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古
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撰
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け
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夕
の
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岩

崎

禮
 
太
 
郎

二

 
新
勅
撰
和
歌
集
（
以
下
、
「
新
勅
撰
集
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
）
に
お
け
る

た
な
ば
た

七
夕
の
歌
（
十
三
首
）
を
読
む
と
、
そ
の
配
列
の
妙
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
，
す
な
わ
ち
、
星
合
い
そ
の
も
の
の
情
景
・
情
感
を
詠
ん
だ
歌
五
首
を
中
央

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ぬ
ぎ
ぬ

部
に
置
き
、
そ
の
前
に
は
星
合
い
を
待
つ
歌
四
首
、
そ
の
後
に
は
七
夕
後
朝
の

歌
四
首
が
置
か
れ
て
お
り
、
首
尾
の
部
分
の
均
衡
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
、
整

然
と
し
て
か
つ
効
果
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
構
成
に
つ
い
て
の
細
か
い
考
察
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
新
古
今
和

歌
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
五
首
）
の
構
成
を
見
る
と
、
星
合
い
を
待
つ
歌

一
首
と
七
夕
後
朝
の
歌
二
首
と
の
間
に
、
星
合
い
に
つ
い
て
の
多
様
な
情
景
・
・

情
感
を
詠
ん
だ
十
二
首
の
歌
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
の
相
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
の
構
成
と
特
質
を
考
察
す

る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
古
今
和
歌
集
か
ら
千
載
和
歌
集
に
至
る
ま
で
の
勅
撰
集

 
 
 
 
 
 
（
1
）

に
お
け
る
七
夕
の
歌
の
特
色
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

 
古
今
風
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
一
首
）
を
見
る
と
、
星
合
い
を
待
つ
歌
三

首
、
後
朝
の
歌
二
首
と
の
間
に
、
星
合
の
歌
六
首
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

十
一
首
の
中
で
、
織
女
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
が
三
首
、
彦
星
に
な
り
代

っ
て
詠
ん
だ
歌
が
二
首
あ
り
、
そ
れ
ら
の
申
で
、

 
 
題
し
ら
ず

 
こ
ひ
こ
ひ
て
あ
ふ
夜
は
こ
よ
ひ
天
の
川
ぎ
り
た
ち
わ
た
り
あ
け
ず
も
あ
ら
な

・
む
（
斎
く
国
歌
大
観
に
お
け
る
歌
番
号
。
以
下
同
じ
。
V
、
よ
み
忙
し
ら
ず
）

は
声
調
も
美
し
く
、
天
の
川
に
夜
の
明
け
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
願
望
が
素
直

に
表
現
さ
れ
た
佳
作
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
七
夕
に
関
連
さ
せ
て
詠

ん
だ
、
七
日
の
研
に
お
け
る
、
地
上
の
人
間
の
恋
の
歌
（
以
下
〈
地
上
の
人
の

恋
の
歌
〉
と
略
称
す
る
）
が
一
首
（
1
8
1
）
あ
る
。

 
 
題
し
ら
ず

 
こ
よ
ひ
営
む
人
に
は
逢
は
じ
た
な
ぱ
た
の
久
し
き
ほ
ど
に
ま
ち
も
こ
そ
す
れ

 
（
捌
、
素
性
）

な
お
、
知
的
趣
向
の
強
い
歌
と
し
て
次
の
歌
が
あ
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
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歌



 
あ
ま
の
川
も
み
ち
を
橋
に
わ
た
せ
ば
や
た
な
ば
た
つ
め
の
秋
を
し
も
ま
つ

 
（
薦
、
よ
み
署
し
ら
ず
）

 
後
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
二
十
五
首
）
を
見
る
と
、
星
合
い
を
待
つ
歌

が
㎜
脚
脳
と
中
央
部
に
割
り
込
み
、
後
朝
の
歌
が
第
二
首
目
（
6
2
2
）
と
最
後
の

三
首
と
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
〈
地
上
の
人
の
恋
の
歌
〉
が
十
一
首
の
多

数
に
の
ぼ
り
、
そ
の
中
に
二
組
の
贈
答
歌
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
後
撰
集
の
、

 
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

「
褻
の
歌
を
重
ん
じ
、
褻
の
歌
中
心
に
編
纂
し
た
特
異
な
勅
撰
集
で
あ
る
」
と

い
う
特
色
の
現
れ
で
あ
る
。
な
お
彦
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
が
五
首
、
織

女
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
が
四
首
あ
り
、
そ
の
中
で
、

 
 
た
な
ば
た
を
よ
め
る

 
あ
ま
の
川
い
は
こ
す
波
の
た
ち
み
つ
つ
秋
の
な
ぬ
か
の
け
ふ
を
し
そ
ま
つ

 
（
㎜
、
ま
み
嬉
し
ら
ず
）
，

は
、
有
心
の
序
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
か
し
て
詠
ん
で
お
り
馬
七
月
七
日
を
待
つ
心

を
切
実
に
訴
え
た
佳
作
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
拾
遺
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
は
、
秋
の
部
に
十
三
首
（
0
7
自
」
儀
」
4
ム
～
じ
0
1
1
）
あ
る
外
に
、

羅
秋
の
部
に
十
三
首
（
㎜
～
㎜
）
収
め
ら
れ
て
い
る
。
星
合
い
を
待
つ
歌
は
、

秋
の
部
、
七
夕
の
歌
の
初
め
の
部
分
に
三
首
置
か
れ
て
い
る
。
七
夕
後
朝
の
歌

は
四
首
（
㎜
〈
後
撰
集
と
の
重
複
歌
V
脳
㎜
㎜
）
あ
り
、
情
義
の
七
夕
の
歌
の

中
央
部
と
最
後
と
に
分
け
て
置
か
れ
て
い
て
、
こ
の
点
構
成
が
雑
然
と
し
て
い

る
。
八
地
方
の
人
の
恋
や
物
思
い
の
歌
V
は
三
首
あ
り
、
彦
星
に
な
り
代
っ
て

詠
ん
だ
歌
は
一
首
、
織
女
星
に
託
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
は
三
首
で
あ
る
。
な
お
、

古
今
・
後
撰
の
両
集
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
屏
風
歌
が
秋
の
部
に
五

首
、
六
番
の
部
に
四
首
、
扇
に
書
い
た
歌
が
雑
煮
の
部
に
三
首
見
え
て
い
る
。

 
後
拾
遣
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
首
）
を
見
る
と
、
星
合
い
を
待
つ
歌
二

首
が
最
初
と
第
三
首
目
と
に
あ
る
が
、
七
夕
後
朝
の
歌
は
な
い
。
ま
た
、
〈
地

、
上
の
人
の
恋
歌
V
は
一
首
あ
る
が
、
織
女
星
や
彦
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌

は
全
く
見
え
な
い
。

 
金
葉
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
を
「
八
代
集
全
註
・
八
代
集
抄
下
巻
」
 
（
山
岸

徳
平
三
編
）
に
よ
っ
て
、
初
心
本
（
十
五
首
）
、
二
度
本
（
十
首
）
、
三
書
本

 
（
十
二
首
）
と
見
て
い
く
と
、
歌
謡
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の

間
の
異
同
は
全
面
的
な
入
れ
替
え
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
二
度
本
十
首
の
中

の
八
首
は
他
の
ど
の
本
に
も
あ
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
て
、
部
分
的
な
入
れ
替

え
に
な
っ
て
い
る
。
初
石
本
に
あ
，
つ
た
、

 
 
七
夕
に
、
前
栽
あ
る
所
に
て
、
殿
上
の
人
々
多
く
あ
つ
ま
り
て
、
歌
読
け

 
 
る
に
露
と
い
ふ
も
じ
を
取
り
て
よ
め
る
 
 
 
 
 
 
大
君
臣
能
宣

 
い
と
ど
し
く
思
ひ
け
ぬ
べ
し
た
な
ば
た
の
別
れ
の
庭
に
置
け
る
白
つ
ゆ

は
二
度
本
以
下
に
お
い
て
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
後
に
新
古
特
集
、

秋
上
、
謝
に
採
ら
れ
て
い
る
ゆ
さ
て
、
ど
の
本
に
お
い
て
も
星
合
い
を
待
つ
歌

は
な
い
。
七
夕
後
朝
の
歌
は
、
ど
の
本
に
お
い
て
も
重
ん
じ
ら
れ
て
お
り
、
初

任
本
五
首
（
躍
自
重
脚
蹴
く
八
代
集
蝉
騒
の
歌
番
号
。
以
下
同
じ
。
V
）
、
二

度
本
六
首
（
0
ダ
自
 
 黶
`
7
1
 
 
 
1
）
、
三
管
本
五
首
（
黒
熱
卿
齪
樹
）
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
彦
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
は
、
ど
の
本
に
も
次
の
一
首
、

 
 
七
夕
の
心
を
よ
め
る
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
三
宮

 
あ
ま
の
川
別
れ
に
む
ね
の
こ
が
る
れ
ば
か
へ
さ
の
舟
は
か
ち
も
と
ら
れ
ず

が
あ
り
、
〈
地
上
の
人
の
恋
の
歌
〉
は
三
思
本
に
次
の
一
首
、

 
 
題
不
知
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
小
大
君

 
七
夕
に
貸
し
つ
と
思
ひ
し
あ
ふ
こ
と
を
そ
の
夜
な
き
名
の
立
ち
に
け
る
か
な

が
見
え
て
い
る
。
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詞
花
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
首
）
を
見
る
と
、
星
合
い
を
待
づ
歌
は
な

く
て
、
七
夕
後
朝
の
歌
三
首
が
終
り
の
部
分
に
置
か
れ
て
い
る
。
〈
地
上
の
人

の
恋
の
歌
V
は
全
く
な
く
、
彦
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
は
二
首
あ
る
。
知

的
趣
向
の
強
い
歌
と
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
イ

 
た
な
ば
た
の
待
ち
つ
る
ほ
ど
の
苦
し
さ
と
あ
か
ぬ
別
れ
と
い
つ
れ
ま
さ
れ
る

 
（
9
0
、
藤
原
顕
綱
）

が
あ
る
。
な
お
、
美
し
い
幻
想
的
な
歌
と
し
て
、

 
あ
ま
の
川
よ
こ
ぎ
る
雲
や
七
夕
の
そ
ら
だ
き
も
の
の
け
ぶ
り
な
る
ら
む

 
（
8
6
、
顕
輔
）

が
あ
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。

 
次
に
、
千
載
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
は
わ
ず
か
七
首
で
あ
っ
て
、
八
代
集
の
・

中
で
そ
の
歌
数
が
最
も
少
な
い
。
彦
星
・
織
女
星
に
な
り
代
っ
て
詠
ん
だ
歌
は

な
く
、
ま
た
く
地
上
の
人
間
の
恋
の
歌
V
も
全
く
な
い
。
具
体
的
に
見
る
と
、

ま
ず
織
女
星
の
星
合
い
を
待
ち
続
け
て
き
た
心
を
推
し
量
っ
た
。

 
脳
た
な
ば
た
の
心
の
う
ち
や
い
か
な
ら
む
ま
ち
こ
し
け
ふ
の
夕
暮
の
空

 
（
兼
実
）

の
歌
か
ら
始
ま
り
、
最
後
に
脚
の
七
夕
後
朝
の
心
を
詠
ん
だ
歌
を
置
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
に
星
合
を
待
つ
歌
を
置
き
、
最
後
に
七
夕
後
朝
の
歌

を
置
く
と
い
う
構
成
は
、
先
行
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
は
古
今
集
の
み
で
あ
っ

た
。
さ
て
、
次
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
イ

 
獅
七
夕
の
あ
ま
つ
ひ
れ
ふ
く
秋
風
に
や
そ
の
ふ
な
つ
に
み
ふ
ね
出
づ
ら
し

 
（
隆
季
）

 
蹴
七
夕
の
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
か
さ
ね
て
も
あ
か
ぬ
ち
ぎ
り
や
な
ほ
む
す
ぶ
ら

 
む
（
二
条
太
皇
太
后
宮
肥
後
）

新
古
今
集
・
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌

 
脚
こ
ひ
ご
ひ
て
こ
よ
ひ
ば
か
り
や
た
な
ば
た
の
枕
に
ち
り
の
つ
も
ら
ざ
る
ら

 
む
（
前
齋
宮
河
内
）

．
と
続
き
、
以
上
の
四
首
は
い
ず
れ
も
推
量
の
助
動
詞
を
用
い
て
お
り
、
地
上
の

人
間
か
ら
は
る
か
天
上
の
星
合
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
思
い
や
っ
て
詠

ん
だ
歌
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
次
の
歌
は
、

 
㎜
七
夕
の
あ
ま
の
か
は
ら
の
い
は
ま
く
ら
か
は
し
も
は
て
ず
あ
け
ぬ
此
夜
は

 
（
源
俊
頼
）

で
あ
る
。
第
五
句
の
「
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
古
今
集
巻
二

十
の
大
歌
所
御
歌
で
あ
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
つ

 
近
江
よ
り
あ
さ
立
ち
来
れ
ば
う
ね
の
野
に
鶴
ぞ
鳴
く
な
る
明
け
ぬ
こ
の
夜
は

 
（
㎜
）

を
念
頭
に
置
い
て
用
い
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
鵬
の
歌
に
お
け
る
「
あ
ま
の

か
は
ら
の
岩
枕
」
に
つ
い
て
は
、
北
村
季
吟
が
八
代
集
抄
に
お
い
て
「
河
辺
の

逢
瀬
な
れ
ば
岩
枕
と
よ
め
り
」
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
「
あ
ま
の

か
は
ら
の
岩
枕
か
は
し
も
は
．
て
ず
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は
」
と
い
う
、
糠
星
の
逢
瀬
，

の
具
象
的
表
現
は
、
強
い
実
感
の
こ
も
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
星
合
い
の

夜
の
短
さ
、
名
残
惜
し
さ
を
余
情
と
し
て
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
'

の
歌
は
、
千
載
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
七
首
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
し
て
い

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
．
次
の
、

 
㎜
た
な
ば
た
に
花
ぞ
め
衣
ぬ
ぎ
か
せ
ば
あ
か
つ
き
露
の
か
へ
す
な
り
け
り

 
（
崇
斎
院
）
・

は
、
 
「
か
せ
ば
」
に
対
し
て
「
か
へ
す
」
と
応
じ
た
縁
語
の
技
巧
も
注
目
さ
れ

る
が
、
ま
た
、

 
世
の
中
の
人
の
心
は
花
染
め
の
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
（
古
今
・
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恋
五
・
よ
み
書
し
ら
ず
）

を
連
想
さ
せ
て
、
は
か
な
い
感
じ
を
出
し
て
い
る
ゆ
次
の
、
七
夕
後
朝
の
心
を

詠
ん
だ
、

 
脚
あ
ま
の
川
心
を
く
み
て
お
も
ふ
に
も
袖
こ
そ
ぬ
る
れ
あ
か
つ
さ
の
そ
ら

 
（
師
房
）

は
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
行
の
勅
撰
集
の
、

 
今
は
と
て
別
る
る
時
は
天
の
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
袖
ぞ
ひ
ち
ぬ
る
（
古
今
・

 
撹
・
源
宗
干
）

 
か
ぎ
り
あ
り
て
わ
か
る
る
時
も
七
夕
の
な
み
だ
の
い
ろ
は
か
は
ら
ぎ
り
け
り

 
（
金
葉
・
脳
・
内
大
臣
）

 
七
夕
の
あ
か
ぬ
別
れ
の
な
み
だ
に
や
花
の
か
つ
ら
も
つ
ゆ
け
か
る
ら
む

 
（
金
葉
・
薦
・
師
時
）

 
か
へ
る
さ
は
あ
さ
瀬
も
し
ら
じ
あ
ま
の
盲
あ
か
ぬ
な
み
だ
に
水
し
ま
さ
ら
ば

 
（
金
葉
・
堺
・
源
俊
頼
）

の
よ
う
な
彦
星
・
織
女
星
の
流
す
涙
を
詠
ん
だ
歌
と
は
違
っ
て
、
ま
れ
に
逢
う

夜
の
暁
の
名
残
を
推
し
量
る
地
上
の
人
間
の
袖
が
ぬ
れ
る
と
詠
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
歌
は
、
千
載
集
好
み
の
感
傷
的
な
拝
情
歌
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う

し
で
、
こ
の
歌
を
最
後
に
置
い
て
七
首
で
七
夕
の
歌
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
わ
ず
か
七
首
に
よ
る
七
夕
の
構
成
は
、
立
体
的
に
巧
み
に
で
き
上
っ

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
三

次
に
、
新
古
今
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
五
首
）
を
考
察
し
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

風
巻
景
次
郎
氏
は
、
新
古
今
集
中
の
歌
を
古
代
歌
群
（
古
今
・
後
鼻
・
拾
遺

・
後
拾
遺
集
時
代
の
歌
人
の
歌
群
）
と
近
代
歌
群
（
金
葉
集
以
後
の
時
代
の
歌
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

人
の
前
群
）
と
に
分
け
て
お
ら
れ
る
。

 
新
古
今
回
に
お
け
る
七
夕
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
作
者
名
と
、
古
代
歌
人
・

近
代
歌
人
の
別
を
表
示
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
（
「
古
」
は
古
代
歌

人
、
「
近
」
は
近
代
歌
人
を
示
す
。
）
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紀
貫
之
（
古
今
初
出
）

山
辺
赤
人
（
万
葉
歌
人
）

権
大
納
言
長
家
（
後
拾
遺
初
出
）

藤
原
長
能
（
拾
遺
初
出
）

祭
主
輔
親
（
拾
遺
初
出
）

太
宰
大
命
高
遠
（
拾
遺
初
出
）

小
辮
（
後
拾
遺
初
出
Y

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
（
詞
花
初
出
）

式
子
内
親
王
（
千
載
初
出
）

入
道
前
関
白
太
政
大
臣
（
稿
面
癖
、

権
中
納
言
公
経
（
新
古
今
初
出
）

待
賢
門
院
堀
川
（
金
葉
初
出
）

女
御
徽
子
女
王
（
拾
遺
初
出
）

大
中
臣
能
宣
朝
臣
（
拾
遺
初
出
）

紀
貫
之
（
古
今
初
出
）

兼
実
）
 
（
千
載
初

 
右
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
近
代
歌
人
の
歌
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。

思
ヶ
に
、
七
夕
の
歌
は
、
古
来
詠
み
古
る
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
歌
題
で
あ
っ

て
、
し
か
も
比
較
的
単
純
な
伝
説
に
基
づ
く
歌
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
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の
時
代
に
お
い
て
新
鮮
味
の
あ
る
新
古
今
歌
風
の
歌
を
詠
む
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
近
代
歌
人
の
す
ぐ
れ
た
歌
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
、
古
代
歌
人
の
歌
を

多
く
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
近
代
歌
人
の
歌
群
五
首
は
、
中
央
よ
り
や
や
後
寄

り
に
置
か
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
新
古
寄
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
五
首
）
の
構
成
を
見
る
と
、
星

合
い
を
待
つ
歌
一
首
と
七
夕
後
朝
の
歌
二
首
と
の
問
に
星
合
い
に
つ
い
て
の
多

様
な
情
景
・
情
感
を
詠
ん
だ
十
二
首
の
歌
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
の
相
を
展
開
さ

せ
て
い
る
。

 
最
初
の
星
合
い
を
待
つ
歌
は
、

 
 
延
喜
の
御
時
の
月
次
屏
風
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紀
貫
之

 
冊
大
空
を
わ
れ
も
な
が
め
て
彦
星
の
妻
待
つ
夜
さ
へ
ひ
と
り
か
も
寝
ん

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
屏
風
歌
で
あ
っ
て
、
七
夕
に
関
連
し
た
く
地
上
の
人
間
の

恋
の
歌
V
に
な
っ
て
い
る
。
七
夕
に
関
連
し
た
く
地
上
の
人
間
の
恋
の
歌
V

ば
、
詞
花
集
・
千
載
集
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
新
古
今
集
で
は
復
活
し
て

お
り
、
謝
の
歌
も
そ
れ
で
あ
る
。
思
う
に
、
新
古
今
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌

は
、
十
五
首
と
い
う
比
較
的
多
数
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
星
合
い
に

つ
い
て
の
さ
衷
ざ
ま
な
趣
向
の
歌
を
配
列
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
多
様

な
趣
向
の
歌
の
情
感
が
、
や
が
て
最
終
部
に
お
け
る
謝
枷
の
後
朝
の
歌
の
哀

感
へ
と
結
び
つ
く
と
い
う
構
成
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
次
の
、

 
 
題
不
知
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
部
赤
人

 
鉗
こ
の
夕
べ
降
り
つ
る
雨
は
彦
星
の
と
渡
る
舟
の
か
い
の
し
つ
く
か

 
 
宇
治
前
関
白
太
政
大
臣
家
に
て
、
七
夕
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
権
大
納
言
長
家

新
古
今
集
・
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌

 
灘
南
を
へ
て
す
む
べ
き
宿
の
池
水
は
星
合
の
か
げ
も
お
も
な
れ
や
せ
む

 
 
花
山
院
の
御
時
、
七
夕
の
歌
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
 
 
 
藤
原
長
能

 
錨
袖
ひ
ち
て
わ
が
手
に
む
す
ぶ
水
の
お
も
に
天
つ
星
合
の
空
を
見
る
か
な

の
歌
は
、
「
雨
」
「
水
に
う
つ
る
星
合
の
空
」
と
い
う
よ
う
に
、
星
合
の
周
辺

の
事
物
に
こ
と
寄
せ
て
詠
ん
で
い
る
。
な
お
、
鋤
は
七
夕
に
関
連
し
た
祝
の
歌

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
寄
二
七
夕
一
賀
」
の
歌
と
も
い
う
べ
き
前
例
と
し
て
は
、

金
葉
集
の
、

 
 
後
冷
泉
院
の
御
時
、
皇
后
宮
の
春
秋
の
歌
合
に
七
夕
の
心
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土
佐
内
侍

 
よ
う
つ
代
に
君
ぞ
み
る
べ
き
た
な
ば
た
の
ゆ
き
あ
ひ
の
空
を
雲
の
う
へ
に
て

 
（
秋
・
娚
）

が
あ
る
。

 
次
に
、
雲
間
よ
り
見
渡
し
た
、

 
 
七
月
七
日
、
七
夕
祭
す
る
所
に
て
よ
み
侍
り
け
る
 
 
 
 
祭
主
男
親

 
脚
雲
間
よ
り
星
あ
ひ
の
空
を
見
渡
せ
ば
し
づ
ご
こ
ろ
な
き
天
の
川
波

の
歌
が
あ
り
、
更
に
秋
風
を
配
し
た
、

 
 
七
夕
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
 
 
 
 
 
 
 
 
太
宰
大
武
高
遠

 
鎚
た
な
ば
た
の
天
の
羽
衣
う
ち
か
さ
ね
寝
る
夜
す
ず
し
き
秋
風
ぞ
吹
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小
 
弁

 
鵬
た
な
ば
た
の
衣
の
つ
ま
は
こ
こ
ろ
し
て
吹
ぎ
な
か
へ
し
そ
秋
の
初
風

が
続
く
。
鎚
の
歌
に
つ
い
て
は
、
窪
田
空
穂
氏
が
「
天
上
の
歓
会
の
た
の
し
さ

と
、
そ
れ
を
思
い
や
る
た
の
し
さ
を
思
わ
せ
る
に
足
り
る
も
の
が
あ
る
。
判
る

 
 
 
 
 
 
 
 
．
（
5
）

い
恋
愛
賛
美
歌
と
い
え
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
歌
の
「
す
ず
し
き
」
と
い
う
快
い
感
覚
は
、
謝
枷
の
歌
の
「
涼
し
」
に
照
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些
し
て
い
る
。
次
の
細
の
歌
は
困

 
古
今
・
秋
上
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
わ
が
せ
こ
が
衣
の
す
そ
を
吹
き
返
し
う
ら

 
め
づ
ら
し
き
秋
の
初
風
」

と
い
う
歌
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
「
た
な
ば

た
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
 
「
…
織
女
星
を
さ
す
」
と
す
る
説
（
日
本
古
典
文
学
大

系
・
頭
注
）
も
あ
る
が
・
久
保
田
驚
が
「
二
星
の
総
称
と
し
て
い
っ
た
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま

述
べ
ら
れ
、
「
た
な
ば
た
の
衣
の
つ
ま
は
」
を
「
，
二
星
の
衣
の
褄
を
、
そ
し
て

ま
た
、
恋
し
い
相
手
の
人
を
」
と
解
さ
れ
、
「
こ
の
歌
も
織
女
の
立
場
で
詠
ま

れ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
に
従
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
衣
の
褄
」
を
「
夫
（
つ
ま
）
」
と
掛
詞
に
し
、
「
夫
を
帰

す
」
に
通
じ
さ
せ
る
と
い
う
技
巧
を
伴
っ
て
い
る
。

 
そ
の
次
の
歌
か
ら
は
近
代
歌
群
に
な
っ
て
、
俊
成
の
、

 
似
た
な
ば
た
の
と
渡
る
舟
の
か
ち
の
葉
に
い
く
秋
書
き
つ
露
の
た
ま
つ
さ

と
な
る
。
こ
の
歌
は
、

 
後
拾
遺
・
秋
上
・
上
総
乳
母
「
天
の
川
と
渡
る
舟
の
か
ち
の
葉
に
思
ふ
こ
と

 
を
も
書
き
つ
く
る
か
な
」

、
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
謝
の
歌
の
解
釈
と
し
て
『
尾
張
の
家
づ
と
」
 
（
石
原
正

明
）
は
、
主
語
を
織
女
と
解
し
、
「
た
な
ば
た
は
平
心
文
を
か
は
し
つ
ら
ん
と

な
り
」
と
述
べ
'
て
織
女
の
み
の
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
と
見
て
い
て
、
『
大
系
」
や

 
『
全
集
』
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
句
ま
で
は
序
詞
と
見
て
、
本
歌

と
同
じ
く
地
上
の
こ
と
と
し
、
主
語
を
作
者
自
身
と
考
え
た
塩
田
正
男
氏
・
窪

田
空
穂
氏
・
久
保
田
淳
氏
の
見
解
に
従
い
た
い
。
七
ダ
に
は
、
露
を
硯
の
水
と

し
て
、
か
ち
の
葉
に
歌
を
書
い
て
織
女
星
に
さ
さ
げ
る
風
習
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
近
代
指
墨
の
最
初
に
こ
の
く
地
上
の
人
の
恋
の
歌
V
を
置
い

た
の
は
、
変
化
を
ね
ら
っ
た
構
成
上
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

 
次
の
歌
、

 
 
百
首
歌
の
中
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
式
子
内
親
王

 
謝
な
が
む
れ
ば
こ
ろ
も
で
涼
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
の
秋
の
夕
ぐ
れ

 
．
家
に
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
・
 
 
 
 
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
8

 
寒
い
か
ば
か
り
身
に
し
み
ぬ
ら
む
た
な
ば
た
の
つ
ま
待
つ
よ
ひ
の
天
の
河
風

 
 
七
夕
の
心
を
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
権
中
納
言
公
経

 
謝
星
あ
ひ
の
ゆ
ふ
べ
す
ず
し
き
あ
ま
の
川
も
み
ち
の
橋
を
わ
た
る
秋
風

を
見
る
と
、
窺
の
「
天
の
河
風
」
、
謝
の
「
秋
風
」
は
、
前
の
認
の
「
秋
風
」

と
鵬
の
「
秋
の
初
風
」
と
照
応
し
て
、
こ
の
七
夕
御
下
に
季
節
感
を
漂
わ
せ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

お
り
、
・
ま
た
、
謝
と
謝
の
「
す
ず
し
」
と
い
う
感
覚
は
、
認
の
「
す
ず
し
」
と

照
応
し
て
こ
の
七
夕
筆
跡
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
快
い
感
覚
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歌
の
中
で
、
謝
の
歌
は
新
古
今
歌
風
の
特
色
を
具
え
た
歌
に
な
っ
て

、
い
る
。
こ
の
歌
は
、

 
古
今
・
秋
上
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
天
の
川
も
み
ち
を
橋
に
わ
た
せ
ば
や
た
な

 
ば
た
つ
め
の
秋
を
し
も
待
つ
」

を
本
歌
と
し
て
い
る
。
本
歌
に
お
い
て
は
理
知
的
な
骨
組
み
が
目
立
つ
の
で
あ

る
が
、
と
の
歌
に
お
い
て
は
、
星
合
い
の
ダ
ベ
の
、
，
河
風
の
涼
し
い
天
の
川

に
か
か
っ
て
い
る
紅
葉
の
橋
の
上
を
、
今
渡
っ
て
い
る
秋
風
よ
、
と
詠
ん
で
い

て
、
空
漠
た
る
拡
が
り
の
中
に
、
華
麗
な
感
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
歌
に
は
、
繊
細
な
感
じ
を
伴
っ
て
官
能
に
訴
え

る
美
が
あ
り
、
浪
漫
的
幻
想
的
陶
酔
的
な
境
地
に
誘
い
込
む
よ
う
な
気
分
的
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

美
ル
さ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
艶
の
情
調
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（96）



 
次
に
、
近
代
詳
知
の
最
後
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
待
賢
門
院
堀
河

 
謝
た
な
ば
た
の
あ
ふ
瀬
絶
え
せ
ぬ
天
の
河
い
か
な
る
秋
か
渡
り
初
め
け
む

と
い
う
、
比
較
的
単
純
な
発
想
と
表
現
の
歌
を
置
い
て
、
次
へ
の
つ
な
ぎ
に
し

て
い
る
。

 
．
終
り
の
三
首
は
、
再
び
古
代
歌
群
と
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
女
御
達
子
女
王

 
謝
わ
く
ら
ば
に
天
の
川
波
よ
る
な
が
ら
咀
る
く
空
に
は
ま
か
せ
ず
も
が
な

、
の
歌
は
、
先
行
勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
、
星
合
い
の
夜
の
明
け
な
い
こ
と
を
願

，
つ
、

 
古
今
・
秋
上
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
こ
ひ
こ
ひ
て
逢
ふ
夜
は
こ
よ
ひ
あ
ま
の
川

 
霧
立
ち
わ
た
り
あ
け
ず
も
あ
ら
な
む
」

 
後
撰
・
秋
上
、
・
よ
み
人
し
ら
ず
「
秋
の
夜
の
心
も
し
る
く
た
な
ば
た
の
あ
へ

 
る
こ
よ
ひ
は
あ
け
ず
も
あ
ら
な
む
」

 
後
置
・
秋
上
・
兼
輔
「
た
な
ば
た
の
帰
る
あ
し
た
の
天
の
川
船
も
通
は
ぬ
浪

 
も
た
た
な
む
」

の
歌
と
心
に
お
い
て
共
通
な
点
が
あ
る
が
、
こ
の
謝
の
歌
は
、
第
二
句
ま
で
を

有
心
の
序
と
し
、
「
よ
る
」
層
掛
詞
と
し
て
用
い
、
天
の
川
波
の
寄
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
将
星
相
逢
う
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
と
い
う
技
巧
を
用
い
て
い
る
。

 
最
後
の
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
中
智
能
宣
朝
臣

 
旧
い
と
ど
し
く
思
ひ
け
ぬ
べ
し
た
な
ば
た
の
別
れ
の
袖
に
お
け
る
白
露

 
 
中
納
言
兼
輔
家
の
屏
風
に
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
紀
貫
之

 
謝
た
な
ば
た
は
今
や
わ
か
る
る
天
の
掛
か
は
霧
た
ち
て
千
鳥
鳴
く
な
り

新
古
今
集
・
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌

の
二
首
は
、
七
夕
後
朝
の
別
れ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
謝
は
、
 
『
写
譜
集
』
の

詞
書
に
よ
る
と
、
七
月
七
日
の
夜
噛
蔵
人
所
で
探
題
（
幾
つ
か
の
題
の
中
か
ら
，

探
り
取
っ
た
題
で
歌
を
詠
む
催
し
）
に
よ
り
、
「
つ
ゆ
」
の
題
を
取
っ
て
詠
ん

だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
て
、

 
後
撰
・
秋
上
・
よ
み
回
し
ら
ず
「
天
の
川
流
れ
て
こ
ふ
る
た
な
ば
た
の
涙
な

 
る
ら
し
秋
の
白
露
」

を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
謝
の
歌
は
、
二
星
が
悲
し
い
後
朝
の
別
れ

を
す
る
情
景
と
そ
の
心
情
と
を
思
い
や
っ
て
詠
ん
だ
歌
に
な
っ
て
い
る
。
 
「
白

露
」
は
別
れ
を
悲
し
む
涙
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
第
二
句
の
「
思
ひ
け
」
は
，

「
思
ひ
消
え
」
の
意
で
あ
っ
て
、
「
白
露
」
の
縁
語
に
な
り
、
そ
の
心
の
消
え

入
り
そ
う
な
状
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
久
保
田
隔
心
は
、
「
こ
の
歌
か
ら
、

定
家
の
絶
唱
、

 
白
妙
の
袖
の
別
れ
に
露
お
ち
て
身
に
し
む
色
の
秋
風
ぞ
吹
く
（
新
古
今
・
恋

 
五
・
 
一
一
二
一
二
山
ハ
）

は
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
・
」
ど
述
べ
て
お
ら
れ
範
・
次
に
・
謝
の
歌
は
屏
風
歌
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

あ
る
。
絵
は
川
霧
の
立
っ
た
天
の
川
の
絵
で
あ
ろ
う
か
d
川
霧
の
中
か
ら
聞
こ

え
る
哀
感
を
帯
び
た
千
鳥
の
声
が
、
織
女
星
の
忍
び
泣
き
の
声
を
暗
示
し
て
い

る
歌
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
謝
恩
の
二
つ
の
後
朝
の
別
れ
を
詠
ん
だ
歌
は
、

い
ず
れ
も
感
覚
を
尊
重
し
、
哀
感
を
帯
び
た
歌
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

新
古
今
回
の
七
夕
歌
群
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
の
歌
の
情
感
が
、
最
後
の

二
首
に
お
け
る
別
れ
の
大
い
な
る
哀
感
へ
ど
流
れ
こ
ん
で
い
る
感
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌
（
十
三
首
）
の
作
者
を
見
る
と
、
次
の
と
お
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り
で
あ
る
。

 
二
〇
八
'
鎌
倉
右
大
臣
〔
稿
者
注
、
実
朝
〕

 
二
〇
九
 
三
富
門
院
大
輔
（
千
載
初
出
）

 
二
一
〇
 
法
印
猷
円
（
新
古
今
初
出
）

 
一
＝
一
 
崇
徳
院
（
詞
花
初
出
）

 
一
＝
二
 
藤
原
敦
仲
（
千
載
初
出
）

 
二
＝
二
 
前
中
納
言
基
長
（
後
拾
遺
初
出
）

 
二
一
四
 
菅
原
在
良
朝
臣
（
新
勅
撰
初
出
）

（
新
勅
撰
初
出
）

〔
智
者
注
、
白
河
・
堀
河
・
鳥

 
羽
黒
頃
の
人
〕

 
一
二
五
 
権
大
納
言
経
輔
（
後
拾
遺
初
出
）

 
一
二
六
 
正
三
皇
家
隆
（
千
載
初
出
）

 
二
一
七
 
権
中
納
言
伊
実
（
新
勅
撰
初
出
）
〔
稿
者
注
、
近
衛
・
後
白
河
朝

 
頃
の
人
〕

 
一
＝
八
 
藤
原
清
輔
朝
臣
（
千
載
初
出
）

 
一
＝
九
 
八
条
院
高
倉
（
新
古
今
初
出
）

 
二
二
〇
 
前
大
納
言
隆
房
（
千
載
初
出
）

 
そ
も
そ
も
、
新
勅
撰
集
の
撰
歌
範
囲
は
新
古
今
集
と
同
様
に
上
古
以
来
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
集
の
他
の
部
分
に
お
い
て
は
万
葉
歌
も
三
代
集
歌
入

の
歌
も
採
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
七
夕
歌
群
に
お
い
て
は
最
も
古
い
歌
が
後

拾
遺
歌
人
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
新
古
今
集
の
七
夕
歌
群
に
お
い
て
、

万
葉
歌
人
の
歌
も
採
り
、
三
代
集
歌
人
の
歌
も
採
っ
て
い
る
の
と
は
大
い
に
異

な
っ
て
い
る
。

 
さ
て
、
勅
撰
和
歌
集
の
七
夕
超
群
に
お
い
て
、
初
め
に
星
合
い
を
待
つ
歌
を

置
き
、
終
り
に
七
夕
後
朝
の
歌
を
置
く
と
い
う
構
成
が
、
既
に
古
今
・
千
載
・

一
古
今

星
合
い
を
待
つ
歌

星
合
い
の
歌
等

七
夕
後
朝
の
歌

362

千
璽
新
吏
二
新
勅
撰

 
-
轟
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
4

5

正2

5

1

2

4

新
古
今
の
各
集
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
新
勅
撰
集
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
新
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、
「
星
合
い
を
待
つ
歌
」

四
首
、
「
七
夕
後
朝
の
歌
」
四
首
と
そ
の
比
率
が
多
く
、
し
か
も
両
者
の
釣
合

い
が
と
れ
て
い
る
と
い
う
整
然
た
る
構
成
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
表
に
ま
と
め
る
と
別
表
の
よ
う
に
な
る
。

 
初
め
の
、
星
合
い
を
待
つ
歌
は
、

 
 
題
し
ら
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鎌
倉
右
大
臣

 
鵬
彦
星
の
ゆ
き
あ
ひ
を
ま
つ
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
に
秋
風
ぞ
吹
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股
富
門
院
大
輔

 
㎜
か
さ
さ
ぎ
の
よ
り
ば
の
橋
を
よ
そ
な
が
ら
ま
ち
わ
た
る
夜
に
な
り
に
け
る

 
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法
印
女
心

 
脚
天
の
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
の
秋
風
に
も
み
ち
の
樗
の
中
や
た
え
な
む

 
 
百
首
歌
め
し
け
み
時
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
崇
徳
院

 
皿
天
の
川
や
そ
せ
の
浪
も
む
せ
ぶ
ら
む
年
ま
ち
わ
た
る
か
さ
さ
ぎ
の
は
し

と
並
ん
で
い
る
。
脚
の
歌
は
、

 
古
今
・
西
下
・
よ
み
細
し
ら
ず
「
龍
田
川
も
み
ち
乱
れ
て
睡
る
め
り
渡
ら
ば

 
錦
中
や
た
え
な
む
」
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を
．
本
歌
と
し
て
い
る
。
本
歌
が
現
実
の
龍
田
川
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
の
に
対

し
て
、
こ
の
歌
は
幻
想
の
世
界
に
お
け
る
空
漠
た
る
拡
が
り
の
中
に
華
麗
な
感

覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る
。
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も
つ
こ
れ
ら
四

首
の
歌
は
、
「
秋
風
」
「
も
み
ち
」
に
よ
っ
て
季
節
感
を
出
し
、
「
天
の
川
原
」

「
か
さ
さ
ぎ
の
橋
」
と
、
星
合
い
の
背
景
を
想
像
し
て
、
星
合
い
の
序
曲
を
奏

し
て
い
る
感
が
あ
る
。

 
右
の
、
星
合
い
を
待
つ
歌
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
中
央
部
分
の
歌
は
、

 
 
清
輔
朝
臣
家
に
歌
合
し
侍
け
る
に
、
七
夕
の
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
敦
盛

．
蹴
天
の
川
う
き
つ
の
波
に
彦
星
の
つ
ま
む
か
へ
舟
い
ま
や
こ
ぐ
ら
し

 
 
後
三
条
院
臨
時
、
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
斉
院
に
て
七
夕
歌
よ
み
侍
け
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前
中
納
言
基
長

 
㎜
思
へ
ど
も
つ
ら
く
も
あ
る
か
な
た
な
ぱ
た
の
な
ど
か
ひ
と
夜
と
契
り
お
き

 
け
む

 
 
法
性
寺
入
道
関
白
家
に
て
、
七
夕
の
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菅
原
在
良
朝
臣

 
脳
天
の
川
星
合
ひ
の
空
も
見
ゆ
ば
か
り
立
ち
な
へ
だ
て
そ
夜
半
の
秋
霧

 
．
宇
治
入
道
前
関
白
の
家
に
て
、
・
七
夕
歌
よ
み
戴
け
る
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
権
大
納
言
経
輔

 
猫
た
な
ば
た
の
わ
が
心
と
や
あ
ふ
こ
と
を
年
に
ひ
と
た
び
契
り
そ
め
け
む

 
 
百
首
歌
よ
み
侍
け
る
秋
歌
 
 
 
 
 
 
・
 
 
、
 
正
三
位
家
隆

 
馬
草
の
上
の
露
と
る
け
き
の
玉
づ
さ
に
軒
ば
の
か
ち
は
も
と
つ
葉
も
な
し

で
あ
る
。

 
こ
の
中
央
部
分
の
歌
を
》
，
新
古
今
集
や
千
載
集
と
比
べ
て
異
な
る
点
は
、
二

新
古
今
集
・
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌

語
の
逢
う
場
面
を
具
象
的
に
想
像
し
た
歌
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

千
載
集
に
お
け
る
、
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
・

 
七
夕
の
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
か
さ
ね
て
も
あ
か
ぬ
ち
ぎ
り
や
な
ほ
む
す
ぶ
ら
む

，
（
6
3
2
）

 
こ
ひ
こ
ひ
て
こ
よ
ひ
ば
か
り
や
た
な
ば
た
の
枕
に
ち
り
の
つ
も
ら
ざ
る
ら
む

 
（
7
3
2
）

 
七
夕
の
あ
ま
の
か
は
ら
の
い
は
ま
く
ら
か
は
し
も
は
て
ず
あ
け
ぬ
こ
の
夜
は

 
（
8
3
2
）

新
古
今
集
に
お
け
る
、

 
七
夕
の
あ
ま
の
は
衣
う
ち
か
さ
ね
ぬ
る
夜
涼
し
き
秋
風
ぞ
吹
く
（
8
1
3
）

の
よ
う
な
歌
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
脳
の
歌
か
ら
連
想
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
、
夜
半
の
秋
霧
に
へ
だ
て
ら
れ
た
は
る
か
に
遠
い
星
合
い
の
場
面
を
、

あ
た
か
も
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
も
の
を
眺
め
る
ご
と
く
、
お
ぼ
ろ
げ
に
想
像

さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
歌
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

 
一
首
一
首
見
る
と
、
右
の
肥
の
歌
は
、
万
葉
集
に
、

 
 
 
 
 
う
き
つ
 
な
み
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
な
で

 
あ
ま
の
河
浮
津
の
波
音
騒
く
な
り
わ
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も
（
三
八
・

 
顕
N
り
・
山
上
憶
良
）

と
い
う
類
歌
が
あ
り
、
新
し
い
発
想
で
は
な
い
が
、
星
合
い
の
つ
ま
迎
え
舟
の

動
き
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
る
。
脳
の
歌
は
、
星
合
い
空
と
秋
霧
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
表
わ
し
な
が
ら
、
「
た
ち
な
へ
だ
て
そ
」
と
作
者
の
願
望
を

強
く
出
し
て
い
る
、
鵬
と
鵬
と
の
歌
は
、
古
今
集
に
、

 
ち
ぎ
り
け
む
心
そ
つ
ら
き
た
な
ば
た
の
年
に
ひ
と
た
び
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は

 
（
秋
上
p
認
・
藤
原
興
風
）
 
 
 
 
 
 
 
”
，

と
い
う
類
歌
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
新
し
い
発
想
で
は
な
い
が
、
年
に
一
夜
だ
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け
の
契
り
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
作
者
の
悲
し
み
と
疑
問
と
を
表
現
し
た
、

主
情
的
な
歌
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
、
で
、
新
古
今
集
の
七
夕
歌
群
に
お
け
る

中
央
の
部
分
に
お
い
て
は
「
秋
風
」
と
い
う
現
象
と
「
涼
し
」
と
い
う
快
い
感

覚
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
新
勅
撰
集
に
お
い
て
は
「
年
に
一

夜
だ
け
の
契
り
」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
「
年
に
一
夜
だ
け
の
契
り
」
と
い
う
情
感
を
あ
ら
わ
す
鵬
と
脚
と
の
歌
は
、
」

肥
脳
蜀
と
い
う
、
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
と
す
る
歌
群
の
申
に
分
け
入
る
よ

う
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
て
い
て
、
肥
～
鵬
の
歌
登
全
体
を
「
年
に
一
夜
だ
け
の

契
り
」
と
い
う
情
感
に
染
め
て
い
る
感
が
あ
る
。

 
次
の
鵬
の
歌
は
、
後
拾
遺
集
の
、

 
天
の
川
と
わ
た
る
舟
の
か
ち
の
葉
に
思
ふ
こ
と
を
も
書
き
つ
く
る
か
な
（
前

 
掲
）

を
本
歌
と
し
て
い
る
。
同
じ
歌
を
本
歌
と
し
た
、
前
掲
の
新
古
今
集
の
、

 
た
な
ば
た
の
と
渡
る
舟
の
か
ち
の
葉
に
い
く
秋
か
き
つ
露
の
玉
づ
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
成
）

が
片
思
い
の
思
い
出
を
表
現
b
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
描
の
歌
は
、
星
合

い
の
日
の
、
地
上
に
お
け
る
特
異
な
一
風
景
を
客
観
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ

う
し
て
、
こ
の
歌
は
、
星
合
い
の
日
の
行
事
に
寄
せ
る
人
々
の
願
望
の
大
き
さ

を
表
わ
し
て
い
る
。

 
終
り
の
四
首
に
は
、
「
七
夕
後
朝
の
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞

書
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、

 
 
七
夕
後
朝
の
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
権
中
納
言
伊
実

 
脚
た
な
ば
た
め
天
の
川
波
立
ち
か
へ
り
こ
の
暮
れ
ば
か
り
い
か
で
渡
さ
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
清
輔
朝
臣

 
㎜
天
の
川
み
つ
か
げ
草
に
お
く
露
や
あ
か
ぬ
別
れ
の
涙
な
る
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
条
院
高
倉

 
生
む
つ
ご
と
も
ま
だ
つ
き
な
く
に
秋
風
に
た
な
ば
た
つ
め
や
袖
ぬ
ら
す
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前
大
納
言
隆
房

 
劉
た
ま
さ
か
に
秋
の
ひ
と
夜
を
ま
ち
え
て
も
あ
く
る
ほ
ど
な
き
星
合
ひ
の
空

と
続
い
て
い
る
。

 
右
の
盟
の
歌
は
、
こ
の
暮
れ
に
も
う
一
度
渡
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
二
心
へ

の
思
い
や
り
の
心
を
詠
ん
で
い
る
。
鵬
の
歌
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
つ
か
げ
ぐ
さ

 
万
葉
・
巻
十
・
二
〇
＝
二
「
あ
ま
の
が
は
水
陰
草
の
秋
風
に
な
び
く
を
見

 
れ
ば
時
は
来
に
け
り
」
 
 
 
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
後
撰
．
・
秋
上
・
二
四
二
よ
み
回
し
ら
ず
「
天
の
川
流
れ
て
こ
ふ
る
た
な
ば
た

 
の
涙
な
る
ら
し
秋
の
白
露
」

の
二
つ
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
後
撰
集
の
「
天
の
川
流
れ
，

て
こ
ふ
る
…
…
」
を
踏
ま
え
て
い
る
七
夕
後
朝
の
歌
に
、
新
古
今
集
・
謝
の
大

中
臣
宣
の
、

 
い
と
ど
し
く
思
ひ
け
ぬ
べ
し
た
な
ば
た
の
わ
か
れ
の
袖
に
お
け
る
し
ら
露

 
（
前
掲
）

が
あ
っ
た
。
こ
の
能
宣
の
歌
は
、
「
露
」
が
「
涙
」
を
暗
示
し
、
「
露
」
と
「
け

（
消
）
」
と
が
縁
語
と
な
る
と
い
う
技
巧
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
別
れ
の
場
面

に
お
け
る
二
星
の
イ
メ
ー
ジ
と
心
情
と
を
表
現
し
た
歌
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

比
べ
て
㎜
の
清
輔
の
歌
は
き
わ
め
て
平
淡
な
歌
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
新
古

今
集
に
お
け
る
七
夕
後
朝
の
歌
二
首
の
中
の
他
の
一
首
で
あ
る
紀
貫
之
の
、

 
た
な
ば
た
は
今
や
わ
か
る
る
天
の
川
か
は
霧
た
ち
て
千
鳥
鳴
く
な
り
（
9
1
2
）
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（
前
掲
）

は
、
」
視
覚
と
聴
覚
と
の
二
つ
の
感
覚
に
訴
え
て
哀
感
を
盛
り
あ
げ
て
い
る
歌
で

あ
っ
た
。
新
勅
撰
集
の
七
夕
後
朝
の
歌
に
は
、
こ
の
よ
う
な
新
古
今
集
好
み
の

歌
は
な
く
て
（
新
勅
撰
集
の
七
夕
の
歌
の
す
べ
て
に
も
な
い
×
平
淡
な
言
葉

を
続
け
て
、
”
脚
の
歌
に
お
い
て
二
星
の
別
れ
の
涙
を
想
像
し
、
脚
の
歌
に
お

い
て
．
一
夜
の
短
か
さ
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
歌
群
を
見
る
と
、
初
め
の

星
合
い
を
待
つ
・
四
首
の
歌
に
お
い
て
、
天
の
川
の
星
合
い
の
場
面
の
背
景
を
想

像
し
な
が
ら
星
合
い
を
待
つ
心
情
を
表
現
し
、
次
に
、
申
央
部
の
五
首
の
歌
に

お
い
て
、
夜
半
の
秋
霧
に
へ
だ
て
ら
れ
た
は
る
か
に
遠
い
星
合
い
の
場
面
を
、

あ
た
か
も
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
も
の
を
眺
め
る
ご
と
く
、
お
ぼ
ろ
げ
に
想
像

さ
せ
な
が
ら
、
一
夜
だ
け
の
契
り
と
い
う
こ
と
を
思
い
や
っ
て
、
人
間
の
感
ず

る
悲
し
み
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
終
り
の
七
夕
後
朝
の
四
首
の
歌
に

お
い
て
、
粗
垣
へ
の
思
い
や
り
の
心
情
を
吐
露
し
、
別
れ
の
涙
を
想
像
し
、
一

夜
の
短
さ
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七

夕
歌
群
は
、
新
古
今
回
に
お
け
る
そ
れ
の
模
倣
に
陥
る
こ
と
な
く
、
構
成
に
配
，

慮
を
行
き
届
か
せ
、
平
明
・
平
淡
な
歌
を
連
ね
て
、
独
自
の
世
界
を
構
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

 
1
 
古
今
～
詞
花
は
、
山
岸
徳
平
氏
編
『
八
代
集
旧
註
」
に
よ
る
。
千
載

 
 
は
、
久
保
田
淳
氏
・
松
野
陽
一
氏
校
注
『
千
載
和
歌
集
』
に
、
新
古
今
集

 
 
は
、
久
保
田
淳
氏
校
注
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
」
に
、
新
勅
撰
集
は
、

 
 
久
曽
神
昇
氏
・
樋
口
芳
麻
呂
氏
校
訂
『
新
勅
撰
和
歌
集
」
〈
岩
波
文
庫
V

 
 
に
よ
る
。

新
古
今
一
・
新
勅
撰
集
に
お
け
る
七
夕
の
歌

2
 
片
桐
洋
一
氏
「
後
撰
和
歌
集
の
物
語
性
」
国
語
と
国
文
学
、
昭
4
2
・
1
0

 
月

3
 
新
古
黒
熱
の
撰
歌
範
囲
ぱ
、
千
載
集
が
一
条
帝
こ
ろ
以
後
と
い
う
限

 
定
を
つ
け
た
の
に
反
し
て
、
広
く
上
古
以
来
と
い
う
こ
と
に
ひ
ろ
げ
て
い

 
る
。

4
 
風
巻
景
次
郎
氏
「
新
古
今
的
な
る
も
の
の
範
囲
」
 
（
『
新
古
今
時
代
」

 
所
収
）

5
 
窪
田
空
穂
氏
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
、
上
巻
』
二
九
一
ペ
ー
ジ

6
 
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
、
第
二
巻
』
二
七
五
ペ
ー
ジ

7
 
窪
田
空
穂
氏
は
、
「
秋
の
夕
暮
、
天
の
河
を
見
や
る
と
こ
ろ
が
ら
く
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

 
感
覚
的
の
涼
レ
さ
と
、
二
星
相
会
う
夜
と
思
う
と
身
に
し
み
る
も
の
が
あ

 
る
と
い
う
精
神
的
の
意
味
の
涼
し
さ
を
も
っ
て
い
る
。
単
純
だ
が
含
蓄
が

 
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

8
 
拙
稿
「
定
家
に
お
け
る
艶
・
妖
艶
と
余
情
妖
艶
体
」
 
（
『
新
古
今
歌
風

 
と
そ
の
周
辺
』
所
収
）
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

9
 
注
6
の
書
、
二
八
六
ペ
ー
ジ
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