ
の
よ
う
な
形
で
唱
和
し
て
い
る
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
に
し

え
に
じ
」
が
「
江
に
し
」
と
「
縁
」
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
の
が
h
中
心
。

 
㈹
 
大
和
物
語

 
百
二
十
八
段
と
百
六
十
八
段
に
は
次
の
よ
う
な
連
歌
が
見
え
る
。
前
者
の
連

歌
は
、

 
ω
わ
だ
っ
み
の
中
に
ぞ
立
て
る
さ
を
鹿
は

 
 
 
 
 
 
（
ぞ
）
桧
垣
嬬
集

 
ω
秋
の
山
辺
や
そ
こ
に
見
ゆ
ら
む
（
桧
垣
の
御
）

 
こ
れ
は
、
風
流
人
た
ち
が
集
っ
て
、
筑
紫
の
遊
女
桧
垣
が
歌
人
と
い
う
こ
と

を
聞
い
て
、
ω
「
海
の
中
に
鹿
が
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
難
問
を
出
し
、
末
句

を
っ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ω
桧
垣
は
こ
れ
を
受
け
て
、
「
そ
れ
は
秋
の
山
が
、

海
の
底
に
う
つ
っ
て
み
え
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
み
ご
と
に
、
解
決
し
た
話
。
「

其
場
」
と
「
底
」
と
の
掛
詞
の
頓
知
が
連
歌
と
し
て
面
憩
い
呼
応
に
な
っ
て
い

る
。
後
者
は
、

 
 
ω
人
心
う
し
み
つ
今
は
頼
ま
じ
ょ
（
女
）

 ｛ 
 
㈲
夢
に
み
ゆ
や
と
ね
ぞ
過
ぎ
に
け
る
（
良
容
宗
貞
）

 
の
唱
和
で
、
ω
は
、
人
の
心
を
「
憂
し
」
と
み
て
約
束
を
た
が
え
た
男
心
を

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
ロ
へ

恨
ん
だ
句
、
「
憂
し
見
つ
し
と
時
刻
の
「
丑
三
つ
」
と
が
掛
詞
。
ω
は
、
こ
れ

に
対
し
て
「
も
し
や
夢
に
逢
え
ば
す
ま
い
か
」
と
思
っ
て
、
遂
「
寝
す
ご
し
て
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

ま
．
つ
た
」
と
い
う
応
答
で
、
こ
こ
に
も
時
刻
の
「
子
が
過
ぎ
た
」
と
い
う
掛
詞

を
用
い
、
当
意
即
妙
の
言
語
遊
事
の
面
白
さ
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
 
（
拾
遺

集
巻
十
八
に
も
採
用
）

 
◎
 
か
げ
ろ
ふ
日
記

 
こ
こ
で
は
、
道
綱
の
母
と
兼
家
の
正
妻
時
姫
と
が
「
葵
の
ま
つ
り
」
に
車
競

い
の
こ
と
で
い
ど
み
合
っ
た
時
の
連
歌
が
あ
る
。

 
 
ω
あ
ふ
ひ
と
か
聞
け
ど
も
よ
そ
に
橘
の
（
道
綱
母
）

 ｛ 
 
ω
き
み
が
つ
ら
さ
を
今
日
こ
そ
は
み
れ
（
二
手
）

 
こ
の
唱
和
に
於
て
ω
の
「
葵
」
に
は
、
 
「
逢
ふ
日
」
を
か
け
、
「
立
ち
」
に

「
た
ち
ば
な
」
を
言
い
か
け
て
、
難
問
を
提
出
し
た
の
に
対
し
、
時
姫
も
負
け

ず
に
「
君
」
に
橘
の
「
黄
実
」
を
か
け
、
さ
ら
に
「
君
が
つ
ら
さ
」
に
は
、
「

か
づ
ら
」
を
物
名
と
し
て
詠
み
こ
ん
で
い
る
な
ど
、
な
か
な
か
念
の
入
っ
た
応

答
に
な
っ
て
一
種
の
謎
問
答
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
贈
答
を
聞
い
た
兼
家

は
面
白
が
っ
て
、
そ
の
橘
の
果
を
う
け
て
、

 
㈲
「
く
ひ
つ
ぶ
し
つ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
や
い
は
ざ
り
し
。

 
と
極
め
て
傍
観
的
態
度
で
巧
妙
に
付
け
て
い
る
。
こ
の
句
を
川
口
久
雄
氏

は
「
犬
筑
波
的
俳
譜
精
神
の
萌
芽
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
（
日
本
古
典
文
学
大

系
・
か
げ
ろ
ふ
日
記
頭
註
）
こ
の
三
句
に
見
る
謎
問
答
・
物
名
の
技
巧
な
ど
に

は
、
た
し
か
に
、
俳
譜
精
神
的
要
素
が
重
な
り
合
っ
て
複
雑
な
内
容
と
な
っ
て

お
り
、
短
連
歌
唱
和
の
言
語
遊
戯
の
一
面
を
み
る
上
に
注
意
す
べ
き
句
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
、
枕
草
子
、
落
窪
物
語
、
堤
牢
納
言
物
語
、
和
泉
式
部
日
記
、

更
科
日
記
、
栄
華
物
語
、
江
家
次
第
、
な
ど
に
も
連
歌
の
こ
と
は
み
え
、
俊
頼

以
前
の
私
家
集
に
も
、
か
な
り
の
連
歌
が
散
見
出
来
る
。
こ
と
に
「
実
方
集
」

に
は
二
十
六
句
と
い
ケ
多
く
の
連
歌
を
収
録
し
て
い
る
。
私
家
集
を
残
し
て
い
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る
多
く
の
歌
人
た
ち
は
、
む
ろ
ん
、
作
歌
が
そ
の
申
心
で
は
あ
る
が
、
一
方
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

於
て
は
、
社
交
の
場
に
和
歌
の
み
で
は
味
わ
い
得
な
い
連
歌
の
や
り
と
り
に
打

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ち
興
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
俊
頼
も
「
連
歌
こ
そ
世
の
末
に
も
昔
に
お

ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
て
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 

と
ら
ず
見
ゆ
る
も
の
な
れ
。
昔
も
あ
り
け
る
を
書
き
お
か
ざ
り
け
る
に
や
。
」

（
俊
頼
髄
脳
）
と
古
い
連
歌
資
料
の
少
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も

俊
頼
髄
脳
に
は
古
今
集
以
降
の
連
歌
九
十
句
（
四
十
五
連
）
の
多
く
の
例
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
短
連
歌
の
内
容
を
み
る
と
、
以
上
の
僅
か
な
句
例
か
ら
．

も
わ
か
る
通
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
恋
の
句
、
難
問
即
答
、
機
智
問
答
、
謎
々
問
答

ま
で
短
連
歌
は
生
き
て
流
動
発
展
し
て
ゆ
く
。
短
連
歌
と
い
う
も
の
は
、
歌
人

相
互
の
二
首
贈
答
歌
と
は
、
全
く
別
な
世
界
に
形
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
即
興

機
智
、
頓
才
な
ど
葱
中
心
と
す
る
縁
語
、
秀
句
（
掛
詞
）
、
対
句
、
転
意
、
転

換
σ
詩
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
」
そ
の
特
色
が
あ
り
、
和
歌
的
情
趣
と
は
一
応
、

あ
る
い
は
全
く
絶
縁
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
句
を
い
か
に
都
合
よ
く
処
理
し
得

る
か
に
よ
っ
て
連
歌
の
名
手
は
き
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
短
連
歌
は

院
政
期
に
お
け
る
俊
頼
の
金
葉
集
時
代
を
以
て
完
成
さ
れ
た
。
彼
は
、
こ
れ
ま

で
の
短
連
歌
を
自
分
で
た
ぐ
り
よ
せ
、
遂
に
勅
撰
集
の
場
に
連
歌
と
い
う
呼
称

を
は
っ
き
り
と
定
位
さ
せ
た
。
そ
れ
が
、
金
葉
集
短
連
歌
三
十
八
句
で
あ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ

た
σ
二
条
当
量
は
、
万
葉
の
「
佐
保
川
の
水
を
塞
き
あ
げ
て
植
ゑ
し
田
を
（
尼
）

 
 
わ
さ
い
ひ

刈
る
早
稲
飯
は
独
り
な
る
べ
し
（
家
持
）
」
を
と
り
あ
げ
た
あ
と
に
「
か
や
う

の
事
ど
も
多
う
な
り
て
、
拾
遺
・
金
葉
な
ど
よ
り
は
、
勅
撰
に
入
り
侍
る
な

り
。
さ
れ
ど
、
た
だ
一
句
つ
つ
言
ひ
捨
て
た
る
ば
か
り
に
て
、
五
十
句
、
平
句

な
ど
に
及
ぶ
事
は
な
か
り
き
。
」
 
（
筑
波
問
答
）
と
、
連
歌
が
勅
撰
集
に
入
曽

し
た
こ
と
と
、
短
連
歌
の
形
式
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

．
後
撰
集
「
白
露
の
お
く
に
あ
ま
た
の
声
す
れ
ば
花
の
色
々
あ
り
と
し
ら
な

源
俊
頼
と
連
歌
 
一
そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
i

む
」
 
（
巻
六
秋
歌
中
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
一
首
は
、
連
歌
で
あ
る
が
、
和
歌

と
し
て
収
め
て
い
る
。
拾
遺
集
巻
十
八
に
は
、
連
歌
の
部
は
ま
だ
設
定
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
十
二
句
（
六
連
）
を
収
録
。
そ
の
後
、
俊
頼
に
至
り
、
始
め
て

金
葉
集
巻
十
雑
部
下
に
連
歌
の
部
を
新
設
し
た
。
こ
れ
は
、
連
歌
史
上
に
お
け

る
画
期
的
な
前
進
で
あ
り
、
連
歌
を
和
歌
と
同
列
の
位
置
に
ま
で
引
き
あ
げ
、

し
か
も
勅
撰
集
と
い
う
晴
の
舞
台
に
お
い
て
脚
光
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
る
。
長

連
歌
が
、
や
が
て
中
世
の
詩
と
し
て
発
展
し
た
の
は
、
中
世
連
歌
師
た
ち
の
努

力
に
負
う
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
源
流
に

院
政
期
革
新
歌
人
源
俊
頼
の
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

 
 
 

 
 
二
 
純
計
の
連
歌

 
 
（

 
そ
れ
で
は
、
俊
頼
自
身
の
連
歌
作
品
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
訳
業
を
め
ぐ
る

歌
人
グ
ル
．
ー
プ
の
唱
和
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
考
え
て
み
よ
う
。

 
彼
の
私
家
集
「
散
木
奇
歌
集
」
に
は
、
全
部
で
百
十
句
（
五
十
五
連
）
の
多

く
の
短
連
歌
を
収
め
て
い
る
か
ら
俊
頼
の
連
歌
の
実
態
は
こ
れ
に
よ
っ
て
つ
か

め
る
。
こ
れ
ま
で
の
平
安
潮
の
私
家
集
を
見
た
目
で
、
こ
の
散
木
奇
歌
集
を
み

る
と
連
歌
の
十
三
が
急
に
展
げ
て
き
た
思
い
が
す
る
。
そ
こ
を
流
れ
て
や
ま
ぬ

俊
頼
連
歌
の
水
域
は
、
こ
れ
ま
で
の
連
歌
の
合
流
さ
れ
た
豊
富
な
水
量
を
汲
み

あ
げ
た
感
を
抱
く
。
そ
こ
に
は
、
俊
頼
を
め
ぐ
る
唱
和
の
メ
ン
バ
ー
が
つ
ぎ
つ

ぎ
に
登
場
し
て
く
る
。

 
ま
ず
、
堀
河
院
で
あ
る
。
俊
頼
は
、
堀
河
院
歌
壇
を
形
成
す
る
重
要
な
歌
人

で
あ
っ
た
。

・
㈲
堀
河
院
と
俊
頼

 
歌
人
堀
河
院
も
連
歌
に
興
味
を
も
た
れ
た
。
遣
る
日
、
叢
書
殿
に
わ
た
り
、
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そ
こ
で
．
「
く
ろ
を
と
こ
」
と
い
う
笛
吹
き
の
声
を
き
き
、
無
頼
と
、

⊥
警
縫
毬
賜
耀
縮
翻
り
鎚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
の
唱
和
を
試
み
た
。
院
は
、
「
く
ろ
を
と
こ
」
と
い
う
笛
の
名
手
が
黒
戸
（

清
涼
殿
の
北
の
間
）
の
あ
た
り
で
笛
を
吹
い
て
い
る
と
い
う
「
く
ろ
」
の
同
音
・

の
面
白
さ
を
中
心
に
詠
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、
俊
頼
は
、
．
「
し
ろ
ぬ
し
」
と
い

う
あ
だ
名
を
も
つ
「
ゆ
き
さ
だ
」
の
こ
と
を
以
て
答
え
た
。
こ
こ
に
は
「
雪
」

を
物
名
と
し
て
隠
し
、
「
く
ろ
を
と
こ
」
に
対
し
た
の
で
あ
る
。
黒
と
白
と
の

色
彩
視
覚
の
対
比
が
中
心
で
あ
る
。

⊥
鐘
畿
嫉
鰐
編
な
鎚

 
こ
こ
に
も
「
雲
の
上
に
雲
の
上
人
」
と
、
「
下
侍
に
さ
ぶ
ら
へ
し
」
と
の
同

音
を
照
応
さ
せ
て
い
る
言
語
遊
戯
が
み
ら
れ
る
。
 
（
下
侍
と
は
清
涼
殿
の
南
に

あ
る
侍
臣
の
詰
所
）
「
今
鏡
」
の
筆
者
が
俊
頼
の
下
句
に
つ
い
て
「
詞
は
と
ど

こ
ほ
り
た
り
と
聞
ゆ
れ
ど
、
心
は
さ
も
あ
る
事
と
聞
ゆ
め
り
」
と
評
し
た
の
は

歌
の
こ
と
ば
と
風
情
に
馴
れ
た
目
か
ら
見
た
連
歌
の
表
現
上
の
相
違
を
指
摘
し

た
も
の
で
、
当
時
の
人
々
の
連
歌
観
が
う
か
が
わ
れ
る
。

㈲
飛
韓
嬉
難
蒸
れ
鎚

 
こ
れ
は
、
官
職
名
「
内
侍
」
に
「
外
記
」
、
「
支
度
の
内
」
に
・
「
思
ひ
の
外
」

「
出
つ
る
」
に
「
参
る
」
な
ど
、
す
べ
て
対
句
的
表
現
の
一
つ
の
典
型
を
示
す

も
の
で
、
こ
の
種
の
表
現
は
、
他
の
作
者
に
も
多
く
出
て
く
る
。

㈲
藤
原
仲
実
と
俊
頼

 
最
も
多
い
の
は
、
町
民
と
の
唱
和
八
句
。
散
木
集
を
み
る
と
、
仲
実
と
晶
群

は
、
こ
と
に
親
交
を
持
っ
て
お
り
、
堀
河
院
歌
壇
の
推
進
者
と
し
て
藤
原
仲
実

 
 
ざ
ね

源
国
信
は
、
俊
頼
と
共
に
重
要
な
メ
ン
バ
ー
の
一
人
。
俊
頼
と
同
座
し
た
歌
合

も
多
く
、
金
葉
集
に
は
仲
実
の
歌
を
四
首
採
用
し
て
い
る
。

（1）（2）（3）（4）

 
わ
っ
か
に
狐
坂
に
き
た
れ
り
 
 
 
 
 
（
仲
実
）

｛
 
ご
う
ご
う
と
い
ひ
け
る
し
る
．
べ
走
ら
せ
て
、
（
俊
頼
）

 
 
 
 
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
仲
）
・

寒
寒
に
痴
れ
て
も
み
ゆ
る
男
か
な

｛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
）

塞
く
ろ
し
と
は
名
を
得
た
れ
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
仲
）

 
今
日
の
事
か
た
な
し
に
て
ぞ
お
し
は
か
る

｛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
）

南
の
と
こ
ろ
に
か
か
ら
む
と
は
、

 
今
日
見
れ
ば
山
の
女
ぞ
遊
び
け
る

｛
野
の
お
き
な
急
ら
む
壷
に
朗

ω
は
、
熔
岩
が
、
北
山
に
行
っ
た
時
、
道
案
内
の
者
が
遂
に
来
な
か
っ
た
の
で

「
や
っ
と
の
こ
と
で
狐
坂
に
来
た
」
、
と
い
う
「
来
つ
」
に
「
き
つ
ね
」
を
か
け

て
、
下
句
起
し
で
詠
ん
だ
。
そ
れ
を
受
け
て
、
俊
頼
は
（
「
こ
う
こ
う
」
と
い

う
狐
の
鳴
き
声
を
「
来
う
来
う
」
に
か
け
て
、
そ
れ
を
道
し
る
べ
と
し
て
、
や

っ
と
の
こ
と
馬
を
走
ら
せ
て
来
た
と
応
酬
し
た
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
。
②

は
、
白
い
着
物
に
ポ
・
の
が
こ
ぼ
れ
て
い
か
に
も
、
ま
ぬ
け
た
風
に
み
え
る
男
だ

と
、
仲
実
の
も
と
に
来
て
仕
事
を
し
て
い
る
侍
を
椰
楡
し
た
句
で
、
同
音
を
ふ

ん
で
い
る
の
も
技
巧
的
で
、
そ
れ
に
対
し
て
俊
頼
は
「
腹
黒
い
こ
と
で
は
有
名

で
あ
る
け
れ
ど
」
と
、
「
し
ろ
た
へ
」
に
「
腹
ぐ
う
し
」
と
の
色
彩
対
比
を
中

心
に
あ
し
ら
っ
た
。
㈲
は
、
あ
る
人
が
僧
に
夜
食
を
ふ
る
ま
っ
た
時
に
、
固
い

梨
が
あ
っ
た
の
を
「
か
た
な
し
」
と
い
う
不
首
尾
に
終
る
意
に
か
け
、
 
「
今
日

の
事
は
、
こ
の
固
梨
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
台
な
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
翌
翌
は
、
そ
れ
を
「
方
角
な
し
」
と
う
け
ど
り
、
「
南
」

（72）



嚇

と
し
、
同
時
に
「
想
見
」
に
か
け
、
複
雑
な
技
巧
的
唱
和
に
な
っ
て
い
る
の
が

そ
の
ね
ら
い
。
ω
は
、
「
山
女
を
み
て
」
と
詞
書
に
あ
る
。
山
女
と
は
「
あ
け

び
」
の
異
名
。
そ
れ
に
対
し
て
「
野
老
（
と
ろ
ろ
い
も
）
」
の
異
名
に
あ
た
る

「
野
の
お
き
な
」
を
配
し
て
答
え
た
機
智
が
中
心
。
な
お
、
女
に
男
、
、
山
に
野

の
対
比
が
含
ま
れ
て
い
る
。
以
上
、
八
句
と
も
仲
実
と
俊
頼
と
の
連
歌
は
、
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

べ
て
こ
と
ば
の
遊
戯
的
や
り
と
り
の
興
味
に
終
始
し
、
ほ
ん
の
一
寸
し
た
平
凡
，

な
機
を
と
ら
え
、
二
人
は
面
白
く
連
歌
に
う
ち
興
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
総
じ

て
短
連
歌
は
、
な
ん
の
他
愛
も
な
い
場
に
お
い
て
取
り
交
わ
さ
れ
る
所
に
、
歌

で
は
み
ら
れ
な
い
お
か
し
み
が
あ
り
、
中
世
に
無
心
連
歌
と
呼
ば
れ
た
の
も
こ

う
し
た
俳
譜
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

．
次
に
多
い
の
ば
、
隆
源
阿
智
梨
、
承
源
法
師
、
肥
後
ら
と
交
わ
し
た
六
三
で

あ
る
コ
次
に
そ
の
主
な
句
を
抄
し
て
お
く
ゆ

⑥
隆
源
阿
閣
梨
と
俊
頼

⊥
韓
醜
餐
韓
脚
惣
λ
て
け
り
離
 

 
 
 
 
 
 
 
 
コ
め
や
く

②
蕉
灘
繍
藤
飢
ω
る
↓
な
 
錘

 
隆
々
は
、
藤
原
通
宗
の
次
子
で
、
後
拾
遺
集
撰
者
藤
原
通
俊
の
甥
。
六
条
家

の
祖
顕
季
と
は
姻
戚
関
係
（
隆
源
の
姉
は
顕
界
の
弟
墨
字
に
嫁
す
）
に
あ
る
か

ら
歌
壇
的
に
そ
の
交
友
も
広
く
散
木
集
に
よ
る
ど
長
治
三
年
（
一
一
〇
六
）
中

納
言
重
資
の
大
井
川
造
遙
の
時
に
は
俊
頼
・
顕
季
・
面
面
・
敦
隆
（
俊
頼
の
妻

の
父
・
万
葉
次
点
者
）
と
共
に
同
行
。
仲
実
朝
臣
女
子
根
合
・
堀
河
初
度
百
首

・
山
家
五
番
歌
合
な
ど
に
は
笹
屋
と
同
席
し
て
い
る
。
歌
学
書
「
隆
源
口
伝
」

の
著
者
。

源
俊
頼
と
連
歌
 
一
そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
一
'

ω
は
、
隆
源
の
「
い
た
ち
は
じ
か
み
」
（
山
椒
の
異
名
）
に
対
し
て
俊
頼
は
「
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ず
み
も
ち
」
〈
玉
椿
の
異
名
）
を
配
し
た
。
い
た
ち
と
ね
ず
み
の
取
合
わ
せ
が

巧
妙
で
あ
る
。
、
②
は
、
長
如
来
と
い
う
棋
士
の
碁
を
見
て
の
作
で
、
歌
僧
隆
源

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
ゃ
く

は
長
如
来
と
い
う
名
に
興
味
を
持
っ
た
ら
し
く
、
仏
教
的
に
如
来
と
利
益
と
を

結
び
つ
け
、
俊
頼
も
こ
れ
を
う
け
て
天
王
寺
の
凡
夫
と
い
う
仏
教
的
用
語
を
配

し
て
前
句
を
よ
く
生
か
し
た
句
に
な
っ
て
い
る
・
ω
一
ω
と
も
名
詞
の
付
け

合
い
で
、
し
か
も
、
そ
こ
に
言
語
と
し
て
の
対
立
関
係
を
取
り
あ
げ
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

㈲
承
源
法
師
と
俊
頼

 
承
源
法
師
は
、
散
木
集
で
は
連
歌
の
み
に
名
を
残
し
た
僧
で
、
歌
は
な
い
。

 
 
 
う
ん
ぎ

⊥
騰
選
書
擁
し
た
り
け
る
・
蜷

三
民
鵜
麓
蟻
ぞ
似
た
り
け
る
壁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
ω
の
面
白
さ
は
、
「
論
義
」
を
音
韻
の
類
似
か
ら
味
噌
を
す
る
れ
ん
ぎ
（
す

り
こ
ぎ
）
に
見
た
て
、
回
数
（
論
義
）
が
味
噌
も
醤
（
ひ
し
ほ
）
も
一
'
緒
に
台

な
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
か
ら
か
っ
た
も
の
で
、
僧
侶
ら
し
い
前
句
で
あ

る
。
俊
頼
は
、
そ
れ
を
う
け
て
「
唐
僧
」
を
「
豆
単
（
豆
を
い
っ
て
造
っ
た
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ゆ

し
ほ
）
」
に
か
け
て
、
唐
の
学
僧
を
豆
醤
と
一
緒
に
し
て
、
こ
れ
ま
た
、
椰
煙

し
た
掛
け
合
い
に
な
っ
て
い
る
所
に
面
白
き
が
あ
る
。
こ
れ
も
名
詞
の
対
立
関

係
を
つ
い
た
も
の
。
ω
は
、
ち
ま
き
で
作
っ
た
馬
（
端
午
に
用
い
た
小
児
用
玩
具
）

に
対
し
て
胡
瓜
に
四
本
の
棒
を
さ
し
て
牛
の
形
に
し
た
も
の
を
（
孟
蘭
盆
の
供

物
）
配
し
た
と
こ
ろ
に
詞
と
共
に
内
容
の
面
白
さ
を
つ
い
た
連
歌
で
あ
る
。

㈲
肥
後
と
俊
頼

（， 73 ）
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肥
後
守
藤
原
定
成
の
女
。
肥
後
も
ま
た
、
堀
河
院
歌
壇
を
構
成
す
る
下
部
メ
・

ン
バ
ー
の
重
要
な
女
流
歌
人
。
関
白
師
実
に
仕
え
た
の
で
京
極
関
白
家
肥
後
止

も
言
い
、
ま
た
'
一
方
、
二
条
太
皇
太
后
令
子
内
親
王
（
師
実
の
孫
）
に
仕
え
た

の
で
二
条
皇
太
后
宮
肥
後
、
そ
の
他
仕
え
た
人
に
よ
り
前
斎
院
肥
後
、
金
葉
集

に
は
皇
后
宮
肥
後
と
し
て
登
場
。
摂
関
家
鴇
皇
室
両
方
面
に
関
係
を
も
つ
肥
後

は
、
堀
河
院
百
首
に
は
両
度
と
も
参
加
し
、
当
時
の
有
力
な
歌
人
た
ち
と
同
座

し
た
。
い
わ
ゆ
る
コ
一
条
太
皇
太
后
宮
」
関
係
の
女
房
歌
人
の
一
人
で
あ
る
。

散
木
集
を
み
る
と
、
明
月
の
夜
、
俊
頼
は
肥
後
の
許
に
ゆ
き
歌
を
詠
ん
だ
り
、

堀
河
院
が
肥
後
の
家
の
山
吹
を
き
こ
し
め
し
た
あ
と
、
俊
頼
が
宣
旨
に
よ
っ
て

．
そ
の
返
し
歌
を
贈
っ
た
り
、
俊
頼
と
は
同
じ
歌
人
グ
ル
ー
プ
と
し
て
私
的
に
も

か
な
り
親
交
を
結
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
も
ま
た
連
歌
に
関
心
を
も
っ

て
い
た
。

⊥
難
壁
禁
蕎
敵
た
れ
鎚

乳
鉢
羅
纒
緩
つ
ら
む
麺

 
ω
は
、
堀
河
院
の
時
の
作
。
 
（
瓜
船
と
は
、
瓜
を
二
つ
に
切
っ
た
も
の
。
そ

の
一
片
が
船
の
形
に
似
て
い
る
か
ら
か
く
い
う
）
肥
後
が
船
の
縁
か
ら
熟
れ
す

ぎ
て
い
る
こ
と
を
「
海
過
ぎ
て
来
た
」
と
面
白
く
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
俊
頼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
な
そ
こ

は
（
さ
ら
に
縁
語
と
し
て
「
波
」
を
配
し
、
「
水
底
」
を
「
皆
其
処
」
に
掛
け

て
照
応
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
二
三
と
も
、
掛
詞
と
縁
語
と
に
よ
る
表
現
技
法
で

応
酬
し
て
い
る
の
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。

ω
に
は
、
 
「
雀
の
き
ざ
は
し
の
男
柱
に
み
て
な
く
を
み
て
」
と
い
う
詞
書
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

る
。
肥
後
は
、
そ
れ
を
す
ず
め
（
女
）
が
男
柱
の
と
こ
ろ
で
泣
い
て
い
る
情
景

と
し
て
、
女
と
男
柱
（
階
の
端
に
あ
る
柱
）
と
の
対
立
連
想
に
み
た
て
た
の
が

中
心
。
そ
れ
に
対
し
で
俊
頼
は
、
「
階
（
き
ぎ
は
し
）
が
つ
れ
な
く
言
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
付
け
た
。
 
「
き
ざ
は
し
た
な
く
」
に
「
階
」
と
「
は

し
た
な
く
」
を
掛
け
た
物
名
的
な
面
白
さ
を
以
て
答
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
付

合
は
、
複
雑
な
言
語
的
技
巧
を
用
い
て
な
か
な
か
妙
を
得
た
照
応
で
あ
る
。

㈹
そ
の
他
の
連
歌

 
句
数
は
少
な
い
が
、
佳
作
と
思
わ
れ
る
俊
頼
と
の
唱
和
の
句
を
若
干
取
り
あ

げ
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
、
ζ
れ
ら
の
申
に
は
、
源
国
信
が
登
場
し
て
く
る
。
村
上
天
皇
語
漏
右

大
臣
顕
正
の
子
。
堀
河
院
近
臣
と
し
て
堀
河
院
内
裏
歌
壇
の
中
心
的
位
置
に
あ

り
、
俊
頼
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。

⊥
齢
毅
鶴
蒙
脈
到
り
麺

 
詞
書
に
は
・
「
堀
河
院
の
御
時
出
納
が
腹
立
ち
て
、
へ
や
の
衆
と
い
ふ
も
の
を

み
く
ら
の
下
に
こ
む
る
を
き
き
て
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
蔵
人
所
出
納
の
役
人

が
、
腹
を
立
て
て
、
し
も
べ
（
雑
役
に
従
っ
た
下
級
の
役
人
）
を
蔵
の
中
に
閉

じ
込
め
た
と
い
う
或
る
日
の
出
来
事
の
ひ
と
こ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
っ
画
伯
の
付

句
も
気
が
き
い
て
い
る
。
大
言
海
に
は
「
平
安
朝
時
代
ニ
ハ
蔵
人
所
ノ
シ
モ
ベ

ヲ
、
へ
や
の
し
う
ト
言
ヘ
リ
、
散
木
集
二
見
エ
タ
リ
。
」
と
し
て
こ
の
連
歌
を

例
示
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
対
句
表
現
を
中
心
と
し
た
連
歌
を
あ
げ
て
み
る
と

次
の
よ
う
な
唱
和
が
あ
る
。

伽
｛
趨
髭
鞭
類
し
■
（
津
守
鐸

（74）
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も

（3）（4）（5） 
ω
に
お
い
て
「
田
笠
↓
畑
」

互
の
対
句
。

さ
め
」
な
ど
、

歌
的
拝
情
と
は
全
く
絶
縁
さ
れ
た
境
地
で
あ
る
。

対
し
て
普
通
名
詞
の
「
く
ぼ
田
」
を
以
て
照
応
さ
せ
て
い
る
。
㈲
は
、
難
問
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
き
じ

ま
た
対
句
表
現
を
と
る
。
た
る
木
に
山
の
う
つ
は
り
（
陰
子
の
異
名
）
を
さ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
い
る
と
い
う
前
句
に
対
し
て
「
軒
端
に
海
の
月
（
く
ら
げ
）
を
宿
し
て
い
る
」

と
慈
雲
坊
は
こ
の
難
問
を
巧
み
に
さ
ば
い
て
い
る
。
散
木
集
中
俊
頼
の
前
句
は

珍
し
い
。
 
（
僅
か
に
三
句
）
．

 
国
基
は
、
海
神
の
住
吉
神
社
に
奉
仕
す
る
世
襲
の
神
主
家
。
基
綱
も
俊
頼
と

は
親
し
い
歌
人
同
志
で
あ
る
。
慈
雲
坊
は
、
歌
人
と
い
う
よ
り
俊
頼
の
連
歌
の

親
し
い
相
手
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
も
俊
頼
の
連
歌
の
相
手
に
は
、
女
流
歌
人

と
し
て
は
、
ゆ
り
は
な
．
、
四
条
宮
甲
斐
ら
と
も
唱
和
し
て
い
る
し
、
後
拾
遺
時

代
に
さ
か
の
ぼ
る
歌
人
に
は
、
備
中
守
政
長
・
長
済
律
師
・
孝
清
・
隆
成
・
二

三
・
成
元
・
そ
れ
に
俊
頼
の
妻
の
父
敦
隆
も
い
る
。
金
葉
集
歌
人
と
し
て
は
、

関
白
忠
通
の
墨
堤
時
代
の
連
歌
、
雅
光
（
国
信
の
弟
）
、
顕
国
（
国
信
の
子
）

安
芸
守
重
基
、
そ
の
他
多
く
、
俊
頼
の
連
歌
唱
和
の
相
手
は
、
高
位
高
官
に
限

ち
ず
名
も
な
き
僧
、
女
性
ま
で
そ
の
親
交
範
囲
は
極
め
て
広
い
。
紙
幅
の
関
係

身
の
う
れ
へ
刹
那
が
ほ
ど
も
休
め
ば
や
（
平
大
進
基
綱
）

霧
念
の
な
ぐ
さ
む
ば
か
り
 
．
（
俊
）

高
畑
い
と
高
し
と
も
見
え
ぬ
か
な
 
（
よ
み
嬉
し
ら
ず
）

｛
く
ぼ
田
も
か
く
や
く
ぼ
な
ら
ざ
ら
む
噛
（
俊
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

 
た
る
き
に
は
山
の
う
つ
は
り
さ
し
て
け
り
 
 
 
（
俊
）

｝ の
き
ば
に
海
の
月
を
や
ど
し
て
 
 
 
 
 
（
慈
雲
坊
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
「
牛
一
↓
馬
鍬
」
は
、
矛
盾
し
た
言
葉
相

 
 
㈲
に
は
、
 
「
身
の
う
れ
へ
～
Ψ
刹
那
」
と
「
須
璽
↓
心
の
な
ぐ

 
 
 
こ
の
唱
和
で
は
特
に
漢
語
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
如
き
和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ω
は
、
地
名
の
「
高
畑
」
に

源
俊
頼
と
連
歌
 
し
そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
i

で
散
木
集
の
凡
て
の
連
歌
に
は
ふ
れ
得
な
い
が
、
大
体
の
傾
向
は
以
上
で
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
項
の
最
後
に
、
俊
頼
と
俊
重
父
子
の
唱
和
六
コ
口

あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
、
ま
と
め
と
し
た
い
。

（1）（2）（3）

 
 
 
 
 
 
 
ロ

 
川
尻
に
船
の
圏
へ
と
も
の
見
ゆ
る
か
な

｛ 潮
の
ひ
る
と
て
さ
わ
ぐ
な
る
ら
む

 
つ
り
殿
の
下
に
は
魚
や
す
ま
ざ
ら
む

｛
 
う
つ
ば
り
の
か
げ
そ
こ
に
み
え
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

 
石
山
の
鐘
の
声
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ

｛ た
が
う
ち
な
し
に
高
く
な
る
ら
む

（
俊
頼
）

（
俊
重
）

（
俊
頼
）

（
俊
重
）

（
俊
頼
）

（
俊
重
）

 
ω
は
、
刑
部
悪
道
時
（
俊
頼
の
兄
）
が
潮
湯
浴
に
津
の
国
に
旅
を
し
た
時
、

誤
爆
も
俊
重
を
つ
れ
て
同
行
し
た
、
い
わ
ば
気
の
お
け
な
い
一
族
の
旅
で
あ
っ

た
だ
け
に
、
ま
こ
と
に
藷
誰
的
な
唱
和
に
な
っ
て
い
る
。
「
川
尻
」
か
ら
の
連

想
で
、
「
船
の
へ
」
は
、
「
屍
」
に
掛
け
た
面
白
さ
に
あ
り
、
俊
重
も
、
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

を
承
け
て
船
の
ひ
し
め
い
て
い
る
の
は
、
潮
の
埋
る
た
め
で
あ
る
と
見
た
て
「

 
 
ヘ
 
 
へ

屍
を
ひ
る
」
に
掛
け
、
笑
い
興
じ
た
の
で
あ
る
。
連
歌
に
お
け
る
三
四
精
神
の

萌
芽
は
、
こ
う
し
た
所
に
も
見
え
始
め
、
和
歌
の
世
界
で
は
到
底
出
来
な
い
芸

当
で
あ
る
。

 
㈲
は
、
「
つ
り
殿
」
に
対
し
て
「
う
つ
ば
り
」
（
梁
）
を
以
て
し
、
「
う
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

ば
り
」
に
は
同
時
に
「
つ
り
ば
り
」
を
掛
け
、
「
そ
こ
」
に
「
其
処
」
と
水
の

 
へ「

底
」
を
掛
け
る
と
い
う
掛
詞
の
技
法
の
面
白
さ
が
中
心
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
な
か
み

 
㈹
は
、
俊
頼
が
亡
き
父
書
信
の
田
上
荘
に
俊
重
を
伴
な
っ
た
時
の
連
歌
で
、

詞
書
に
、
 
「
日
の
暮
れ
が
た
に
石
山
の
か
た
に
鐘
の
声
の
聞
え
け
れ
ば
、
く

ち
す
さ
び
に
」
と
あ
る
か
ら
意
識
的
に
連
歌
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま

い
。
石
山
寺
の
方
か
ら
聞
え
て
観
る
鐘
に
、
ふ
と
口
吟
し
た
の
を
俊
重
が
き
い

（75）



v

て
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
付
句
の
中
心
は
、
「
う
ち
な
ら
す
」
に
「
磐
」
 
（
う

ち
な
し
1
1
古
代
の
楽
器
）
を
掛
け
て
答
え
た
の
で
あ
る
。
亡
き
経
信
の
田
上
荘

に
お
い
て
石
山
寺
の
鐘
を
静
か
に
聞
い
て
い
る
俊
頼
父
子
の
姿
が
浮
ん
で
く

る
。
ω
・
ω
に
く
ら
べ
る
と
、
石
山
寺
と
い
う
背
景
の
故
か
、
珍
し
く
和
歌
的

情
趣
が
感
じ
ら
れ
る
唱
和
と
い
え
よ
う
。

 
以
上
、
散
木
集
に
お
け
る
連
歌
の
様
相
を
主
と
し
て
三
寸
を
め
ぐ
る
人
た
ち

・
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
ま
だ
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
作
品
が
あ
る
が
、
佳
作

と
思
わ
れ
る
も
の
を
摘
録
し
て
、
そ
の
内
容
の
特
色
を
検
討
し
よ
う
と
し
た
の

が
目
標
で
あ
る
。

 
さ
て
、
短
連
歌
の
性
質
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
和
歌
と
異
な
り
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
ヘ
 
 
へ

べ
て
機
智
問
答
（
同
時
に
奇
智
問
答
で
も
あ
る
）
・
当
意
即
妙
の
対
応
唱
和
の

申
に
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
機
智
問
答
は
い
か
な
る
発
想
で
成
立
す

る
の
か
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
新
奇
な
着
想
に
よ
る
前
句
と
付
句
と
の
照
応
の
中

に
成
立
し
、
そ
の
根
元
が
着
想
（
心
）
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
解
決
し
な
い
。
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
そ
の
着
想
の
表
現

化
と
い
う
こ
と
ば
の
技
法
・
運
用
が
短
連
歌
唱
和
の
場
に
は
重
要
な
契
機
を
作

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
長
連
歌
と
の
大
き
な
相
違
も
こ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で

調
査
の
結
果
、
機
智
頓
才
と
い
う
短
連
歌
の
基
底
を
、
ω
着
想
（
心
）
と
ω
表

現
（
詞
）
と
に
大
別
し
、
そ
の
大
半
以
上
は
着
想
と
い
う
内
容
面
に
支
え
ら
れ

つ
つ
も
表
現
と
い
う
詞
の
問
題
に
帰
す
る
結
論
を
得
た
。
今
、
こ
れ
を
散
木
奇

歌
集
短
連
歌
百
八
句
（
五
十
四
連
）
 
（
但
し
、
工
芸
前
句
欠
と
俊
頼
の
唱
和
一

連
を
除
い
た
数
）
を
分
析
し
て
み
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
っ
た
。

基
 
 
底
 
 
要

素

句

数

帰

着
 
 
想

（
心
）

表
 
 
現

（
詞
）

「
矛

難譜釣

舟問誰巨人

掛

詞

対
句
的
表
現

畳
語
同
音

縁

諏ロ野

駆
 
 
句
（
四
連
）

山口

@
 
 
句
（
一
二
連
）

六
 
句
（
三
連
）

四
 
 
句
（
二
連
）

二
 
 
句
（
一
連
）

四
十
句
（
二
十
連
）

二
十
二
句
（
十
一
連
）

十
八
句
（
九
連
）

二
 
 
句
（
一
連
）

二
十
六
句

（
十
三
連
）

八
十
二
句

（
四
十
一
連
V

 
右
の
表
の
通
り
、
短
連
歌
に
お
け
る
機
智
着
想
の
大
方
は
、
表
現
技
法
に
支

え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
約
三
倍
に
も
達
し
て
い
る
。
着
想
の
要
素
は
、
矛
盾
・

難
問
・
講
誰
な
ど
多
く
、
表
現
技
法
の
要
素
と
し
て
は
、
掛
詞
に
よ
る
修
辞
が

最
も
多
く
、
対
句
的
表
現
・
畳
語
同
音
・
縁
語
の
順
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に

着
想
・
表
現
に
大
別
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
者
が
全
く
別
々
に
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
は
、
心
・
窪
い
ず
れ
と
も
混
じ
り
合
っ
て
機

智
は
発
現
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
着
想
の
要
素
相
互
間
、
表
現
の
要
素

相
互
間
に
あ
っ
て
も
関
係
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
孤
立
し
て
い
る
場
合
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
要
素
は
、
そ
の
中
か
ら
特
に
作
者
同
志

が
意
識
的
に
配
慮
し
た
も
の
を
抜
き
出
し
て
整
理
し
た
表
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

（76）



ノ

は
、
散
木
集
の
短
連
歌
の
み
で
な
く
、
俊
頼
髄
脳
、
金
葉
集
な
ど
に
取
り
あ
げ

ら
れ
た
作
品
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 

 
 
三
 
俊
頼
の
連
歌
観
と
金
葉
集
の
連
歌

 
 
（

 
俊
頼
の
連
歌
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
彼
は
連
歌
に
つ
い
て
、
「
連
歌

と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
例
の
歌
の
な
か
ら
を
い
ふ
な
ザ
。
本
末
心
に
ま
か
す
べ

し
。
そ
の
な
か
ら
が
う
ち
に
、
い
ふ
べ
き
事
の
心
を
い
ひ
は
つ
る
な
り
。
心
残

り
て
、
付
く
る
人
に
い
ひ
は
て
さ
す
る
は
《
わ
う
し
と
す
。
例
へ
ば
、
『
夏
の

夜
を
み
じ
か
き
も
の
と
い
ひ
そ
め
し
』
と
い
ひ
て
、
『
人
は
物
を
や
思
は
ざ
り

け
む
』
と
末
に
言
は
せ
む
は
わ
う
し
。
此
歌
を
連
歌
に
せ
む
時
は
、
 
『
夏
の
夜

を
み
じ
か
き
も
の
と
思
ふ
か
な
』
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
さ
て
ぞ
か
な
ふ
べ
き
。
」

（
愚
意
髄
脳
）
と
説
明
し
、
既
出
ω
佐
保
川
の
（
万
葉
）
、
ω
白
露
の
（
後
撰
）

㈲
人
心
（
拾
遺
）
の
三
連
を
例
示
し
、
ω
・
㈲
は
、
短
連
歌
に
か
な
っ
て
い
る

が
、
ω
の
頭
句
「
佐
保
川
の
水
を
せ
ぎ
あ
げ
て
植
ゑ
し
田
を
」
に
つ
い
て
は
、

「
よ
も
わ
う
か
ら
じ
と
思
へ
ど
、
心
残
り
て
末
に
つ
け
あ
ら
は
せ
り
。
い
か
な

る
．
事
に
か
。
」
と
評
し
た
。
「
そ
の
な
か
ら
が
う
ち
に
、
い
ふ
べ
き
こ
と
の
心

を
い
ひ
は
つ
る
な
り
心
」
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
俊
頼
に
と
っ
て
は
当
然

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ζ
う
い
う
言
い
残
し
の
前
句
の
例
は
、
万
葉
の
こ
の
句
の

み
で
は
な
く
、
「
か
ち
人
の
渡
れ
ど
濡
れ
ぬ
え
に
し
あ
れ
ば
」
 
（
伊
勢
物
語
）

「
あ
ふ
ひ
か
と
聞
け
ど
も
よ
そ
に
橘
の
」
 
（
蜻
蛉
日
記
）
な
ど
い
ず
れ
も
そ
う

で
あ
り
、
下
句
を
付
け
る
人
に
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
要
求
が
す
で
に
あ
っ
た

た
め
、
こ
の
よ
う
な
未
完
の
形
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
院
政
期
に
な
る
と
連
歌
の
独
立
性
は
、
理
論
の
み
で
な
く
、
実
際
の
作
品

の
上
に
完
全
に
実
施
さ
れ
、
散
木
集
、
金
葉
集
の
唱
和
に
は
未
完
の
前
句
は
一

三
俊
頼
と
連
歌
 
．
門
そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
一

句
も
な
い
。
俊
頼
髄
脳
に
は
、
た
だ
一
連
「
ま
な
ご
み
の
ほ
り
か
ね
ば
か
り
深

け
れ
ば
」
 
（
女
房
）
「
め
み
つ
か
と
こ
そ
あ
な
づ
ら
れ
け
れ
」
 
（
高
倉
尼
上
）

が
あ
る
。
高
倉
の
尼
上
は
、
経
信
の
母
。
円
融
朝
頃
の
女
流
歌
人
で
時
代
は
さ

か
の
ぼ
る
。
俊
頼
は
こ
の
唱
和
を
説
明
し
て
「
人
の
や
せ
て
目
の
深
か
り
け
れ

ば
、
た
は
ぶ
れ
て
し
け
β
と
そ
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
滑
稽
譜
諺
の

着
想
か
ら
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
ω
「
奥
山
に
船
こ
ぐ
音

の
き
こ
ゆ
る
圃
」
 
（
躬
恒
）
ω
「
誰
ぞ
こ
の
な
る
と
の
浦
に
冠
す
る
國
」
 
（
よ

み
卸
し
ら
ず
）
㈹
「
い
な
り
山
ね
ぎ
を
た
つ
ね
て
ゆ
く
鳥
は
」
 
（
頼
綱
）
な
ど

の
前
句
に
つ
い
て
は
何
も
批
評
し
て
い
な
い
。
ω
躬
恒
は
噛
古
今
集
歌
人
、
ω

は
、
「
よ
み
更
し
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
実
方
申
将
が
付
け
て
い
る
か
ら
拾
遺
集

時
代
。
㈲
源
頼
綱
は
、
後
拾
遺
時
代
で
、
こ
れ
ま
た
金
葉
集
時
代
以
前
の
作
品

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
前
句
は
、
い
わ
ゆ
る
「
問
い
か
け
」
で
付
句
の
答
え
を
要

求
は
し
て
い
る
が
、
俊
頼
は
独
立
し
た
句
と
し
て
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
は
」
は
、
係
助
詞
で
は
あ
る
が
、
三
矢
重
松
博
士
の
如
く
「
感
嘆
を
表
わ
す

も
の
」
の
中
に
、
「
か
な
」
「
よ
」
「
な
」
と
共
に
入
れ
て
い
る
の
を
み
る
と

俊
頼
の
考
え
も
理
解
出
来
る
。
 
（
「
高
等
日
本
文
法
」
参
照
）

 
認
知
は
、
「
俊
頼
髄
脳
」
の
中
に
多
く
の
連
歌
を
収
録
し
て
い
る
。
そ
の
中

で
金
葉
集
に
採
用
し
た
の
が
二
十
八
句
（
十
四
連
）
。
金
葉
集
の
全
句
数
は
、

三
十
八
句
（
十
九
連
）
。
三
十
八
句
の
中
、
二
十
八
句
ま
で
俊
頼
髄
脳
か
ら
採

用
し
て
い
る
か
ら
そ
の
比
率
は
大
き
い
。
い
わ
ば
、
「
俊
頼
髄
脳
」
は
、
金
葉

集
連
歌
材
料
提
供
の
宝
庫
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
両
面
の

重
複
句
と
な
っ
た
金
葉
集
の
短
連
歌
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ

う
。
こ
の
類
別
方
法
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
先
の
散
木
集
の
場
合
と
同
様
で
あ

る
。
金
葉
集
連
歌
の
場
合
で
も
機
智
頓
才
の
妙
味
は
、
そ
の
着
想
に
あ
る
こ
と

（77）



'

は
勿
論
だ
が
、
表
現
化
と
い
う
詞
に
関
係
す
る
修
辞
技
法
の
多
か
っ
た
結
論
を

得
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
こ
う
。

㈲
掛
詞
・
縁
語
を
用
い
た
作
品

⊥
嫡
鑓
知
轄
麗
な
れ
（
神
薇
動
 

 
こ
の
句
に
は
、
「
加
茂
の
御
社
に
て
物
つ
く
音
の
し
け
る
を
聞
き
て
」
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ね

う
詞
書
が
あ
る
。
 
「
杵
と
巫
女
」
・
「
長
く
」
と
「
慧
く
」
が
掛
詞
。

㈲
｛
韓
輪
講
籍
賜
講
駐
蠕
聴

 
こ
れ
も
加
茂
関
係
の
連
歌
心
和
泉
式
部
が
、
下
加
茂
町
に
詣
で
て
わ
ら
ぐ
つ

に
足
を
く
わ
れ
た
時
の
作
。
「
神
と
紙
」
．
・
「
足
が
人
体
の
下
に
あ
る
所
か
ら

三
加
茂
に
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
掛
詞
と
な
る
。
、

㈲
｛
即
製
愚
書
渡
る
か
な
轟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
「
鴨
」
と
「
鶴
」
．
・
「
つ
る
は
ぎ
」
と
「
か
り
袴
」
之
が
、
縁
語
。
「
借
り
」

と
「
雁
」
・
「
惜
し
」
と
「
鴛
鴛
」
と
が
言
詞
。
こ
の
唱
和
す
べ
て
縁
語
と
掛

詞
で
構
成
さ
れ
た
秀
句
。

㈹
対
句
的
表
現
の
作
品

 
 
あ
づ
ま
う
ど

蕊
嫉
鰐
遠
漕
黙
む
熱
騒
 
．

 
「
あ
づ
ま
」
と
「
み
ち
の
国
」
、
 
「
北
」
と
「
越
」
が
対
句
。
さ
ら
に
「
越
」

に
は
「
来
し
」
を
掛
け
て
い
る
し
、
前
句
内
で
は
、
東
と
北
の
対
句
、
付
句
内

で
は
、
北
に
関
連
し
て
「
み
ち
の
く
」
と
「
越
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
対
句
と
い
う

複
雑
な
構
成
を
な
し
て
い
る
。

ω
蕪
羅
鷲
謡
講
婦
鰭
 

 
 
こ
の
唱
和
は
、
ざ
ら
に
は
っ
き
り
し
た
対
句
表
現
で
、
同
音
ま
で
そ
れ
ぞ
れ

 
の
句
に
置
い
て
機
智
の
照
応
を
試
み
て
い
る
。

∴
購
鐸
智
慧
％
れ
塩
赫
繍
 

 
 
こ
の
句
も
対
句
を
な
し
、
難
問
の
下
句
起
し
で
も
あ
る
。
「
く
ろ
」
は
、
「

 
 
 
 
く
ろ

黒
」
と
「
畔
」
を
掛
け
る
。
付
句
は
こ
れ
を
受
け
て
田
に
「
な
は
し
ろ
」
を
以

 
て
し
、
「
か
げ
」
に
は
馬
の
縁
か
ら
黒
と
の
対
比
で
「
鹿
毛
」
と
h
影
」
と
を

，
掛
け
、
複
雑
な
前
句
を
都
合
よ
く
さ
ば
い
て
い
る
。
こ
の
対
句
的
表
現
を
能
勢

朝
次
氏
は
、
短
連
歌
の
第
三
の
発
展
期
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
（
「
聯
句
と
連
歌
」

．
参
照
）

 
以
上
は
、
い
ず
れ
も
後
拾
遺
集
時
代
の
短
連
歌
で
あ
る
。
，
 
 
 
'

◎
枕
詞
を
用
い
た
作
晶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
せ
ん

  

@｛
熨
女
﨤
i
覧
た
り
け
れ
（
潮
蕪
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
前
句
は
、
日
の
入
る
を
「
紅
花
」
に
見
た
て
た
。
八
代
集
抄
に
「
へ
そ
に
似

た
り
と
な
り
。
」
と
註
し
て
い
る
の
も
面
白
い
。
付
句
で
は
「
く
れ
な
み
」
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

う
け
て
日
の
枕
詞
「
あ
か
ね
さ
す
」
を
用
い
、
染
色
法
の
「
茜
を
差
す
」
意
味

に
変
転
さ
せ
て
い
る
所
に
機
智
の
中
心
が
あ
る
。

鋤
着
想
を
中
心
と
し
た
作
品

 
次
は
、
主
と
し
て
着
想
そ
の
も
の
に
中
心
を
お
い
た
作
品
に
つ
い
て
み
る
。

た
だ
、
散
木
集
に
比
し
て
、
そ
の
数
も
少
な
く
勅
撰
集
と
い
う
性
質
上
、
い
ず

れ
も
整
い
す
ぎ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
素
材
の
領
域
か
ら
い
っ
て
も
散
木
集
の
連
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歌
の
世
界
の
方
が
広
く
て
面
白
い
。
着
想
と
し
て
の
要
素
に
つ
い
て
も
、
別
に

散
木
集
と
変
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
矛
盾
の
提
示
、
謎
問
答
な
ど
の
句
に
は

回
れ
た
も
の
が
あ
る
。

（1）（2）（3）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア

 
瓦
屋
の
板
ぶ
き
に
て
も
見
ゆ
る
か
な
（
よ
み
角
し
ら
ず
）

｛ つ
ち
く
れ
し
て
や
作
り
そ
め
け
む
 
 
 
 
 
（
助
成
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ょ
う
せ
ん

 
梅
の
花
が
さ
き
た
る
み
の
む
し
 
 
 
（
律
師
慶
雲
）

｛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ろ

 
雨
よ
ゆ
は
風
吹
く
な
と
や
思
ふ
ら
む
 
 
 
（
薬
王
丸
）

【
奥
な
る
を
も
や
は
し
ら
と
は
い
ふ
 
 
 
 
 
（
成
光
）

麺
わ
た
せ
ば
内
に
も
戸
を
ば
た
で
て
け
り
（
観
逞
法
師
）

 
ω
の
前
句
は
「
瓦
屋
」
 
（
瓦
を
造
る
家
、
あ
る
い
は
売
る
家
で
あ
ろ
う
か
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
れ

と
板
ぶ
き
と
の
矛
盾
の
提
示
に
対
し
て
、
・
付
句
は
ハ
瓦
の
原
料
の
土
塊
、
そ
れ

 
 
 
 
 
く
れ

に
う
す
板
の
榑
を
か
け
て
答
え
た
の
で
あ
る
。

吻
も
、
 
「
花
笠
」
・
と
「
簑
虫
」
と
の
矛
盾
を
含
む
情
景
設
定
に
対
し
て
、
「
雨
」

と
「
風
」
を
以
て
十
才
ば
か
り
の
薬
王
丸
が
つ
け
た
の
で
、
心
有
る
童
だ
と
ほ

め
て
法
師
に
し
た
と
俊
頼
髄
脳
は
伝
え
て
い
る
。
㈲
は
、
難
周
、
矛
盾
で
あ
る

と
同
時
に
、
謎
々
問
答
で
も
あ
る
。
 
「
奥
」
に
「
柱
」
 
（
端
く
は
し
V
に
み
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
 
 
 
 
 
ロ

て
る
）
の
矛
盾
の
提
示
に
対
し
て
、
．
付
句
は
「
内
の
戸
」
の
戸
に
「
外
」
を
か

け
て
解
決
を
与
え
て
い
る
。
難
問
と
い
う
着
想
が
心
の
内
部
発
想
に
属
し
て
い

な
が
ら
、
な
お
、
こ
と
ば
の
表
現
技
法
に
興
味
の
中
心
を
移
し
て
い
る
。
こ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
、
着
想
と
表
現
の
二
重
構
造
が
短
連
歌
に
お
け
る
重
要
な
性
格
を
決
定
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

 
鴎
 
俊
頼
と
連
歌
形
態

 
（

短
連
歌
の
形
態
は
、
上
下

（
五
・
七
・
五
）
が
前
句
と
な
る
の
が
普
通
で
あ

，
源
俊
頼
と
連
歌
 
1
そ
の
二
重
構
造
性
を
中
心
と
し
て
一

る
が
、
下
句
起
し
（
七
・
七
）
で
始
ま
る
句
の
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ

る
。
下
句
起
し
の
句
を
散
木
集
で
み
る
と
次
の
八
句
で
あ
る
。

（1）（2）（3）（4）

轡

（5）（6）（7）（8）

 
わ
っ
か
に
孤
坂
に
き
た
れ
り
 
 
 
 
 
 
（
事
実
）

｛
こ
う
意
い
ひ
け
る
し
る
べ
は
し
ら
せ
て
（
俊
頼
）

鳥
と
み
つ
る
は
う
さ
ぎ
な
り
け
り
 
（
六
波
羅
別
当
）

｛ こ
の
実
か
と
か
き
は
ま
ぐ
り
も
き
こ
ゆ
れ
ど
（
身
動
）

 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ

 
あ
ら
う
と
み
れ
ば
黒
き
鳥
か
な
 
 
 
（
頼
算
法
師
）

｛ さ
も
こ
そ
は
住
の
え
な
ら
め
よ
と
と
も
に
 
（
俊
頼
）

 
た
き
の
糸
見
に
く
る
人
も
な
し
（
よ
し
の
の
山
の
君
）

 
谷
川
の
心
細
さ
に
か
き
た
え
て

嚢
鷺
麓
麟
繕
鞍

｛
幕
縫
灘
腱
籔
な
ら
め

爵
需
慧
難
鹸
ま
で

｛
舞
避
難
灘
鞍
ふ
れ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
「
下
句
起
し
」
は
、

（
俊
頼
）

（
隆
成
）

（
俊
頼
）

（
孝
清
）

（
俊
頼
）

（
懐
季
）

（
俊
頼
）

 
以
上
の
句
で
あ
る
が
、

が
、
そ
の
主
想
・
主
題
を
先
取
り
し
、
下
句
形
式
を
と
っ
て
詠
む
た
め
に
付
け
る

方
は
、
普
通
の
上
句
起
し
よ
り
も
抵
抗
が
大
き
く
困
難
が
伴
な
う
。
つ
ま
り
、

逆
な
思
考
方
法
を
た
ど
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
詞
書
を
み
る
と
、
㈲
は

仲
実
の
付
け
得
な
か
っ
た
も
の
。
㈲
は
、
人
々
の
付
け
得
な
か
っ
た
も
の
で
、

㈹
は
、
政
長
の
代
り
に
付
け
た
と
い
う
よ
う
に
、
上
下
起
し
よ
り
も
困
難
な
事

 
（
帥
大
納
言
）

 
 
 
（
俊
頼
）

す
で
に
下
る
発
句
詠
出
の
作
者
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情
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
俊
頼
は
、
こ
の
八
句
で
も
分
る
通
り
、
そ
の
い
ず

れ
の
付
け
句
に
も
冴
え
た
照
応
を
み
せ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
下
句
起
し
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
的
意
識
で
下
句
を
そ
の
ま
ま

移
行
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
和
歌
に
お
け
る
下
句
は
上
句
を
承
け
て
意
味
が

完
結
す
る
と
い
う
位
置
に
あ
る
が
、
短
連
歌
の
「
七
・
七
」
は
、
俊
頼
の
い
う

「
い
ひ
は
つ
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
す
で
に
独
立
性
が
一
層
強
化
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
い
ひ
は
つ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
短
連
歌
の
「
下

句
起
し
」
の
場
合
に
お
い
て
も
、
想
・
詞
と
も
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
ま
た
、
俊
頼
は
「
本
末
心
に
ま
か
す
べ
し
」
と
も
言
っ
て
い
る
通
り
、

唱
和
は
、
上
滑
で
も
下
句
起
し
で
も
自
由
な
の
で
あ
る
。
発
生
史
的
に
み
れ
ば

山
田
孝
雄
博
士
の
所
説
で
は
、
．
天
暦
期
に
お
き
、
連
歌
史
上
第
二
期
に
位
置
づ

け
た
。
 
（
「
連
歌
及
び
連
歌
史
」
参
照
）
漸
次
、
そ
れ
は
発
達
し
て
金
葉
集
時

代
に
及
ぶ
が
、
実
際
の
数
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
、
俊
頼
関
係
の

短
連
歌
に
お
け
る
唱
和
実
態
を
表
示
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

関
係
書

唱
和
・
句
数

俊
頼
髄
脳

金
葉
集

散
木
集

総
 
計

上
句
唱
和
 
 
 
3
5
句

-o

46

下
句
唱
和

10

9
句

8
句

？一Z 1 91

句   ｛句

総
籔
（
舗
和
塑

90

38

㎜
句
 
 
賢
路

重
複
句
数

実

数

俊
頼
髄
贈
と
 
 
（
1
0
句
）
 
 
 
 
（
一
句
）
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
句
）

金
葉
集
と
の
軍
復
句
 
 
 
 
 
金
葉
集
と
散
木
集
と
の
重
複
句獅

句

 
こ
の
表
で
み
る
と
、
下
句
起
し
の
比
の
高
い
の
は
金
葉
集
で
あ
り
、
つ
い
で

俊
頼
髄
脳
、
散
木
集
の
順
に
な
る
。
金
葉
集
の
下
句
起
し
の
多
い
の
は
、
勅
撰

集
と
い
う
性
格
か
ら
、
無
頼
一
方
に
偏
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
金
葉
集
に
お
け
る
下
句
起
し
の
作
者
は
、
永
源
法
師
・
為
助
・
源
頼
光
・

 
 
き
ょ
う
し
ん
 
 
 
 

律
師
図
様
・
成
光
・
二
丁
法
師
・
よ
み
人
し
ら
ず
（
三
人
）
の
九
人
。
 
（
傍

線
五
人
は
髄
脳
と
金
葉
重
複
の
作
者
）
僧
侶
の
多
い
の
が
目
立
つ
。
頼
光
の
如

く
拾
遺
集
時
代
の
作
者
も
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
散
木
集
か
ら
た
だ

堀
場
金
葉
集
に
入
決
し
て
い
る
の
は
、
既
出
㈲
で
、
付
句
「
さ
も
こ
そ
は
」
の

作
者
は
．
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
実
は
、
・
俊
頼
で
あ
る
。
俊
頼
の
金
葉
・

集
連
歌
は
、
こ
の
一
句
の
み
で
あ
る
が
、
名
を
揮
っ
た
故
か
、
作
者
名
を
明
ら

か
に
せ
ず
に
終
っ
た
。
し
か
し
、
入
集
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
察
す
る
と
、

俊
頼
自
身
会
心
の
付
句
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
以
上
、
俊
頼
を
中
心
に
私
的
な
家
集
散
木
奇
歌
集
、
公
的
な
勅
撰
集
の
金
葉

集
、
さ
ら
に
歌
論
書
と
し
て
の
俊
頼
髄
脳
の
達
書
か
ら
、
金
葉
集
時
代
は
も
と

よ
り
、
そ
れ
以
前
の
短
連
歌
の
様
相
、
な
ら
び
に
俊
頼
自
身
の
作
品
、
連
歌
観

な
ど
を
さ
ぐ
っ
て
き
た
。
こ
と
に
俊
頼
髄
脳
は
、
連
歌
の
作
品
史
と
も
言
え

る
。
私
は
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
俊
頼
を
中
心
に
焦
点
を
あ
て
て
、
こ
の
期
を
主

と
す
る
連
歌
の
着
想
・
表
現
と
い
う
二
重
構
造
の
面
か
ら
考
え
て
き
た
。
ま
だ

申
世
の
鎖
連
歌
の
時
代
は
お
と
ず
れ
て
い
な
い
が
、
平
安
後
期
院
政
期
に
お
け

る
俊
頼
が
和
歌
の
み
で
な
く
、
連
歌
に
取
り
く
ん
だ
姿
勢
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
連
歌
お
よ
び
連
歌
史
を
考
え
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
連
歌
前
史
の
こ
の
期
を

素
通
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
に
は
一
斗
の
連
歌
史
に
残
し
た
大
き
な

足
跡
と
位
置
と
が
あ
っ
た
。
 
（
五
十
一
・
九
・
二
十
）

（80）


