
紫
式

部
集

の
成

立

そ
の
構
造
に
関
す
る
考
察
を
中
心
と
し
て

管
　
野

美
　
恵
　
子

　
『
紫
式
部
集
』
が
、
い
か
な
る
作
晶
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
を
以
て
成
立

し
た
の
か
、
そ
れ
を
考
究
す
る
に
当
っ
て
の
最
初
の
問
題
は
、
こ
の
家
集
の
原

形
も
成
立
事
情
も
、
ま
た
、
自
撰
集
な
の
か
他
撰
集
な
の
か
さ
え
も
未
だ
明
ら

か
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
現
存
す
る
式
部
集
の
伝
本
は
、
歌
数
・
歌
序
・
本
文
の
性
質
を
基
準
と
し

て
、
第
一
類
定
家
自
筆
本
系
統
、
第
二
類
異
本
系
統
、
第
三
類
別
本
系
統
と
大

別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
三
類
本
の
系
統
は
、
本
文
の
粗
雑
さ
に
加
え
、
勅
撰

集
入
集
歌
は
そ
の
詞
書
に
従
い
、
ま
た
、
第
一
類
・
第
二
類
の
何
れ
を
問
わ

ず
、
よ
り
精
激
な
も
の
、
長
大
な
も
の
を
採
り
上
げ
る
と
い
う
、
無
定
見
な
事

大
主
義
・
精
激
主
義
の
編
纂
で
あ
っ
て
、
伝
本
研
究
と
し
て
は
と
も
か
く
式
部

集
の
原
形
考
察
の
対
象
と
し
て
は
用
い
難
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
を
省

き
、
第
一
類
・
第
二
類
の
諸
伝
本
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も
誤
文
の
少
な
い
善

本
と
思
わ
れ
る
実
践
女
子
大
本
と
陽
明
文
庫
本
を
中
心
と
し
て
、
式
部
集
の
構

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

造
と
そ
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
一

　
実
践
女
子
大
本
に
お
け
る
６
５
そ
６
７
．
７
０
７
１
、
〃
７
５
、
…
Ｚ
…
番
の
十
二
首

は
、
異
本
系
家
集
の
本
文
に
は
無
く
、
そ
の
巻
末
に
「
日
記
歌
」
と
し
て
収
録

　
　
　
　
¢

さ
れ
て
い
る
。
式
部
集
の
原
形
と
変
貌
を
考
え
る
上
で
の
一
焦
点
と
な
る
箇
所

で
あ
る
が
、
定
家
本
系
家
集
の
こ
の
部
分
と
、
異
本
系
日
記
歌
、
及
び
現
存
紫

式
部
日
記
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
定
家
本
系
家
集
と
日
記
歌
の
詞
書
は
そ
れ

ぞ
れ
独
立
す
る
も
の
で
、
相
互
関
係
に
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
日
記
歌

の
詞
書
は
定
家
本
系
家
集
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
日
記
に
接
近
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
も
日
記
歌
は
、
日
記
に
有
っ
て
異
本
系
家
集
本
文
に

無
い
式
部
歌
の
す
べ
て
を
載
録
し
、
そ
の
排
列
順
序
も
現
存
日
記
の
そ
れ
と
完

全
に
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
日
記
歌
」
は
、
そ
の
名
称
ど
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

り
「
紫
式
部
日
記
」
よ
り
抄
出
し
た
歌
と
考
え
ら
れ
、
更
に
そ
の
成
立
事
情
に

つ
い
て
も
小
沢
正
夫
氏
の
「
最
初
か
ら
異
本
式
部
集
の
附
録
と
し
て
編
ま
れ
た

も
の
」
つ
ま
り
、
「
紫
式
部
の
家
の
集
を
編
纂
し
よ
う
と
し
た
後
人
が
、
異
本

式
部
集
と
式
部
日
記
と
を
手
に
し
て
、
異
本
式
部
集
に
漏
れ
て
ゐ
る
日
記
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
『
集
』
の
巻
尾
に
増
補
し
た
」
と
さ
れ
る
説
は
ま
ず
疑
い
の
な
い
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
日
記
歌
の
巻
頭
五
首
、
す
な

わ
ち
さ
き
の
６
５
～
６
７
．
７
０
７
１
に
あ
た
る
土
御
門
殿
三
十
講
の
日
の
歌
群
で
あ

る
。
こ
の
部
分
は
「
日
記
歌
」
な
る
名
称
に
も
拘
ら
ず
、
現
存
式
部
日
記
に
記

事
の
無
い
寛
弘
五
年
五
月
五
・
六
日
の
詠
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
従
来
現
存

日
記
の
残
欠
非
残
欠
の
論
議
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た

論
議
の
検
討
は
さ
て
お
き
本
稿
は
三
十
講
の
日
の
詠
歌
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て

日
記
歌
の
も
つ
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
ま
ず
、
日
記
歌
ｏ
Ｕ
閉
は
、
中
宮
の
懐
妊
と
い
う
一
門
の
慶
事
に
お
け
る
道
長

の
心
情
に
沿
う
も
の
で
、
明
ら
か
に
女
房
と
し
て
の
公
事
の
詠
歌
で
あ
る
。
こ

の
日
記
歌
四
番
「
か
が
り
火
の
」
の
詞
書
は
、

　
池
の
水
の
た
た
こ
の
下
に
か
か
り
火
に
み
あ
か
し
の
ひ
か
り
あ
ひ
て
ひ
る
よ

　
り
も
さ
や
か
な
る
を
見
思
ふ
こ
と
す
く
な
く
は
を
か
し
う
も
あ
り
ぬ
へ
ぎ
お

　
り
か
な
と
か
た
は
し
う
ち
思
ひ
め
く
ら
す
に
も
ま
っ
そ
涙
く
ま
れ
け
る

と
式
部
独
特
の
心
情
傾
向
を
表
現
し
、
次
の
「
お
ほ
や
け
ご
と
に
い
ひ
ま
ぎ
ら

は
す
」
へ
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
が
定
家
本
系
諸
本
に
お
い
て

四
二

は
、
（
６
６
番
）

　
そ
の
夜
池
の
か
ｘ
り
火
に
み
あ
か
し
の
ひ
か
り
あ
ひ
て
ひ
る
よ
り
も
そ
こ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
◎
◎
◎
Ｏ
◎
◎
◎
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
◎
◎
Ｏ
◎
Ｏ
◎

　
て
さ
や
か
な
る
に
さ
う
ふ
の
か
い
ま
め
か
し
う
に
ほ
ひ
く
れ
は
・

と
な
っ
て
い
る
。
傍
点
を
施
し
た
「
さ
う
ふ
の
香
云
々
」
の
一
文
は
、
そ
の
場

に
い
た
者
の
実
感
か
ら
の
み
出
て
来
る
文
章
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
日

そ
こ
こ
こ
に
匂
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
菖
蒲
の
強
い
香
を
印
象
的
に
受
け
と
め
た

作
者
自
身
の
筆
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
文

は
、　

６
６
か
二
り
火
の
か
け
も
さ
は
か
ぬ
い
け
水
に
い
く
ち
よ
す
ま
む
の
り
の
ひ
か

　
り
そ

と
い
う
歌
の
内
容
と
は
何
ら
関
係
せ
ず
、
歌
を
引
き
出
す
べ
き
詞
書
の
記
述
と

し
て
は
不
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
式
部
集
の
歌
と
詞
書
の
緊
密
さ
に
っ
い

て
は
定
評
が
あ
り
、
こ
う
し
た
現
象
は
こ
の
家
集
と
し
て
は
異
例
の
も
の
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
こ
う
し
た
未
熟
な
詞
書
が
出
来
た
の
か
、
疑
問
の
残

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
箇
所
は
ま
た
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
同
日
の
記
事
を
連
想
さ
せ

る
。　

五
月
五
日
に
ぞ
五
巻
に
当
り
た
り
け
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
め
ぎ
お
か
し
う
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
ｏ
　
　
ｏ
　
　
◎

　
棒
物
の
用
意
か
ね
て
よ
り
心
こ
と
な
る
べ
し
。
（
中
略
）
…
…
…
池
の
霧
火

　
◎
Ｏ
Ｏ
◎
Ｏ
◎
Ｏ
　
　
　
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
Ｏ
◎
◎

　
に
み
あ
か
し
の
光
ど
も
ゆ
き
交
ひ
照
り
勝
り
御
覧
ぜ
ら
る
二
に
、
菖
蒲
の
香



　
◎
　
　
Ｏ
　
Ｏ
　
◎
　
◎
　
◎

　
も
今
め
か
し
う
お
か
し
う
薫
り
た
り
。
（
は
つ
は
な
）

栄
花
物
語
が
紫
式
部
と
近
い
時
代
に
作
ら
れ
、
そ
の
中
宮
御
産
の
条
は
紫
式
部

日
記
を
資
料
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
古
く
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
法
華
三
十
講
の
日
の
記
事
に
つ
い
て
も
ま
た
宮
部
清
氏
の
提
案
の

　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

如
く
、
栄
花
物
語
の
著
作
時
代
、
紫
式
部
に
は
寛
弘
五
年
五
月
の
記
事
カ
あ

り
、
栄
花
の
右
の
一
文
は
式
部
日
記
を
参
考
と
し
た
、
と
み
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
定
家
本
系
家
集
の
詞
書
も
ま
た
、
日
記
の
記
述
を
も

と
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
定
家
本
系

の
こ
の
詞
書
に
は
何
か
も
と
に
な
る
文
章
が
あ
っ
て
、
詞
書
筆
者
は
そ
れ
に
東

縛
さ
れ
た
た
め
詞
書
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
文
章
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
場
合
を
想
定
さ
れ
、
　
「
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
詞
書
筆
者
を

東
縛
牽
制
す
る
力
を
も
つ
も
と
の
資
料
と
い
う
の
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
紫
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

部
日
記
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
る
清
水
好
子
氏
の
見
解
は
、

ま
さ
に
蓋
然
性
を
持
っ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
日
記
歌
の
詞
書
は
、
そ
の
側
を
み
て
も
、
ま
た
働
か
ら
Ｇ
の
の
贈
答
を
み
て

も
、
日
記
を
か
な
り
忠
実
に
写
し
て
い
る
、
と
同
時
に
、
側
番
（
き
く
の
つ

ゆ
）
で
は
日
記
の
「
九
日
」
を
「
九
月
九
日
」
と
改
め
、
胸
（
と
し
く
れ
て
）

で
は
歌
の
説
明
に
不
要
な
「
御
物
忌
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
御
前
に
も
ま
ゐ
ら

ず
」
の
一
文
を
削
除
す
る
な
ど
、
作
歌
事
情
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
の
作
為

や
工
夫
を
施
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
さ
き
の
６
６
番
の
「
さ
う
ふ
の
香
云
々
」
の

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

一
文
も
、
も
と
も
と
紫
式
部
日
記
に
あ
っ
た
も
の
で
、
日
記
歌
の
筆
者
は
そ
れ

を
歌
に
不
用
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
、
定
家
本
系
家
集
の
編
者
は
そ
の
文
章

の
印
象
が
鮮
明
で
あ
っ
た
ま
ま
に
そ
れ
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
続
く
６
７
番
「
す
め
る
池
の
」
の
詞
書
の
「
お
ほ
や
け
ご
と
に
言
ひ
ま
ぎ
ら
は

す
」
と
い
う
唐
突
な
言
い
方
は
、
日
記
歌
閉
に
お
け
る
「
思
ふ
こ
と
少
な
く
は

・
…
－
」
と
い
う
個
人
的
な
感
慨
が
あ
っ
て
こ
そ
生
き
て
く
る
表
現
で
あ
り
、
こ

の
記
述
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
６
７
番
の
大
納
言
の
君
の
歌
は
、
６
６
番
の
歌
の
表
面

に
は
表
わ
れ
な
い
式
部
の
心
中
と
通
い
合
い
、
こ
の
間
の
事
情
が
明
白
に
な

る
。
っ
ま
り
６
７
の
詞
書
も
ま
た
、
６
６
と
は
反
対
に
説
明
不
足
と
い
う
点
に
お
い

て
家
集
の
詞
書
と
し
て
は
充
分
と
い
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
小
少
将
の

君
」
「
弁
の
君
」
「
加
賀
少
納
言
の
君
」
な
ど
、
宮
仕
え
中
の
贈
答
で
は
相
手
の

名
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
常
で
あ
る
式
部
集
の
、
「
む
か
ひ
た
ま
へ
る
人
」
と

い
う
異
例
の
言
い
方
も
不
審
で
、
「
歌
に
近
い
箇
所
を
部
分
的
に
裁
り
取
っ
て

転
写
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
に
例
外
的
な
、
か
っ
不
備
な
詞
書
が
生
ま
れ
た
の

　
　
　
　
＠

だ
と
思
う
」
と
い
う
清
水
氏
の
説
に
従
い
た
い
。

　
６
８
番
「
か
げ
見
て
も
」
の
詠
歌
は
、
異
本
系
家
集
で
は
本
文
六
一
番
に
記
さ

¢
れ
、
返
歌
の
６
９
「
ひ
と
り
ゐ
て
」
は
定
家
本
系
家
集
に
の
み
収
録
さ
れ
て
い

る
。
定
家
本
に
お
け
る
贈
歌
「
か
げ
見
て
も
」
の
詞
書
は
実
に
冗
長
な
文
章
で

あ
り
、
「
空
の
け
し
き
春
秋
の
か
す
み
に
も
き
り
に
も
お
と
ら
ぬ
こ
ろ
ほ
ひ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

り
」
と
い
う
一
文
の
言
い
ま
わ
し
は
、
そ
の
叙
述
的
な
冗
長
さ
故
に
却
っ
て
、

い
か
に
も
式
部
自
身
の
文
章
ら
し
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
家
集

の
詞
書
と
し
て
は
６
６
の
そ
れ
と
同
様
に
、
歌
と
は
直
接
関
係
の
な
い
無
用
な
情

景
描
写
で
あ
る
。
小
少
将
の
「
ひ
と
り
ゐ
て
」
の
返
歌
が
、
異
本
系
家
集
の
本

文
に
も
ま
た
巻
末
の
日
記
歌
に
も
見
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
従
来
、
日
記
歌

の
筆
者
が
家
集
本
文
に
返
歌
の
無
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
、
あ
る

い
は
、
日
記
歌
付
載
の
時
期
に
は
未
だ
本
文
に
存
し
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後

脱
落
し
た
か
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
異

本
系
六
一
の
詞
書
は
、

　
土
御
門
院
に
て
や
り
水
の
う
へ
な
る
わ
た
殿
の
す
の
こ
に
居
て
か
う
ら
ん
に

　
を
し
か
ｘ
り
て
見
る
に

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
式
部
が
小
少
将
を
呼
び
出
し
た
い
き
さ
つ
は
無

論
、
贈
答
の
相
手
が
い
た
こ
と
さ
え
も
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
土
御
門
殿
で
あ

る
日
渡
殿
の
局
の
前
の
賛
子
に
坐
っ
て
、
ひ
と
り
や
り
水
を
眺
め
な
が
ら
も
の

思
い
に
ふ
け
っ
た
時
の
歌
、
と
み
て
充
分
納
得
で
き
る
詞
書
な
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
家
集
中
に
も
と
一
対
の
贈
答
歌
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
も

の
の
返
歌
だ
け
が
脱
落
し
た
の
で
は
な
く
て
、
異
本
系
家
集
の
編
者
は
最
初
か

ら
こ
の
歌
を
独
詠
歌
と
し
て
記
載
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る
異
本
系

の
諸
伝
本
に
こ
の
部
分
は
何
ら
の
異
同
も
な
い
こ
と
か
ら
も
そ
う
考
え
る
方
が

む
し
ろ
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
編
者
は
何
ら
か
の
意
志
の
も
と
に
返
歌
を
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

き
、
独
詠
歌
と
し
て
一
首
を
収
め
た
と
思
わ
れ
る
。
日
記
歌
に
返
歌
が
記
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
式
部
の
贈
歌
が
本
文
に
あ
る
以
上
、
他
人
の
歌
の
み
を
記
す
必

要
を
感
じ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
７
０
７
１
は
新
古
今
集
に
も
採
ら
れ
た
贈
答
で
あ
る
。
新
古
今
に
お
け
る
詞

書
は
、

　
局
な
ら
ぴ
に
住
み
侍
り
け
る
頃
五
月
六
日
も
ろ
と
も
に
詠
め
あ
か
し
て
あ
し

　
た
に
長
ぎ
ね
を
つ
つ
み
て
紫
式
部
に
つ
か
は
し
け
る

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詞
書
の
「
局
な
ら
び
に
住
み
は
べ
り
け
る

頃
」
と
い
う
句
は
、
定
家
本
系
家
集
か
ら
も
日
記
歌
か
ら
も
出
て
こ
な
い
。
小

沢
氏
は
「
要
す
る
に
三
つ
の
詞
書
の
親
近
性
は
そ
の
原
拠
を
三
つ
の
も
の
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
求
め
な
け
れ
ば
解
決
が
出
来
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
原
拠
に
今
は
散
失
し
て

い
る
式
部
日
記
の
冒
頭
部
分
を
想
定
さ
れ
た
。
そ
う
す
る
と
紫
式
部
日
記
は
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

古
今
時
代
ま
で
は
五
月
五
日
の
記
事
を
保
っ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
、
定
家
本
系
家
集
に
お
け
る
法
華
三
十
講
の
日
の
詠
歌
は
、
そ
の
背
後

に
紫
式
部
日
記
の
影
を
濃
く
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
（
想
定
さ
れ
る
）
散

失
部
分
の
記
述
は
、
決
し
て
現
存
日
記
の
基
調
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
日
記
歌
は
、
寛
弘
五
年
五
月
五
日
六
日
の
記
事
を
持
ち
、
現
存
日

記
を
も
含
む
「
原
紫
式
部
日
記
」
か
ら
抄
出
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。



二

　
現
存
す
る
式
部
集
伝
本
の
各
系
統
間
の
相
違
は
、
互
い
に
異
な
る
祖
本
か
ら

発
生
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
一
の
祖
本
か
ら
生
じ
た
両
者

が
、
後
世
の
転
写
途
上
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
錯
簡
・
脱
落
．
誤
写
．
補
筆
な

ど
を
経
験
し
て
分
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
家
集
両
系
統
と
も
に
本
文
中
に
「
破
れ
て
な
し
」
・
「
不
審
」
な
ど
の
語

が
見
え
、
同
一
箇
所
に
お
け
る
贈
答
歌
の
欠
落
な
ど
、
明
ら
か
に
分
岐
以
前
か

ら
の
乱
れ
も
多
い
の
で
、
こ
の
家
集
が
相
当
早
い
時
期
か
ら
本
文
に
乱
れ
を
生

じ
て
い
た
こ
と
、
両
系
統
に
分
岐
し
た
の
は
お
そ
ら
く
平
安
末
期
以
前
で
あ
ろ

う
こ
と
も
現
在
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
今
、
そ
の
両
系
統
の
本
文
を
比
較
し
て
み
る
時
、
そ
の
詞
書
．
歌

の
異
同
に
は
そ
れ
ぞ
れ
長
短
両
所
を
持
っ
て
い
て
、
一
概
に
ど
ち
ら
を
祖
本
に

近
い
と
も
定
め
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
構
造
面
か
ら
の
検
討
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
「
整
然
た
る
部
立
や
秩
序
な
き
雑
纂
的
な
家
集
」
と
さ
れ
て
い
た
紫
式
部
集

に
、
　
「
多
少
の
錯
簡
も
あ
り
、
類
を
も
っ
て
蒐
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

年
代
順
で
あ
る
。
」
と
、
排
列
意
識
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
岡
一
男
氏
で
あ
り
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
そ
の
見
解
の
も
と
に
紫
式
部
の
生
涯
を
家
集
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
。
そ
れ

に
対
し
今
井
源
衛
氏
は
、
「
御
説
の
基
本
的
な
見
解
に
は
ふ
か
く
敬
意
を
払
う
」

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
原
則
を
逸
脱
す
る
歌
群
も
ま
た
多
く
、
類
聚
的
排
列

意
識
も
無
視
で
き
ぬ
こ
と
、
更
に
、
家
集
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
べ
く
嚢
の
歌
た

る
恋
歌
を
そ
の
全
般
に
亘
っ
て
散
在
せ
し
め
る
な
ど
の
配
慮
も
あ
る
こ
と
を
説

明
さ
れ
た
。

　
家
集
の
排
列
を
み
る
に
、
岡
氏
の
説
か
れ
る
年
次
的
な
意
識
が
そ
の
底
流
に

在
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
し
、
ま
た
今
井
氏
の
指
摘
さ
れ
た
如
く
家
集
の
諸
部

分
に
お
い
て
類
聚
的
な
編
纂
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

５
５
番
「
こ
こ
ろ
だ
に
」
の
歌
に
至
る
ま
で
家
集
の
前
半
部
は
お
お
む
ね
年
次
的

な
排
列
で
あ
っ
て
、
系
統
別
に
も
そ
の
構
造
に
も
殆
ん
ど
異
同
を
み
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
家
集
の
中
ご
ろ
か
ら
両
系
統
の
排
列
に
は
か
な
り
の
差
異
が
現
れ
て

く
る
。

　
最
初
に
乱
れ
の
見
え
る
の
は
、
５
６
「
身
の
う
さ
は
」
こ
５
９
「
み
よ
し
の
は
」

（
異
九
一
ｚ
九
四
）
の
歌
群
で
あ
る
。
異
本
系
家
集
に
お
い
て
は
こ
の
歌
群
は
、
九

〇
「
お
ほ
か
り
し
豊
の
宮
人
」
と
、
九
五
「
み
か
さ
山
お
な
じ
ふ
も
と
を
」
の
中
将

の
君
の
贈
歌
と
の
問
に
位
置
し
て
い
る
。
九
一
「
身
の
う
さ
は
」
が
「
は
じ
め
て

う
ち
わ
た
り
を
み
る
に
も
物
の
あ
は
れ
な
れ
ば
」
と
あ
る
詞
書
か
ら
、
明
ら
か
に

初
出
仕
の
感
慨
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
九
〇
「
お
ほ
か
り
し
」
は
日
記

に
よ
り
、
宮
仕
え
生
活
に
も
す
っ
か
り
馴
れ
た
寛
弘
五
年
十
一
月
の
作
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
九
五
「
み
か
さ
山
」
も
年
時
は
不
詳
な
が
ら
、
仲
の

良
い
同
僚
女
房
と
気
の
お
け
な
い
ひ
と
時
の
や
り
と
り
を
楽
し
ん
で
い
る
様
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ひ
）
　
（
ひ
）

う
か
が
わ
れ
て
、
い
ず
れ
も
九
一
・
九
二
の
詞
書
に
あ
る
「
ま
だ
い
と
う
ゐ
う
ゐ

し
き
」
物
馴
れ
ぬ
様
子
と
は
大
分
年
月
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

即
ち
詠
歌
の
時
期
と
し
て
は
九
〇
と
九
五
の
関
係
の
方
に
近
接
性
が
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
定
家
本
系
で
は
こ
の
四
首
を
家
集
の
中
ご
ろ
に
、
出
仕
生
活
で
の

は
じ
め
て
の
も
の
と
し
て
収
め
て
い
る
。
続
く
歌
群
は
、
６
０
「
や
よ
ひ
ば
か
り

に
」
宮
の
お
も
と
よ
り
出
仕
を
促
さ
れ
て
の
贈
答
、
以
後
７
７
番
「
し
ら
つ
ゆ
は
」

に
至
る
迄
出
仕
以
後
の
歌
が
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
定
家
本
の
排
列
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
５
６
…
－
寛
弘
三
年
十
二
月
廿
九
目
、
初
出
仕
の
感
慨

　
５
７
５
８
－
・
宮
仕
え
に
馴
れ
ぬ
さ
ま
で
宿
下
が
り

　
５
９
－
…
里
か
ら
の
献
歌
（
正
月
十
日
）

　
６
０
６
１
－
・
出
仕
の
督
促
と
そ
れ
へ
の
返
し

と
い
っ
た
も
の
と
な
る
。
５
９
番
の
「
ま
だ
い
で
た
ち
も
せ
ぬ
か
く
れ
か
に
て
」

の
詞
書
も
、
出
仕
の
挨
拶
を
済
ま
せ
て
一
旦
下
が
っ
た
ま
ま
、
ま
だ
出
仕
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

な
い
で
い
る
里
邸
で
、
と
考
え
る
と
落
ち
着
く
内
容
な
の
で
あ
る
。
な
お
「
か

◎
　
　
◎
　
　
◎

く
れ
か
に
て
」
と
あ
る
の
は
実
践
女
子
大
本
と
瑞
先
寺
本
の
み
で
あ
っ
て
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
Ｏ
　
　
◎

は
両
系
統
と
も
す
べ
て
「
か
く
れ
に
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
こ
れ
を
「
源

氏
物
語
執
筆
の
た
め
の
隠
れ
家
」
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
華
や
か
な
宮

中
に
対
す
る
「
か
く
れ
」
、
即
ち
、
草
深
く
埋
も
れ
た
物
か
げ
の
よ
う
な
我
が

家
、
の
意
と
考
え
た
い
。
　
「
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
雪
の
下
草
」
と
い
っ
た
比
職
か

ら
も
そ
の
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
次
の
６
０
・
６
１
は
、
春
三
月
、
里
居
を
続
け
る
式
部
と
弁
の
お
も
と
と
の
贈
答

で
あ
る
。
贈
歌
は
「
気
に
そ
ま
ぬ
宮
仕
え
の
日
々
で
し
よ
う
け
れ
ど
、
元
気
を

お
出
し
に
な
っ
て
そ
ろ
そ
ろ
出
仕
な
さ
っ
て
は
如
何
」
と
い
う
催
促
を
言
外
に

こ
め
た
も
の
で
、
式
部
の
心
情
を
思
い
や
り
な
が
ら
や
わ
ら
か
く
出
仕
を
促
し

て
お
り
、
我
が
身
に
も
覚
え
の
あ
る
人
の
同
情
を
こ
め
た
歌
で
あ
る
。
対
し
て

式
部
は
、
「
い
と
ど
憂
き
世
に
乱
れ
て
ぞ
ふ
る
」
と
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
物

思
い
に
思
わ
ず
も
長
い
里
居
を
続
け
て
し
ま
い
ま
し
た
、
と
返
し
て
い
る
。
続

く
６
２
「
わ
り
な
し
や
」
は
、
同
僚
女
房
た
ち
の
悪
意
あ
る
中
傷
に
心
中
強
く
抗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎

す
る
式
部
の
、
昂
然
た
る
気
慨
を
示
す
歌
で
、
６
０
に
お
け
る
「
う
き
こ
と
を
思

い
乱
れ
て
」
と
は
意
味
の
上
で
の
繋
が
り
を
も
っ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ

ら
の
歌
群
で
は
定
家
本
系
家
集
の
方
に
明
確
な
編
纂
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
方
が
原
形
で
あ
っ
て
、
異
本
系
の
方
に
は
何
ら
か
の
錯

簡
が
起
こ
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
異
本
系
の
諸
本
に
は
宮
の
弁
の
お
も
と

の
贈
歌
の
み
が
あ
っ
て
式
部
の
返
歌
は
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
欠
落
で
あ

り
、
こ
う
し
た
こ
と
も
異
本
系
家
集
の
こ
の
部
分
に
錯
簡
の
お
き
た
こ
と
を
い

っ
そ
う
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
の
乱
れ
は
７
８
「
わ
す
る
る
は
」
と
７
９
「
た
か
さ
と
も
」
の
二
首
（
異
六
二

六
三
）
と
、
…
「
く
れ
ぬ
ま
の
」
～
閉
「
な
き
人
を
」
（
異
六
四
～
六
六
）
の
三
首

に
起
き
て
い
る
。
異
本
系
家
集
で
は
こ
の
五
首
は
、
６
８
（
六
一
）
「
か
け
み
て
も
」

と
７
２
（
六
七
）
「
あ
ま
の
戸
の
」
の
間
に
位
置
し
て
い
る
。
が
、
ｍ
Ｚ
閉
の
歌



群
は
、
小
少
将
亡
き
後
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
年
代
的
に
は
当
然
定
家
本
系
の
排

列
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
贈
答
は
、
家
集
の

最
後
に
位
置
す
る
歌
と
し
て
大
き
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

も
ま
た
一
異
本
系
家
集
の
場
合
は
何
か
物
理
的
乱
れ
の
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
あ
る
い
は
綴
じ
目
が
切
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
７
２
７
３
（
異
六

七
、
六
八
）
が
同
じ
小
少
将
の
君
に
関
す
る
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
関
連
を
見

い
出
し
た
編
者
が
こ
こ
に
置
き
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
の
五
首

と
、
定
家
本
系
家
集
の
う
ち
の
「
日
記
歌
」
と
重
な
る
部
分
と
を
除
い
て
考
え

る
時
、
６
０
（
五
一
）
「
う
き
こ
と
を
」
か
ら
７
６
（
六
九
）
「
を
み
な
へ
し
」
へ
の
連
な

り
方
は
両
系
統
同
じ
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
何
か
祖
本
の
形
を
暗
示
し
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
異
本
系
家
集
に
は
、
本
文
的
に
も
構
造
的
に
も
相
当
の
誤

脱
・
錯
簡
が
有
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
限
り
で
は
定
家
本
系
の
方
が
祖
本

に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
排
列
の
乱
れ
と
は
別
に
、
両
系
統
間
に
大
き
な
差
異
の
み
ら
れ
る
の

は
一
前
節
で
ふ
れ
た
「
日
記
歌
」
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
今
井
源
衛
氏

は
・
異
本
系
家
集
が
「
本
文
系
統
的
に
見
て
一
類
本
に
劣
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
こ
も
定
家
本
の
形
が
両
系
統
の
祖
本
に
近
い
も
の
と
推
定
さ
れ
た
。
と
す
れ

ば
、
異
本
系
で
は
こ
れ
ら
の
部
分
が
脱
落
し
た
か
、
ま
た
は
意
図
的
に
削
除
さ
れ

た
・
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
異
本
家
集
に
お
け
る
日
記
歌
部
分
の
欠

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

落
は
決
し
て
ま
と
ま
っ
た
歌
群
と
し
て
で
は
な
く
、
六
〇
と
六
一
の
問
に
三
首
、

六
一
と
六
二
の
問
に
二
首
、
六
八
と
六
九
の
問
に
二
灯
、
一
〇
八
と
一
〇
九
の

問
に
五
首
、
と
い
っ
た
形
で
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
自
然
な
脱
落
が
、

し
か
も
日
記
と
重
な
る
部
分
に
お
い
て
の
み
起
こ
り
得
る
と
は
と
う
て
い
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
と
言
っ
て
、
意
図
的
な
も
の
と
す
れ
ぱ
、
何
の
た

め
に
削
除
し
た
と
考
え
る
の
か
、
日
記
に
見
え
る
歌
を
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
山
口
た
け
子
氏
は
、
　
「
異
本
は
そ
の
集
巾
の
日
記
の
歌
を
後
に
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

残
嵌
に
な
っ
た
『
日
記
歌
』
に
照
ら
し
て
誰
か
が
削
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と

推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
　
「
日
記
歌
」
は
日
記
中
の
歌
の
集
と
し
て
独
立
し
て
い

た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
異
本
に
見
え
ぬ
日
記
の
歌
を
集
め
て
家
集
に
付
加
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
更
に
、
紫
式
部
集
を
書
写
し
、
伝
え
よ

う
と
志
す
者
が
何
故
に
そ
の
歌
を
削
る
の
か
、
意
図
的
な
削
除
と
考
え
て
も
そ

こ
に
は
解
明
し
が
た
い
疑
問
が
残
る
。
す
る
と
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
定
家
本

家
集
編
者
の
補
筆
ど
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
法
華
三
十
講
の
日
の
歌
群
の
う
ち
、
「
日
記
歌
」
と
重
出
す
る
定
家
本
系
家

集
の
歌
の
背
後
に
、
濃
い
日
記
の
影
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
日
記
歌
と
重
な
る
歌
を
、
家
集
の
前
後
に
お
け
る
関

係
で
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
６
５
～
６
７
，
６
９
～
７
１
（
法
華
三
十
講
の
歌
群
）

　
　
…
…
６
３
６
４
の
五
月
五
日
の
歌
と
季
が
一
致
。
７
２
７
３
は
６
９
～
７
１
と
同
様
に
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

　
　
　
　
少
将
と
の
贈
答
。

　
旭
７
５
（
道
長
と
の
贈
答
）

　
　
、
７
２
７
３
と
水
鶏
の
歌
題
が
一
致
。
７
６
７
７
は
同
じ
道
長
と
の
贈
答
。

　
…
（
倫
子
よ
り
菊
の
綿
を
お
く
ら
れ
て
）

　
　
、
…
…
と
は
季
が
一
致
。
そ
の
の
ち
小
少
将
、
大
納
言
の
君
と
の
冬
歌
の

　
　
　
　
贈
答
に
続
く
。

　
現
存
紫
式
部
日
記
と
比
べ
る
と
き
、
家
集
に
お
け
る
日
記
所
載
歌
の
排
列
に

は
時
問
的
な
乱
れ
が
目
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
季
や
人
物
に

よ
る
連
想
を
も
と
に
し
た
類
聚
的
編
纂
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
事
実
の
時
間
的
推
移
に
拘
泥
せ
ず
、
季
節
的
・
人
物
的
類
聚
に
よ
っ
て

歌
を
配
し
て
ゆ
く
や
り
方
は
、
事
実
の
記
憶
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
撰

歌
集
に
多
い
手
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
指
摘
し
た
如
く
、
６
０
「
う
き
こ

と
を
」
か
ら
７
６
「
を
み
な
へ
し
」
に
至
る
配
列
は
、
日
記
歌
と
重
な
る
こ
れ
ら

の
歌
群
と
異
本
系
に
お
け
る
前
記
の
錯
簡
を
除
く
時
、
両
系
統
は
同
一
の
排
列

と
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
「
日
記
歌
」
に
相
当
す
る
歌

群
は
両
系
統
の
祖
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
人
に
よ
る
補
筆

と
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
一
．
二
節
の
考
察
か
ら
は
、
定
家
本
か
ら
日
記
歌
と
重
な
る
部

分
を
除
い
た
も
の
が
両
系
統
の
祖
本
の
姿
で
あ
っ
た
、
と
の
結
論
に
達
し
た
。

そ
の
祖
本
の
構
造
と
成
立
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
検
討
す
る
。

三

四
八

　
紫
式
部
集
の
詞
書
は
、
往
々
に
し
て
「
式
部
の
個
人
的
・
主
観
的
な
・
直
接

　
　
　
　
＠

心
情
の
表
現
」
で
あ
り
、
式
部
自
身
で
な
け
れ
ば
書
け
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を

感
じ
さ
せ
る
。
家
集
に
お
け
る
詞
書
と
歌
と
は
緊
密
に
結
び
合
い
、
そ
の
中
か

ら
歌
だ
け
で
は
味
わ
い
き
れ
ぬ
式
部
の
微
妙
な
心
情
が
見
事
に
浮
か
ぴ
上
が
っ

て
く
る
。
こ
う
し
た
特
性
に
つ
い
て
は
従
来
も
諸
氏
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
叙
述
性
の
強
い
詞
書
も
、
や
は
り

作
者
の
自
筆
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
◎

　
○
そ
の
人
と
を
ぎ
と
こ
ろ
へ
い
く
な
り
け
り
あ
き
の
は
つ
る
日
き
た
る
あ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎

　
　
つ
き
む
し
の
こ
ゑ
あ
は
れ
な
り
（
実
践
女
子
大
本
２
番
）

　
○
か
も
に
ま
う
て
き
た
る
に
ほ
と
＼
き
す
な
か
な
む
と
い
ふ
あ
け
ほ
の
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
０

　
　
た
を
か
の
こ
す
ゑ
お
か
し
く
見
え
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
０

　
○
返
し
は
に
し
の
う
み
の
人
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

　
○
つ
く
し
に
ひ
せ
ん
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
ふ
み
を
こ
せ
た
る
を
い
と
は
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
　
◎

　
　
な
る
と
こ
ろ
に
て
み
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
◎
　
　
◎
　
　
ｏ

　
○
ふ
み
ち
ら
し
け
り
と
き
Ｘ
て
…
…
…
む
月
十
日
は
か
り
の
こ
と
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
◎

　
○
わ
つ
ら
ふ
こ
と
あ
る
こ
ろ
な
り
け
り
：
・
…
：
・
心
み
に
よ
ま
む
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
７
）



勅
撰
集
を
は
じ
め
、
他
の
私
撰
集
・
私
家
集
に
お
い
て
も
詞
書
は
多
く

「
…
－
・
け
る
」
と
い
っ
た
連
体
形
を
と
る
か
、
「
－
…
け
れ
ば
」
「
…
の
心
を
」

「
…
：
・
と
て
」
と
い
っ
た
形
を
と
っ
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
に
終
止
形
で
と
め

る
詞
書
の
多
い
こ
と
は
紫
式
部
集
の
特
徴
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
家
集

に
見
え
る
一
般
的
な
詞
書
が
、
単
に
歌
の
背
景
の
説
明
と
し
て
の
み
意
味
を
持

つ
の
に
反
し
て
、
式
部
集
の
よ
う
な
形
は
、
（
歌
物
語
の
地
の
文
に
こ
う
し
た

形
が
多
い
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
）
詞
書
の
独
立
性
を
強
め
る
も

の
で
あ
り
、
歌
の
背
後
に
あ
る
事
柄
や
人
物
へ
の
作
者
の
関
心
の
深
さ
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
身
の
過
去
を
回
顧
し
、
そ
れ
を
再
び
自
己
の
中
で

噛
み
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
い
出
の
中
の
事
件
と
人
問
像
を
鱗
明
に
再
現

し
よ
う
と
す
る
作
者
の
強
い
詠
嘆
が
う
か
が
わ
れ
て
、
家
集
の
詞
書
は
作
者
自

身
の
も
の
、
と
の
感
を
抱
か
せ
る
。

　
ま
た
そ
の
構
造
を
見
る
と
、
家
集
前
半
部
は
ほ
ぼ
年
代
的
排
列
に
よ
る
自
伝

風
の
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
自
身
の
辿
っ
て
き
た
人
生
を
回
想
し
よ

う
と
す
る
意
志
が
か
な
り
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
少
女
時
代
の
詠
歌
か
ら
始
ま
っ

て
、
越
前
下
向
、
宣
孝
と
の
結
婚
、
死
別
、
出
仕
の
決
意
、
と
順
を
追
っ
て
進

め
ら
れ
る
中
に
も
、
西
の
海
へ
行
っ
た
友
と
の
一
連
の
贈
答
や
、
２
８
か
ら
３
７
に

収
め
ら
れ
た
帰
京
か
ら
結
婚
に
至
る
ま
で
の
屈
曲
を
語
る
歌
群
な
ど
は
、
時
間

と
事
件
の
推
移
に
従
っ
て
、
さ
な
が
ら
物
語
の
展
開
を
追
う
が
如
き
筋
の
進
展

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
４
４
か
ら
４
８
の
歌
群
は
絵
に
よ
る
類
聚
歌
群
で
あ
る
が
、
４
８

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

番
は
塩
が
ま
の
浦
に
立
ち
の
ぼ
る
畑
に
、
夕
の
空
に
逝
っ
た
宣
考
へ
の
哀
傷
を

歌
い
上
げ
て
、
４
２
「
ゆ
ふ
ぎ
り
に
」
４
３
「
ち
る
は
な
を
」
の
継
娘
と
と
も
に
亡
夫
を

偲
ん
だ
歌
に
対
応
さ
せ
、
一
連
の
類
聚
歌
群
に
、
夫
没
後
の
淋
し
い
生
活
心
情
を

語
る
歌
と
し
て
の
趣
き
を
持
た
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
細
い
配
慮
に
も
と
づ
く

構
成
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
歌
の
作
者
以
外
に
は
為
し
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
家
集
前
半
部
に
対
し
、
後
半
部
は
、
５
６
「
身
の
う
さ
は
」
の
初
出

仕
の
歌
か
ら
最
後
の
小
少
将
へ
の
哀
傷
ま
で
、
出
仕
生
活
の
歌
・
宣
孝
と
の
恋

愛
・
結
婚
生
活
に
お
け
る
贈
答
歌
や
独
詠
歌
が
交
錯
し
て
配
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
た
ま
さ
か
に
か
へ
り
こ
と
し
た
り
け
る
人
の
ち
に
又
も
か
ｘ
さ
り
け
る

　
　
　
に
を
と
こ

９
０
お
り
く
に
か
く
と
は
見
え
て
さ
ふ
に
の
い
か
に
お
も
一
は
た
ゆ
る
な

　
　
る
ら
ん

　
　
　
返
し
九
月
つ
こ
も
り
に
な
り
に
け
り

　
９
１
し
も
か
れ
の
あ
さ
ち
に
ま
よ
ふ
さ
二
か
に
の
い
か
な
る
お
り
に
か
く
と
み

　
　
ゆ
ら
ん

　
お
そ
ら
く
は
出
仕
以
後
の
歌
で
あ
ろ
う
。
単
に
「
か
く
」
を
言
い
出
す
た
め

の
枕
詞
と
し
て
男
の
用
い
た
「
さ
さ
が
に
の
」
の
語
を
受
け
て
、
式
部
は
「
九

月
っ
ご
も
り
」
と
い
う
折
か
ら
、
霜
枯
れ
の
野
に
弱
々
し
く
さ
迷
う
蜘
蛛
の
姿

を
自
分
に
た
と
え
、
　
「
い
か
な
る
折
に
か
く
と
見
ゆ
ら
ん
」
と
穏
や
か
な
が
ら

明
確
な
拒
否
の
歌
を
返
し
て
い
る
。
拒
み
な
が
ら
も
た
ま
さ
か
に
は
歌
を
交
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
相
手
と
は
、
そ
れ
が
身
分
あ
る
男
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
像
さ
せ
る
し
、
「
霜
枯
れ
の
－
…
：
－
」
の
比
職
は
夫
に
死
に
遅
れ
た
自
己
の

姿
を
表
現
し
た
と
見
る
べ
き
で
、
こ
れ
が
出
仕
以
後
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
思
わ

せ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
続
く
９
２
Ｚ
９
５
は
宣
孝
と
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
排
列

な
ど
は
、
９
０
９
１
の
贈
答
が
回
想
の
契
機
と
な
っ
て
、
「
霜
枯
れ
の
浅
茅
に
迷
う
」

現
在
の
我
が
身
に
ひ
き
か
え
宣
孝
在
世
当
時
を
偲
ぴ
、
心
の
限
り
呼
び
か
け
た

若
き
日
々
を
反
甥
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
後
半
部
に

お
け
る
恋
歌
の
詞
書
は
、
前
半
の
そ
れ
と
比
べ
て
著
し
く
単
純
化
さ
れ
、
一
見

宮
仕
え
中
の
贈
答
と
も
み
え
る
形
を
と
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
後
半
に
位
置
す
る
宣
孝
関
係
の
詠
歌
は
家
集
の
構
成
上
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な

形
と
は
な
ら
ず
に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
結
婚
生
活
に
お
け
る
歌
の
う
ち
、
前
半
部
は
幸
せ
な
生
活
を
連
想
せ

し
め
る
も
の
の
み
を
出
し
て
、
そ
の
ま
ま
亡
き
夫
を
偲
ぷ
歌
群
に
移
っ
て
突
然

襲
っ
た
不
幸
を
強
調
し
、
夜
離
れ
の
嘆
き
を
歌
う
歌
群
は
後
半
部
に
位
置
せ
し

め
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
家
集
の
前
半
部
は
、
明
る
く
み
ず

み
ず
し
い
情
感
を
も
っ
た
躍
動
性
の
あ
る
若
き
式
部
像
と
、
夫
の
死
後
、
日
々

に
淋
し
さ
の
募
っ
て
ゆ
く
姿
が
対
照
的
に
現
わ
れ
る
の
に
対
し
、
後
半
部
で
は

必
死
に
よ
り
豊
か
な
自
我
の
開
花
を
求
め
な
が
ら
、
結
局
は
何
ご
と
も
思
い
の

ま
ま
に
は
な
ら
ず
、
常
に
我
が
心
と
は
う
ら
は
ら
の
状
態
で
過
ご
し
つ
づ
け
、

つ
い
に
は
「
ふ
れ
ば
か
く
憂
さ
の
み
ま
さ
る
世
」
閉
の
述
懐
に
到
達
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
自
己
の
”
生
〃
の
有
り
様
を
噛
み
し
め
て
い
る
作
者
の
姿

が
迫
っ
て
く
る
。
単
な
る
錯
簡
で
は
こ
う
い
っ
た
現
象
は
起
こ
り
得
な
い
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
も
式
部
自
身
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
は
一
首
一
首
の
歌
の
配
置
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

か
と
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
の
前
後
関
係
に
は
未
だ
不
明
な
も
の
が
多

く
、
部
分
的
に
は
そ
の
構
成
意
図
が
う
か
が
え
る
も
の
の
、
種
々
の
面
に
お
い

て
未
定
稿
の
感
が
深
い
。

　
こ
の
よ
う
に
紫
式
部
集
は
、
大
部
分
に
お
い
て
式
部
自
身
の
手
に
な
る
自
撰

家
集
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
う
に
は
な
お
疑
問
が
残
る

の
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
言
う
と
私
は
、
前
節
で
論
じ
た
「
祖
本
紫
式
部
集
」

に
は
式
部
以
外
の
人
の
手
に
成
る
部
分
も
あ
る
、
少
な
く
と
も
紫
式
部
日
記
と

重
複
す
る
詠
歌
は
他
人
の
撰
に
よ
る
入
集
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
れ
は
既
に
清
水
好
子
氏
も
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
で
そ
れ
に
付
加

す
る
形
で
ま
と
め
て
み
た
い
。

　
ま
ず
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
記
歌
と
重
な
る
部
分
は
日
記
か
ら
の
抄
出

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
後
人
の
加
筆
で
あ
る
と
思
え
る
。
ま
た
、
日
記
と
重
な
る
詠

歌
の
詞
書
は
い
ず
れ
も
日
記
の
記
述
の
要
約
、
も
し
く
は
抄
出
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
新
た
に
付
加
さ
れ
た
事
情
及
び
描
写
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
っ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
詞
書
は
、
集
中
の
多
く
の
詞
書
と
は
異
な
り
、
他
人
の
手
に

よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
も
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
敢
え
て
言
お
う
。
も
し



式
部
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
、
改
め
て
家
集
に
入
れ
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
必
ず
加
筆
修
正
が
な
さ
れ
る
筈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
家
集
９
９
番
の
歌
は
、

　
　
ち
し
う
さ
い
し
ゃ
う
の
五
せ
ち
の
っ
ほ
ね
み
や
の
お
ま
へ
い
と
け
ち
か
き

　
　
に
こ
う
ぎ
て
ん
の
右
京
か
ひ
と
夜
し
る
き
さ
ま
に
て
あ
り
し
こ
と
な
と
人

　
　
々
い
ひ
た
て
二
目
か
け
を
や
る
さ
し
ま
き
ら
は
す
へ
ぎ
あ
ふ
き
な
と
そ
へ

　
　
て

　
お
ほ
か
り
し
と
よ
の
み
や
人
さ
し
わ
ぎ
て

　
し
る
き
日
か
け
を
あ
は
れ
と
そ
み
し

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
に
関
す
る
日
記
の
記
述
は
「
大
輔
の
お
も

と
し
て
か
き
っ
け
さ
す
」
と
あ
っ
て
、
歌
の
咋
者
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
日
記
で
は
自
分
の
歌
と
明
記
す
る
こ
と
を
春
図
的
に
避
け
た
、
と
も
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
後
拾
遺
集
も
や
は
り
こ
の
歌
を
「
読
人
知
ら
ず
」
と
記
し
て
い

ゆ
る
。
詞
書
か
ら
み
て
も
後
拾
遺
集
は
明
ら
か
に
日
記
か
ら
の
入
集
で
あ
る
の
だ

が
、
で
は
後
拾
遺
の
撰
者
は
家
集
を
見
な
か
っ
た
の
か
、
と
言
う
と
、
集
中
５
９

の
場
合
は

　
　
正
月
十
日
の
ほ
と
に
は
る
の
う
た
ｘ
て
ま
つ
れ
と
あ
り
け
れ
は
ま
た
い
て

　
　
た
ち
も
せ
ぬ
か
く
れ
か
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
家
集
）

　
　
一
条
院
の
御
時
、
殿
上
人
春
の
歌
と
て
乞
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紫
式
部
（
後
拾
遺
集
）

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
家
集
を
下
敷
に
し
て
い
る
。
即
ち
後
拾
遺
集
の
撰
者
は
式

部
集
を
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
こ
の
歌
が
「
読
人
し
ら
ず
」

と
記
さ
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
後
拾
遺
集
の
で
き
た
頃
、
と
い
う
よ
り

後
拾
遺
集
の
撰
者
の
手
に
し
た
式
部
集
に
は
、
未
だ
こ
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
現
象
よ
り
も
い
っ
そ
う
強
く
他
人
の
手
を
感
じ
さ
せ
る

の
は
、
日
記
中
の
歌
の
殆
ん
ど
が
載
録
さ
れ
な
が
ら
、
寛
弘
五
年
十
二
月
廿
九

日
の
次
の
詠
歌
が
見
当
た
ら
ぬ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
と
し
く
れ
て
わ
が
世
ふ
け
ゆ
く
風
の
音
に

　
心
の
う
ち
の
す
さ
ま
じ
き
か
な

　
「
さ
も
い
ざ
と
き
履
の
し
げ
さ
か
な
」
と
、
も
の
珍
ら
し
げ
に
話
す
若
い
同

僚
の
こ
と
ば
を
「
色
め
か
し
く
」
と
聞
く
式
部
は
、
そ
の
繁
き
履
音
に
も
何
の

関
心
も
も
て
な
い
老
女
房
な
の
で
あ
る
。
戎
が
老
を
思
う
彼
女
の
心
を
木
枯
ら

し
が
吹
き
ぬ
け
て
ゆ
く
、
も
は
や
男
も
女
も
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
荒
涼
た
る
世
界

に
行
む
姿
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
す
さ
ま
じ
」
き
世
界
で
あ
り
、

そ
こ
に
到
る
よ
り
ほ
か
に
道
の
な
い
ま
ま
に
「
立
ち
馴
れ
」
て
し
ま
っ
た
我
が

「
う
と
ま
し
の
身
」
な
の
だ
と
、
散
文
と
歌
と
は
互
い
に
響
き
合
っ
て
緊
迫
し
た

自
己
観
照
の
歌
を
創
造
し
て
い
る
。
こ
の
独
詠
歌
が
家
集
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
「
す
さ
ま
じ
」
の
語
の
故
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
小
町
谷
照
彦
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
す
さ
ま
じ
」
は
「
歌
語
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

は
異
端
な
も
の
」
で
あ
り
、
勅
撰
集
に
も
三
例
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
山
里
の
風
す
さ
ま
じ
き
タ
碁
に
こ
の
葉
乱
れ
て
物
ぞ
か
な
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
集
・
藤
原
秀
能
）

　
跡
た
え
て
う
づ
ま
ぬ
霜
ぞ
す
さ
ま
じ
き
芝
生
が
上
の
野
辺
の
薄
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
風
雅
集
・
院
冷
泉
）

　
冬
枯
の
す
さ
ま
じ
げ
な
る
山
里
に
月
の
す
む
こ
そ
哀
れ
な
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
葉
集
・
酉
行
）

　
三
首
と
も
に
式
部
の
時
代
よ
り
ず
っ
と
後
の
中
世
の
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
木
之
下
正
雄
氏
は
「
す
さ
ま
じ
」
の
意
を
「
感
興
を
基
準
と
し
た
対
象
の

伍
値
批
判
の
表
現
で
、
ア
ハ
レ
・
ヲ
カ
シ
・
面
白
シ
と
対
す
る
語
で
あ
る
。
語

源
は
ス
サ
ブ
の
形
容
詞
化
で
、
適
度
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
持
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
た
興
味
が
冷
却
す
る
よ
う
な
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の

語
が
自
然
を
描
写
す
る
と
き
そ
の
自
然
は
、
源
氏
物
語
に
よ
れ
ば
、
冬
の
雪
景

色
に
冴
え
る
月
光
の
凍
て
っ
い
た
冷
た
さ
で
あ
り
、
ま
た
粛
条
た
る
冬
枯
れ
の

山
を
吹
き
す
さ
ぷ
風
の
音
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
野
村
洋
子
氏
が
『
総
角
』
に
岩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎

け
る
冬
の
月
を
評
し
て
、
　
「
寒
夜
の
雪
後
の
月
は
宇
治
十
帖
に
交
流
す
る
中
世

Ｏ
　
　
◎
　
　
Ｏ
　
　
◎
　
　
Ｏ
　
　
◎
　
　
◎

的
と
も
い
う
べ
き
ス
ト
ィ
ッ
ク
な
精
神
乃
至
宗
教
的
な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
ゆ

と
説
か
れ
た
よ
う
に
、
王
朝
的
な
雅
び
の
世
界
と
は
か
け
離
れ
、
古
今
集
的
自
然

美
た
る
飛
花
落
葉
の
哀
調
と
は
異
質
の
、
冷
厳
な
、
或
は
凄
惨
な
自
然
の
た
た
ず

ま
い
な
の
で
あ
る
。
王
朝
の
貴
族
、
な
か
ん
ず
く
み
や
び
の
世
界
の
た
だ
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

生
き
る
宮
廷
女
房
た
ち
は
、
決
し
て
そ
う
し
た
様
相
の
中
に
美
を
見
る
こ
と
は

な
い
。
彼
ら
の
胸
中
に
溶
け
込
み
、
そ
の
心
情
と
融
合
す
る
こ
と
の
な
い
対
象

に
は
、
彼
ら
の
心
は
冷
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
対
象

が
王
朝
的
詠
嘆
の
所
産
で
あ
る
和
歌
の
中
に
現
わ
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
「
す
さ
ま
じ
」
き
も
の
で
あ

り
、
そ
う
し
た
対
象
を
詠
む
の
も
ま
た
、
和
歌
的
拝
情
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
式
部
の
こ
の
一
首
が
家
集
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
は

む
し
ろ
自
然
の
こ
と
と
さ
え
思
え
て
く
る
。
そ
れ
は
当
時
の
和
歌
的
仔
情
の
世

界
か
ら
は
あ
ま
り
に
遠
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
そ
れ
故
に

こ
そ
こ
の
詠
歌
は
、
当
の
式
部
自
身
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
一
首
だ
っ

た
筈
で
あ
る
。
散
文
の
世
界
で
こ
そ
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
も
和
歌
に
は
例
の

な
い
「
す
さ
ま
じ
」
の
語
を
敢
え
て
用
い
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
彼
女
の

辿
り
つ
い
た
果
て
も
な
い
闇
を
形
容
す
る
唯
一
絶
対
の
表
現
で
あ
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
。
吹
き
す
さ
ぷ
木
枯
ら
し
に
自
分
の
心
の
さ
ま
を
観
る
式
部
の
絶
望
感

は
、
も
は
や
王
朝
的
拝
情
を
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
日
記
の
歌
か
ら
家
集
に
入
れ
る
歌
を
選
ん
だ
の
が
紫
式
部
自
身
で

あ
っ
た
な
ら
こ
の
歌
こ
そ
ま
ず
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
式
部
以
外

の
人
に
依
れ
は
、
む
し
ろ
選
は
れ
な
い
可
能
性
の
方
が
強
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
う
し
た
王
朝
的
な
和
歌
の
選
択
眼
を
持
つ
可
能
性
の
最
も
強
い
人
々



を
想
定
し
て
み
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
当
時
の
女
房
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
浮
か
ん

で
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
て
私
は
、
少
な
く
と
も
紫
式
部
日
記
と
重
複
す
る
歌
は
後
人
の
手
に

よ
る
補
入
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
も
と
も
と
紫
式
部
は
、
既
に
書

き
終
え
て
し
ま
っ
た
日
記
に
在
る
歌
を
除
い
て
、
未
整
理
の
歌
を
ま
と
め
て
家

集
を
編
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

四

　
め
く
り
あ
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
く
も
か
く
れ
に
し
よ
は
の
月

　
か
け

　
家
集
冒
頭
を
飾
る
こ
の
一
首
は
、
あ
た
か
も
式
部
集
の
織
り
な
す
世
界
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
歌
が
冒
頭
に
現
わ
れ
た
と
き
、
「
見

し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
」
た
ち
ま
ち
雲
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
月
影
は
、
幼

友
達
を
さ
す
と
同
時
に
、
自
分
の
夢
多
い
少
女
時
代
へ
の
尽
ぎ
ぬ
名
残
り
を
暗

示
す
る
も
の
と
な
っ
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
式
部
に
と
っ
て
人
生

と
は
、
こ
れ
ま
た
「
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
」
に
移
ろ
い
ゆ
く
一
瞬
の
幻
影
の
連

続
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
家
集
に
お
い
て
、
忌
悼
の
な
い
幸
福
な
結
婚
生
活
を
描

く
か
と
思
え
ば
す
ぐ
に
夫
の
死
を
嘆
く
我
が
身
を
描
き
、
新
し
い
生
活
を
期
し

て
心
は
ず
む
帰
京
の
歌
に
は
た
ち
ま
ち
夫
の
心
変
わ
り
を
悲
し
み
、
訴
え
、
諦

め
よ
う
と
す
る
歌
群
を
連
ね
て
い
る
。
そ
れ
が
式
部
の
観
た
現
実
で
あ
り
、
自

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

己
の
人
生
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
あ
る
日
反
故
を
整
理
し
て
い
た
式
部
は
、
あ
の
懐
し
い
小
少
将
の
君
の
文
を

見
つ
け
る
。
互
い
に
心
を
許
し
合
っ
た
そ
の
人
も
、
已
に
こ
の
世
の
人
で
は
な

い
。
　
「
う
ち
と
け
文
」
を
見
る
に
っ
け
て
も
人
の
世
の
あ
は
れ
は
胸
に
迫
っ
て

く
る
。

　
暮
れ
ぬ
間
の
身
を
は
思
は
て
人
の
世
の

　
あ
は
れ
を
知
る
そ
か
つ
は
か
な
し
き

　
講
か
世
に
な
か
ら
へ
て
み
む
か
ぎ
と
め
し

　
あ
と
は
消
え
せ
ぬ
か
た
み
な
れ
と
も

　
家
集
の
冒
頭
と
終
末
は
互
い
に
呼
応
し
合
っ
て
、
空
莫
た
る
人
の
世
を
見
つ

め
る
式
部
の
、
し
み
じ
み
と
し
た
悲
哀
と
諦
観
の
情
趣
を
創
り
上
げ
て
い
る
。

排
列
の
細
部
に
疑
問
は
残
り
な
が
ら
、
式
部
集
は
や
は
り
見
事
な
一
個
の
統
合

体
な
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
贈
答
歌
は
お
そ
ら
く
式
部
の
最
晩
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
自

分
の
生
涯
の
歌
を
集
め
て
家
集
を
編
も
う
と
し
て
い
た
式
部
は
、
前
半
部
を
す

っ
か
り
ま
と
め
上
げ
、
後
半
も
一
応
の
形
に
並
べ
な
が
ら
、
結
局
未
定
稿
の
ま

ま
世
を
去
っ
た
、
と
私
は
想
像
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
未
定
稿
家
集

に
日
記
か
ら
選
ん
だ
歌
を
も
加
え
、
季
節
の
推
移
な
ど
を
考
え
て
、
排
列
な
ど

も
し
直
し
た
人
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
祖
本
の
編
者
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
式
部
の
家
集
を
よ
り
ま
と
ま
っ
た
形
で
是
非
遺
し
た
い
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紫
式
部
集
の
成
立

と
願
う
人
、
式
部
に
強
い
愛
着
を
持
っ
て
い
る
女
房
、
た
と
え
ば
そ
こ
に
式
部

の
娘
大
弐
三
位
を
描
い
て
み
る
の
は
あ
ま
り
に
早
計
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
本

稿
で
考
察
し
た
式
部
集
の
成
立
過
程
を
簡
単
に
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

９
・

か稿定未
“集部式紫形原

　
纂

　
改

　
の

　
干

　
若

成
ｘ

構
ら

再
か．

己

　
言
ｐ

人
日

補
（

かるあも

集部式紫本祖

　
し

　
直

簡
じ

錯
綴

注

　
い
歌

　
な
の

　
に
記

入
本
日

補
祖

　
（

集家本異集家本家定

家
書
作

他
調
改

集
る
の簑

勅
割

欠寄己
’
言
ｐ

日十異系本異系本家定系本Ｊ局

集部式存現

◎
但
し
巻
末
に
日
記
歌
を
も
つ
の
は
、

異
本
系
家
集
の
う
ち
、
陽
明
文
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
本
・
也
足
受
本
・
桂
宮
蔵
書
本
・
常
樹
本
の
諾
本
で
あ
る
。

　
　
こ
の
場
合
「
日
記
歌
」
と
は
、
異
本
赤
染
衛
門
集
と
合
本
さ
れ
た
雑
纂

　
本
日
記
歌
で
は
な
く
、
異
本
紫
式
部
集
巻
末
に
付
加
さ
れ
た
一
七
首
の
原

　
形
目
記
歌
を
さ
す
も
の
と
す
る
。

◎
　
「
紫
式
部
日
記
考
　
　
日
記
歌
に
よ
る
日
記
の
原
形
推
定
は
可
能
な
る

　
か
。
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
一
年
十
一
月
号
）

　
　
以
後
日
記
歌
の
番
号
は
（
）
を
も
っ
て
表
わ
し
、
定
家
本
と
区
別
す

　
る
０

＠
　
　
「
紫
式
部
集
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
十
一
年
九
月
号
）

　
　
　
「
紫
式
部
集
の
編
者
」
（
関
酉
大
学
『
国
文
学
』
第
四
六
号

＠
注
◎
と
同
じ
。

¢
　
以
下
異
本
系
家
集
（
陽
明
文
庫
本
に
よ
る
）
の
歌
番
号
は
漠
数
字
に
よ

　
っ
て
記
す
こ
と
と
す
る
。

◎
注
◎
と
同
じ
。

　
　
藤
原
定
家
の
「
明
月
記
」
に
は
、
式
子
内
親
の
月
次
絵
の
記
述
が
あ

　
り
、

　
　
件
絵
書
十
二
人
之
歌
腋
ザ
：
：
・
五
月
鎌
賊
脚
鯛
と
あ
る
。
即
ち
定
家
の
見

　
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
五
月
五
日
の
記
事
が
有
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
新

　
古
今
の
記
述
が
日
記
か
ら
と
ら
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

＠
注
＠
と
同
じ
。



＠
　
　
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
（
東
京
堂
、
昭
二
九
年
）
第
二
都
紫
式

　
部
の
作
品
上
。

＠
　
　
「
紫
式
部
集
の
復
元
と
そ
の
恋
愛
歌
」
（
『
文
学
』
昭
和
四
〇
年
二
月

　
号
）

＠
　
式
部
の
出
仕
年
代
に
つ
い
て
は
、
寛
弘
二
年
説
・
二
、
三
年
説
・
三
年

　
説
・
四
年
説
と
あ
る
が
、
私
は
萩
谷
朴
氏
の
「
紫
式
部
の
初
宮
仕
は
寛
弘

　
三
年
十
二
月
二
十
九
日
な
る
べ
し
」
（
『
中
古
文
学
』
第
二
号
）
な
ど
に
論

　
じ
ら
れ
た
よ
う
に
三
隼
と
考
え
た
い
と
思
う
。

＠
　
注
＠
と
同
じ
。

＠
　
　
「
紫
式
部
日
記
は
残
鉄
な
る
べ
し
ー
異
本
紫
式
部
集
及
び
紫
式
部
日
記

　
歌
よ
り
の
考
察
」
（
『
文
学
』
創
刊
号
）

＠
　
南
波
浩
教
授
『
紫
式
部
集
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
・
昭
四
七
年
）

＠
　
注
　
と
同
じ
。

＠
　
後
拾
遺
集
第
十
九
　
雑
五

　
　
中
納
一
言
実
成
宰
相
に
て
五
節
奉
り
け
る
に
妹
の
弘
徽
殿
の
女
御
の
御
許

　
に
侍
り
け
る
人
か
し
づ
き
に
出
で
た
り
け
る
を
中
宮
の
御
方
の
人
々
ほ
の

　
か
に
聞
き
て
み
な
ら
し
け
る
百
敷
を
か
し
づ
ぎ
に
て
み
る
ら
む
程
を
あ
は

　
れ
と
思
ふ
ら
ん
と
言
ひ
て
箱
の
蓋
に
し
ろ
が
ね
の
あ
ふ
き
に
蓬
莱
の
山
つ

　
く
り
な
ど
し
て
さ
し
ぐ
し
に
日
影
の
か
づ
ら
を
結
び
つ
け
て
た
き
も
の
を

　
た
て
ぶ
み
に
こ
め
て
か
の
女
御
の
御
方
に
侍
り
け
る
人
の
も
と
よ
り
と
お

　
　
　
　
　
紫
式
部
集
の
成
立

＠ゆゆ ぼ
し
く
て
、
（
但
、
国
歌
犬
観
に
よ
る
）

　
「
紫
式
部
日
記
の
和
歌
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
七
二
年
一
〇
月
号
）

　
『
平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
』
（
至
文
堂
昭
四
三
年
）

　
『
源
氏
物
語
の
精
神
的
基
底
』
（
創
文
社
昭
四
五
年
）

五
五
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