
　

本
稿
は
、「『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿 

― 

第
六
帖
（
９
）
芹

～
青
葛 

―
」（『
社
会
科
学
』
第
四
十
三
巻
第
四
号
〈
通
巻
一
〇
一
号
〉、
二

〇
一
四
年
二
月
）、「『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿 

― 

第
六
帖

（
10
）
朝
顔
～
葵 

―
」（『
社
会
科
学
』
第
四
十
四
巻
第
四
号
〈
通
巻
一
〇
五

号
〉、
二
〇
一
五
年
二
月
）、「『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿 

― 

第

六
帖
（
11
）
酢
漿
草
～
苔 

―
」（『
社
会
科
学
』
第
四
十
五
巻
第
一
・
二
号

〈
通
巻
一
〇
六
号
〉、
二
〇
一
五
年
八
月
）、「『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌

注
釈
稿 

― 

第
六
帖
（
12
）
蝉
～
鈴
虫 

―
」（『
文
化
情
報
学
』
第
十
一
巻
第

一
号
〈
通
巻
一
四
号
〉、
二
〇
一
五
年
一
一
月
）
の
続
編
と
し
て
、『
古
今
和
歌

六
帖
』
第
六
帖
の
「
蛍
」
か
ら
「
蝶
」
ま
で
の
題
に
配
さ
れ
て
い
る
出
典
未
詳

歌
、
六
首
に
つ
い
て
注
釈
を
施
し
、
表
現
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
同
様
、
底
本
に
は
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
（『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
）

を
用
い
、
江
戸
期
の
流
布
本
で
あ
る
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
版
本
を
含
め
た

九
本
の
伝
本
の
本
文
異
同
を
視
野
に
入
れ
る
。
凡
例
は
、『
社
会
科
学
』
第
四

十
三
巻
第
四
号
に
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
概
略
を
記
す
に
と
ど
め
る
。
な

お
、
巻
末
に
は
、
蛍
～
蝶
の
歌
（
四
〇
一
一
～
四
〇
二
三
番
）
の
別
出
歌
一
覧

を
付
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
凡
例
も
、
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

凡
　
例

一
、
底
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
を
用
い
る
。

二
、
校
異
は
、
漢
字
・
仮
名
の
表
記
の
違
い
や
仮
名
遣
い
の
相
違
は
原
則

と
し
て
示
さ
ず
、
語
の
異
な
り
の
み
を
示
す
が
、
和
歌
の
解
釈
上
、
重

要
と
思
わ
れ
る
表
記
の
異
同
は
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜
示
す
。
諸
本
と

そ
の
略
称
は
次
の
と
お
り
。

　
　

○
永
青
文
庫
蔵
北
岡
文
庫
本 

略
称
（
永
）

　
　

○
島
原
図
書
館
蔵
肥
前
嶋
原
松
平
文
庫
本 

略
称
（
松
）

　
　

○
内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
旧
蔵
本 

略
称
（
和
）

　
　

○
内
閣
文
庫
蔵
林
羅
山
旧
蔵
本 

略
称
（
羅
）

　
　

○
神
宮
文
庫
蔵
林
崎
文
庫
旧
蔵
本 

略
称
（
林
）

　
　

○
神
宮
文
庫
蔵
宮
崎
文
庫
旧
蔵
本 

略
称
（
宮
）

　
　

○
田
林
義
信
氏
旧
蔵
本 

略
称
（
田
）

　
　

○
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
図
書
館
蔵
黒
川
本 

略
称
（
黒
）

一

 

《
研
究
ノ
ー
ト
》

『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
注
釈
稿

― 

第
六
帖
（
13
）
蛍
～
蝶 

―
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○
寛
文
九
年
版
本 

略
称
（
寛
）

三
、
和
歌
の
引
用
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠

る
。

注
釈

四
〇
一
四
（
ほ
た
る
）

【
本
文
】

さ
よ
ふ
け
て
我
が
ま
つ
人
や
い
ま
く
る
と
お
ど
ろ
く
ま
で
も
て
ら
す
ほ
た

る
か

【
校
異
】
な
し

【
語
釈
】
○
さ
よ
ふ
け
て　

世
が
更
け
て
。　

○
お
ど
ろ
く
ま
で
も　
「
お

ど
ろ
く
」
は
、「
今
ま
で
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
識
す
る
、
は
っ
と
気

が
つ
く
」
が
原
義
。
こ
こ
で
は
、
目
が
覚
め
る
意（［
考
察
］
参
照
）。「
…
…

ま
で
も
」
は
、
副
助
詞
「
ま
で
」（
事
態
の
及
ぶ
限
界
を
示
す
）
に
係
助
詞

「
も
」（
詠
嘆
）
が
付
い
た
も
の
。

【
通
釈
】

夜
が
更
け
て
、
私
が
待
っ
て
い
る
人
が
今
や
っ
て
来
た
か
と
、
目
が
覚
め

る
ほ
ど
に
明
る
く
照
ら
す
蛍
だ
よ
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

恋
人
の
訪
れ
を
待
っ
て
深
夜
と
な
り
諦
め
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
明
る

い
光
に
目
覚
め
、
恋
人
の
灯
火
と
思
っ
た
ら
、
蛍
が
明
る
く
照
ら
し
て
い

た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
居

れ
ば
我
が
や
ど
の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く
」（
万
葉
集
・
巻
四
・
四
九
一
・

四
八
八
・
額
田
王
、
近
江
天
皇
を
偲
ひ
て
作
る
歌
一
首
）（
万
葉
集
・
巻

八
・
一
六
一
〇
・
一
六
〇
六
に
も
）
に
も
通
じ
る
、
落
胆
す
る
女
性
の
姿

が
あ
ろ
う
。

　
「
我
が
ま
つ
人
」
と
い
う
表
現
は
、
夙
に
『
万
葉
集
』
に
「
我
が
や
ど
に

咲
け
る
秋
萩
常
に
あ
ら
ば
我
が
待
つ
人
に
見
せ
ま
し
も
の
を
」（
万
葉
集
・

巻
十
・
二
一
一
六
・
二
一
一
二
）
と
い
う
例
が
あ
り
、
同
歌
は
『
家
持
集
』

一
二
四
番
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、「
こ
と
な
ら
ば
折

り
つ
く
し
て
む
梅
花
わ
が
ま
つ
人
の
き
て
も
見
な
く
に
」（
後
撰
集
・
春

上
・
二
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）
が
初
出
で
あ
る
。
先
の
万
葉

歌
が
、「
我
が
ま
つ
人
」
の
来
訪
時
を
想
定
し
た
詠
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ

の
後
撰
集
歌
は
、「
我
が
ま
つ
人
」
の
来
訪
は
な
い
と
い
う
前
提
で
詠
む
。

平
安
期
に
は
他
に
も
、「
雁
の
ね
は
風
に
き
ほ
ひ
て
わ
た
れ
ど
も
わ
が
待
つ

人
の
こ
と
づ
て
ぞ
な
き
」（
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
九
二
・
左
）、「
は
る
日

す
ら
我
が
ま
つ
人
の
こ
じ
と
だ
に
い
は
ず
は
あ
す
も
猶
た
の
ま
ま
し
」（
貫

之
集
・
八
三
二
・
源
の
と
し
の
ぶ
の
あ
そ
ん
の
よ
び
に
お
こ
せ
た
る
に
、
い

ま
ま
で
こ
む
と
て
お
そ
く
き
け
れ
ば
）、「
思
ひ
き
や
わ
が
ま
つ
人
は
よ
そ
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な
が
ら
た
な
ば
た
つ
め
の
あ
ふ
を
み
ん
と
は
」（
宇
津
保
物
語
・
藤
は
ら
の

君
・
七
〇
・
春
宮
）
な
ど
が
あ
り
、
恋
歌
に
限
っ
た
例
ば
か
り
で
は
な
い

が
、
総
じ
て
「
我
が
ま
つ
人
」
は
来
ず
、
そ
れ
に
伴
う
悲
し
み
を
詠
ん
で

い
る
。

　

ま
た
、
男
性
が
女
性
の
も
と
に
訪
れ
る
こ
と
を
い
う
「
い
ま
く
（
今
来
）」

と
い
う
表
現
も
、『
万
葉
集
』
に
「
湊
入
り
の
葦
別
け
小
舟
障
り
多
み
今
来

む
我
を
淀
む
と
思
ふ
な
」（
巻
十
二
・
三
〇
一
一
・
二
九
九
八
）
と
い
う
歌

が
あ
る
。
平
安
期
に
は
、『
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
た
素
性
法
師
の
「
今

こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ち
い
で
つ
る
か
な
」

（
古
今
集
・
恋
四
・
六
九
一
・
題
し
ら
ず
）
を
は
じ
め
、「
今
こ
む
と
い
ひ

て
わ
か
れ
し
朝
よ
り
思
ひ
く
ら
し
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く
」（
古
今
集
・
恋

五
・
七
七
一
・
僧
正
へ
ん
ぜ
う
・
題
し
ら
ず
）、「
今
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か

り
を
い
の
ち
に
て
ま
つ
に
け
ぬ
べ
し
さ
く
さ
め
の
と
じ
」（
後
撰
集
・
雑

四
・
一
二
五
九
・
女
の
は
は
・
人
の
む
こ
の
、
今
ま
う
で
こ
む
と
い
ひ
て

ま
か
り
に
け
る
が
、
ふ
み
お
こ
す
る
人
あ
り
と
き
き
て
ひ
さ
し
う
ま
う
で

こ
ざ
り
け
れ
ば
、
あ
ど
う
が
た
り
の
心
を
と
り
て
か
く
な
ん
申
す
め
る
と

い
ひ
つ
か
は
し
け
る
）、「
う
か
り
け
る
ふ
し
を
ば
す
て
て
し
ら
い
と
の
今

く
る
人
と
思
ひ
な
さ
な
ん
」（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
九
九
・
つ
ら
ゆ
き
・
題

し
ら
ず
）
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。「
今
来
む
」
の
か
た
ち
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
「
お
ど
ろ
く
」
と
い
う
語
を
、
目
が
覚
め
る
意
で
用
い
た
例
と
し
て
は
、

「
夢
の
逢
ひ
は
苦
し
か
り
け
り
お
ど
ろ
き
て
掻
き
探
れ
ど
も
手
に
も
触
れ
ね

ば
」（
万
葉
集
・
巻
四
・
七
四
四
・
七
四
一
・
更
に
大
伴
宿
祢
家
持
、
坂
上

大
嬢
に
贈
る
歌
十
五
首
）、「
よ
る
と
て
も
ね
ら
れ
ざ
り
け
り
人
し
れ
ず
ね

ざ
め
の
こ
ひ
に
お
ど
ろ
か
れ
つ
つ
」（
拾
遺
集
・
恋
三
・
八
〇
一
・
よ
み
人

し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）、「
卯
の
花
の
さ
け
る
か
き
ね
に
や
ど
り
せ
じ
ね
ぬ

に
あ
け
ぬ
と
お
ど
ろ
か
れ
け
り
」（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
七
二
・
重
之
・

屏
風
の
ゑ
に
）
な
ど
が
あ
る
。
当
該
歌
は
、
詠
歌
状
況
に
よ
っ
て
、
恋
人

を
寝
ず
に
待
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
寝
待
ち
し
て
い
た
の
か
、
両
様

の
解
釈
が
あ
り
得
る
が
、
蛍
の
光
の
明
る
さ
を
詠
ん
で
い
る
と
見
れ
ば
、
や

は
り
後
者
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

結
句
「
て
ら
す
ほ
た
る
か
」
の
類
例
に
、「
さ
み
だ
れ
や
こ
ぐ
ら
き
や
ど

の
ゆ
ふ
ざ
れ
を
お
も
て
る
ま
で
も
て
ら
す
ほ
た
る
か
」（
道
綱
母
集
・
四

四
・
う
た
あ
は
せ
に
、
ほ
た
る
）
が
あ
る
。
当
該
歌
と
同
様
の
明
る
い
蛍

の
光
が
歌
材
と
な
っ
て
い
る
。

四
〇
一
五

【
本
文
】 

つ
ら
ゆ
き

ひ
る
は
な
き
よ
る
は
も
え
て
ぞ
な
が
ら
ふ
る
ほ
た
る
も
せ
み
も
我
が
身
な

り
け
り

【
校
異
】
○
な
き
―
な
く
（
松
・
和
・
羅
・
林
）
な
くき（

朱
）（

宮
）

【
語
釈
】
○
ひ
る
は
な
き　

蝉
が
昼
間
に
鳴
く
意
に
、
自
分
が
昼
間
は
恋
の

た
め
に
泣
く
意
を
掛
け
る
。　

○
よ
る
は
も
え
て
ぞ　

蛍
が
夜
間
、
炎
の

『古今和歌六帖』出典未詳歌注釈稿
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よ
う
な
光
を
放
つ
意
に
、
自
分
が
夜
間
、
恋
心
が
高
ぶ
り
胸
が
熱
く
な
る

意
を
掛
け
る
。「
ぞ
」
は
係
助
詞
（
強
調
）。　

○
な
が
ら
ふ
る　
「
な
が
ら

ふ
」
は
、
生
き
長
ら
え
る
、
生
き
続
け
る
意
。　

○
我
が
身　

私
自
身
。
自

分
自
身
。

【
通
釈
】

昼
間
は
鳴
き
（
泣
き
）、
夜
間
は
燃
え
る
こ
と
で
、
生
き
長
ら
え
て
い
る
。

蛍
も
蝉
も
ま
さ
し
く
私
自
身
だ
っ
た
の
だ
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

昼
間
に
鳴
く
蝉
と
、
夜
間
に
燃
え
る
よ
う
に
光
る
蛍
に
、
恋
に
悩
む
自

分
自
身
を
重
ね
た
歌
で
あ
る
。
昼
間
の
蝉
、
夜
間
の
蛍
の
対
比
で
、
恋
の

煩
悶
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、「
あ
け
た
て
ば
蝉
の
を
り
は
へ
な
き
く
ら
し

よ
る
は
ほ
た
る
の
も
え
こ
そ
わ
た
れ
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五
四
三
・
読
人

し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
歌
は
、
こ
の
古
今
集
歌
の

発
想
の
下
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
ひ
る
」「
よ
る
」
を
対
比
し
た
恋
歌
は
、
夙
に
『
万
葉
集
』
に
「
あ
か

ね
さ
す
昼
は
物
思
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」（
巻

十
五
・
三
七
五
四
・
三
七
三
二
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
ま
た
、『
古
今
集
』

に
も
、「
お
と
に
の
み
き
く
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
ひ
る
は
思
ひ
に
あ
へ
ず

け
ぬ
べ
し
」（
恋
一
・
四
七
〇
・
素
性
法
師
・
題
し
ら
ず
）、「
み
つ
し
ほ
の

流
れ
ひ
る
ま
を
あ
ひ
が
た
み
み
る
め
の
浦
に
よ
る
を
こ
そ
ま
て
」（
恋
三
・

六
六
五
・
清
原
ふ
か
や
ぶ
・
題
し
ら
ず
）
と
い
っ
た
歌
が
載
る
。
他
に
も
、

『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
に
「
お
も
ひ
つ
つ
ひ
る
は
か
く
て
も
な
ぐ
さ
め
つ

夜
こ
そ
涙
つ
き
ず
な
が
る
る
」（
一
七
八
・
左
）、「
ひ
と
り
ぬ
る
我
が
手
枕

を
昼
は
ほ
し
夜
は
ぬ
ら
し
て
幾
代
へ
ぬ
ら
ん
」（
一
八
四
・
左
）
の
二
首
の

歌
が
見
え
る
な
ど
、
恋
歌
の
詠
み
方
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
型
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

結
句
「
我
が
身
な
り
け
り
」
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、「
涙
河
何
み
な

か
み
を
尋
ね
け
む
物
思
ふ
時
の
わ
が
身
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五

一
一
・
読
人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）、「
人
し
れ
ぬ
思
ひ
を
つ
ね
に
す
る
が

な
る
ふ
じ
の
山
こ
そ
わ
が
身
な
り
け
れ
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五
三
四
・
読

人
し
ら
ず
・
題
し
ら
ず
）、「
ほ
か
の
せ
は
ふ
か
く
な
る
ら
し
あ
す
か
が
は

昨
日
の
ふ
ち
ぞ
わ
が
身
な
り
け
る
」（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
二
五
・
よ
み
人

し
ら
ず
・
女
の
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
）、「
何
事
を
今
は
た
の
ま
ん

ち
は
や
ぶ
る
神
も
た
す
け
ぬ
わ
が
身
な
り
け
り
」（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
五

八
・
平
定
文
・
人
を
い
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
つ
か
は
し
け
る
）
と
い
っ
た
用
例

が
見
え
る
。
部
立
と
し
て
は
「
恋
一
」
が
多
く
、
比
較
的
初
期
の
恋
歌
に

見
出
さ
れ
る
。

四
〇
一
六
（
ほ
た
る
）

【
本
文
】 

し
げ
春

す
み
と
げ
ん
い
ほ
た
る
べ
く
も
み
え
な
く
に
な
ど
ほ
ど
も
な
き
身
を
こ
が
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す
ら
ん

【
校
異
】
○
な
と
ほ
と
も
な
き
身
を
―
程
も
な
き
身
を
な
と
（
和
）
ほな

と
（
朱
）

と
も

な
き
身
を
な〻
と〻
（

（
朱
）
宮
）

【
語
釈
】
○
す
み
と
げ
ん　
「
住
む
」
は
生
活
す
る
場
所
と
し
て
そ
こ
に
居

つ
い
て
暮
ら
す
意
に
、
男
性
が
女
性
の
家
に
通
っ
て
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ

意
を
込
め
る
。「
遂
ぐ
」
は
、
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
完
遂
す
る
、

成
し
果
た
す
意
。　

○
い
ほ
た
る
べ
く
も　
「
い
ほ
」
は
庵
。
粗
末
な
家
。

「
ほ
た
る
」
を
隠
す
。　

○
ほ
ど
も
な
き
身
を
こ
が
す
ら
ん　
「
ほ
ど
も
な

き
身
」
は
、
蛍
の
身
の
小
さ
さ
、
命
の
短
さ
に
、
作
者
自
身
の
状
況
を
重

ね
る
。「
身
を
こ
が
す
」
は
、
蛍
が
光
る
様
子
を
、
身
を
火
で
焼
い
て
焦
げ

た
状
態
に
見
立
て
た
表
現
に
、
恋
に
心
を
苦
し
め
、
苦
悶
・
焦
慮
す
る
意

を
重
ね
る
。

【
通
釈
】

ず
っ
と
居
つ
い
て
暮
ら
す
住
処
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
の
に
、
ど
う

し
て
（
蛍
は
）、
長
く
は
生
き
ら
れ
な
い
身
を
焦
が
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
長
く
添
い
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
、
残
り
の

人
生
が
長
く
は
な
い
身
を
、
あ
の
人
に
恋
い
焦
が
れ
て
苦
し
め
る
の
だ
ろ

う
か
。）

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

短
い
命
で
あ
り
な
が
ら
身
を
焼
い
て
光
を
放
つ
蛍
に
、
も
う
長
く
生
き

ら
れ
そ
う
も
な
い
身
で
あ
り
な
が
ら
恋
に
苦
悶
し
て
し
ま
う
自
身
の
状
況

を
重
ね
た
歌
と
解
し
た
。「
ほ
た
る
」
を
物
名
と
し
て
詠
み
込
み
な
が
ら
、

蛍
そ
の
も
の
を
歌
材
と
し
た
上
で
、
恋
心
を
詠
む
点
に
留
意
さ
れ
よ
う
。

　
「
ほ
ど
も
な
き
身
」
の
例
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
を
検
す
る
限
り
、
当

該
歌
以
前
に
は
例
が
見
出
せ
な
い
。
後
の
例
と
し
て
は
、「
ほ
ど
も
な
き
身

の
み
こ
が
る
る
ほ
た
る
を
ば
ひ
と
し
れ
ず
こ
そ
思
ひ
あ
は
す
れ
」（
相
模

集
・
四
四
九
・
五
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蛍
を
詠
ん
だ
こ
の
歌
は
、
当
該

歌
の
影
響
下
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
ほ
ど
な
き
身
」
な
ら

ば
、『
古
今
六
帖
』
に
、「
わ
が
こ
ひ
は
み
く
ら
の
や
ま
に
う
つ
し
て
む
ほ

ど
な
き
身
に
は
お
き
所
な
し
」（
第
二
・
八
七
〇
・
山
）、「
か
り
し
て
の
ほ

ど
な
き
身
に
も
は
し
た
か
の
ね
は
な
き
は
ら
ふ
も
の
に
ざ
り
け
る
」（
第

二
・
一
一
七
八
・
こ
た
か
）
の
二
首
の
例
が
あ
る
。

　
「
身
を
こ
が
す
」
と
い
う
表
現
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
『
古
今
六
帖
』
が

ご
く
初
期
の
例
と
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
の
他
、「
あ
ぢ
き
な
や
い
ぶ
き
の
や

ま
の
さ
し
も
ぐ
さ
お
の
が
お
も
ひ
に
身
を
こ
が
し
つ
つ
」（
第
六
帖
・
三
五

八
六
・
さ
し
も
ぐ
さ
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
ま
た
、『
人
丸
集
』
に
載
る

「
あ
は
ぬ
こ
ひ
う
か
り
け
り
と
ぞ
お
も
ひ
ぬ
る
身
を
ば
こ
が
せ
ど
し
る
し
な

け
れ
ば
」（
二
九
七
・
ひ
う
が
）
は
、「
平
安
中
期
以
後
に
付
加
さ
れ
た
こ

と
明
ら
か
な
国
名
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
六
六
首
」（『
新
編
国
歌
大
観
』「
人
丸

集
解
題
」
片
桐
洋
一
氏
・
山
崎
節
子
氏
）
中
の
一
首
で
あ
る
。
平
安
中
期

の
例
と
し
て
は
、
他
に
も
、「
を
し
か
た
つ
と
や
ま
の
の
ば
ら
と
も
す
ひ
と
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身
を
の
み
こ
が
す
な
に
の
思
ひ
ぞ
」（
惟
規
集
・
一
・
あ
る
を
と
こ
、
や
ま

と
に
て
、
と
も
し
の
ひ
を
み
て
）
が
あ
る
。

四
〇
二
一
（
く
も
）

【
本
文
】

つ
ね
な
ら
ぬ
身
は
さ
さ
が
に
の
や
ど
な
れ
や
あ
ま
つ
空
な
る
た
の
み
か
く

ら
ん

【
校
異
】
○
や
と
―
い
と
（
林
・
寛
）
糸
（
松
・
和
・
羅
・
宮
・
田
・
黒
）

【
語
釈
】
○
つ
ね
な
ら
ぬ
身　

無
常
の
我
が
身
。
自
分
自
身
の
は
か
な
さ
を

い
う
。　

○
さ
さ
が
に
の
や
ど
な
れ
や　
「
さ
さ
が
に
の
や
ど
」
は
蜘
蛛
の

巣
。「
な
れ
や
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
已
然
形
に
助
詞
「
や
」

が
付
い
た
も
の
。
文
末
に
用
い
て
、
疑
問
・
詠
嘆
の
意
を
表
す
。
…
…
な

の
だ
ろ
う
か
。
…
…
な
の
か
な
あ
。　

○
あ
ま
つ
空
な
る
た
の
み
か
く
ら

ん　
「
あ
ま
つ
空
」
は
、
空
の
よ
う
に
遠
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
は
る

か
に
高
く
遠
い
所
、
ま
っ
た
く
縁
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、「
空
な
る

た
の
み
」
で
、
空
頼
み
。
頼
み
に
な
ら
な
い
こ
と
を
頼
み
に
す
る
こ
と
。

「
た
の
み
か
く
」
は
「
頼
み
掛
く
」
で
、
期
待
を
掛
け
る
、
あ
て
に
す
る
。

は
る
か
に
高
い
所
に
巣
を
張
っ
て
獲
物
が
掛
か
る
の
を
期
待
す
る
蜘
蛛
に
、

冷
淡
な
恋
人
が
関
心
を
向
け
て
く
れ
る
と
い
う
、
ま
っ
た
く
あ
て
に
な
ら

な
い
こ
と
を
期
待
す
る
自
身
を
重
ね
る
。

【
通
釈
】

無
常
の
私
自
身
は
蜘
蛛
の
巣
な
の
か
な
あ
。
蜘
蛛
が
は
る
か
高
く
に
巣
を

掛
け
て
、
獲
物
が
掛
か
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
は
、
あ
の

人
が
振
り
向
い
て
く
れ
な
い
か
と
、
ま
っ
た
く
あ
て
に
な
ら
な
い
頼
み
を

掛
け
て
い
る
よ
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

上
句
で
「
つ
ね
な
ら
ぬ
身
」
と
「
さ
さ
が
に
の
や
ど
」
と
の
共
通
点
を

問
い
、
下
句
で
、
と
も
に
「
空
な
る
た
の
み
か
く
」
存
在
で
あ
る
と
い
う

答
え
を
提
示
す
る
と
い
う
構
造
の
歌
で
あ
る
。

　
「
つ
ね
な
ら
ぬ
身
」
の
ご
く
初
期
の
用
例
は
、「
不ツ

ネ

常ナ
ラ

沼ヌ　

身ミ

緒ヲ

飽ア
キ

沼ヌ

礼レ

者バ　

白シ
ラ

雲ク
モ

丹ニ　

飛ト
ブ

鳥ト
リ

佐サ

倍ヘ

曾ゾ　

雁カ
リ

砥ト

声ネ

緒ヲ

鳴ナ
ク

」（
新
撰
万
葉
集
・
巻
之
下
・

三
六
八
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
、『
公
任
集
』
に
「
つ
ね
な
ら
ぬ
身
を
ぞ

う
ら
む
る
な
ら
ぬ
よ
り
花
な
し
と
い
ふ
世
に
こ
そ
有
り
け
れ
」（
二
五
・
返

し
）、「
つ
ね
な
ら
ぬ
こ
の
身
は
夢
の
同
じ
く
は
う
か
ら
ぬ
事
を
み
る
よ
し

も
が
な
」（
二
九
四
・
こ
の
身
ゆ
め
の
ご
と
し
）
と
い
っ
た
例
が
見
え
る
。

と
く
に
後
者
は
、
維
摩
経
会
十
喩
の
中
の
一
首
で
あ
り
、
身
の
無
常
を
詠

む
発
想
の
根
底
を
支
え
る
思
想
と
し
て
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
さ
さ
が
に
の
や
ど
」
と
い
う
表
現
の
平
安
期
の
用
例
は
、
当
該
歌
の
他
、

管
見
に
入
ら
な
い
。
た
だ
し
、『
遍
昭
集
』
に
、「
さ
さ
が
に
の
そ
ら
に
す

が
く
も
お
な
じ
こ
と
ま
た
き
や
ど
に
も
い
く
よ
か
は
ふ
る
」（
一
四
・
ゆ
ふ

ぐ
れ
に
く
も
の
い
と
は
か
な
げ
に
す
が
く
を
み
は
べ
り
て
、
つ
ね
よ
り
も
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あ
は
れ
に
は
べ
り
し
か
ば
）
と
い
う
歌
が
あ
り
、
蜘
蛛
の
巣
を
「
さ
さ
が

に
」
の
「
や
ど
」
と
捉
え
て
、
そ
の
は
か
な
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
当
該
歌

の
発
想
の
一
端
を
、
こ
の
遍
昭
歌
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、「
や
ど
」
の
異
文
と
し
て
、
底
本
（
桂
宮
本
）
と
永
青
文
庫
本
以

外
の
伝
本
は
「
い
と
（
糸
）」
本
文
を
採
る
。「
さ
さ
が
に
」
の
「
い
と
」

の
頼
り
な
さ
は
、『
後
撰
集
』
に
「
た
え
は
つ
る
物
と
は
見
つ
つ
さ
さ
が
に

の
い
と
を
た
の
め
る
心
ぼ
そ
さ
よ
」（
恋
一
・
五
六
九
・
つ
ら
か
り
け
る
を

と
こ
に
）、「
さ
さ
が
に
の
そ
ら
に
す
が
け
る
い
と
よ
り
も
心
ぼ
そ
し
や
た

え
ぬ
と
お
も
へ
ば
」（
雑
四
・
一
二
九
五
・
つ
ら
か
り
け
る
を
と
こ
の
は
ら

か
ら
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
）
と
い
っ
た
歌
が
あ
り
、
表
現
類
型
と
し

て
定
着
し
て
い
る
。
仮
名
表
記
で
は
、「
や
と
」
と
「
い
と
」
は
一
文
字
違

い
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
さ
さ
が
に
の
い
と
」
の
表
現
類
型
に
引

か
れ
て
、「
や
ど
」
が
「
い
と
」
と
誤
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

四
〇
二
二
（
て
ふ
）

【
本
文
】

お
ぼ
え
て
し

（
　
ら
　
）こ

れ
は
た
れ
ぞ
も
世
の
中
に
あ
だ
な
る
て
ふ
に
み
ゆ
る
花
か

は【
校
異
】
○
お
ほ
え
て
ら
―
お
ほ
え
て
う
（
松
）　

○
た
れ
そ
も
―
た
れ
そ

と
（
宮
）

【
語
釈
】
○
お
ぼ
え
て
し　

底
本
「
お
ほ
え
て
ら
」。
こ
こ
で
は
、「
ら
」
を

「
し
」
の
誤
写
と
見
て
校
訂
し
た
（［
考
察
］
参
照
）。「
お
ぼ
え
」
は
「
お

ぼ
ゆ
」
で
、
心
に
と
ど
め
る
、
記
憶
す
る
の
意
。「
て
し
」
は
、
完
了
の
助

動
詞
「
つ
」
の
連
用
形
に
、
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
が
つ
い
た

も
の
。
過
去
に
動
作
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。　

○
こ
れ　

人

物
を
指
し
示
す
語
。
平
安
時
代
に
は
敬
意
を
込
め
た
例
が
多
い
。
相
手
の

女
性
を
指
す
。　

○
た
れ
ぞ
も　

誰
な
の
か
な
あ
。「
ぞ
も
」
は
、
疑
問
の

語
と
と
も
に
用
い
て
詠
嘆
を
含
む
疑
問
を
表
す
。　

○
あ
だ
な
る
て
ふ
に

み
ゆ
る
花
か
は　

浮
気
っ
ぽ
い
蝶
に
ま
み
え
る
花
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ

う
で
は
な
い
。
蝶
は
花
か
ら
花
へ
と
飛
び
ま
わ
る
。
蝶
は
男
性
、
花
は
女

性
を
喩
え
る
と
す
る
と
、「
見
ゆ
」
は
、
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ
意
を
込
め
る

か
。「
か
は
」
は
反
語
。

【
通
釈
】

私
が
か
つ
て
心
に
と
ど
め
た
こ
の
お
方
は
、
い
っ
た
い
ど
な
た
で
し
ょ
う

か
ね
え
。
ま
さ
か
、
世
間
で
い
う
、
浮
気
性
だ
と
い
う
蝶
に
ま
み
え
る
花

で
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

過
去
に
知
り
合
っ
た
女
性
に
対
し
て
、
女
性
を
花
、
男
性
を
蝶
に
喩
え

て
、
浮
気
性
の
男
性
を
相
手
に
す
る
よ
う
な
人
が
こ
こ
に
い
る
は
ず
は
な

い
と
揶
揄
し
た
、
元
の
男
性
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
と
見
た
。

　

初
句
に
つ
い
て
、
久
保
田
淳
氏
・
馬
場
あ
き
子
氏
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
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大
辞
典
』「
蝶
」
の
項
（
久
保
田
淳
氏
）（
平
成
十
一
年
五
月
、
角
川
書
店
）

で
は
、
当
該
歌
の
引
用
本
文
と
し
て
「
大
江
寺
」
の
字
を
当
て
る
。
伊
勢

国
に
あ
る
「
大
江
寺
」
を
指
し
た
も
の
か
。「
真
言
宗
、
天
平
中
、
僧
行
基

ノ
開
創
ニ
係
ル
。
延
喜
ノ
時
、
叡
旨
ヲ
以
テ
、
方
七
間
ノ
堂
ヲ
建
立
セ
ラ

ル
。」（
伊
勢
名
勝
志
）
と
い
い
、
観
音
堂
で
あ
っ
た
。
当
該
歌
に
お
い
て

は
、
詠
歌
状
況
が
未
詳
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
大
江
寺
と
の
関
わ
り
は
未

だ
見
い
だ
せ
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、「
覚
え
て
し
」
と
本
文
を
校
訂
し
、

「
こ
れ
」
を
修
飾
す
る
と
見
た
。
後
考
を
俟
つ
。

　
「
た
れ
ぞ
も
」
の
用
例
は
、「
く
ら
ぶ
山
こ
ず
ゑ
も
見
え
で
ふ
る
雪
に
夜

半
に
こ
え
く
る
人
や
た
れ
ぞ
も
」（
新
撰
和
歌
・
冬
・
一
四
八
）
が
早
い
例

で
あ
り
、
続
い
て
、「
ふ
く
か
ぜ
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
で
は
な
す
す
き
そ
ら
に

む
す
べ
る
人
や
た
れ
ぞ
も
」（
実
方
集
・
一
七
・
清
涼
殿
御
前
の
す
す
き
を

む
す
び
た
る
を
、
た
れ
な
ら
ん
と
い
ひ
て
、
な
い
し
の
命
婦
の
む
す
び
つ

け
さ
せ
け
る
）、「
し
ば
き
こ
る
か
ま
ど
と
や
ま
の
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
き
き

ふ
る
す
人
や
た
れ
そ
も
」（
高
遠
集
・
三
七
四
・
家
の
み
か
し
ぎ
の
、
き
こ

り
に
や
り
た
り
け
る
に
、
う
ぐ
ひ
す
の
、
す
く
ひ
た
り
け
る
き
の
枝
あ
り

け
る
を
、
た
て
ま
つ
れ
る
を
見
て
）、「
い
そ
が
く
れ
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
た

づ
ぞ
な
く
な
に
お
も
ひ
い
づ
る
人
や
た
れ
ぞ
も
」（
紫
式
部
集
・
二
一
・
又
、

い
そ
の
は
ま
に
、
つ
る
の
こ
ゑ
ご
ゑ
な
く
を
）、「
か
づ
ら
き
の
た
え
と
た

え
に
し
い
は
ば
し
を
し
の
び
に
わ
た
る
人
は
た
れ
そ
も
」（
輔
親
集
・
六

二
・
女
房
に
藤
雑
色
保
男
が
か
た
ら
ひ
た
え
て
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
、
う

ち
は
し
か
ら
し
の
び
て
か
よ
ふ
を
み
て
）、「
何
事
も
こ
た
へ
ぬ
こ
と
と
習

ひ
に
し
人
と
し
る
し
る
と
ふ
や
誰
そ
も
」（
公
任
集
・
五
四
〇
・
か
へ
り
事

も
聞
え
で
程
へ
て
う
れ
ふ
る
こ
と
あ
り
て
御
ふ
み
を
き
こ
え
て
そ
の
事
い

か
に
と
き
こ
え
け
れ
ば
）
な
ど
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、「
人
は
た
れ
そ

も
」
の
か
た
ち
で
、「
夜
半
に
こ
え
く
る
人
」「
そ
ら
に
む
す
べ
る
人
」
な

ど
、
そ
の
「
人
」
の
行
為
や
動
作
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
当
該
歌
で
は
、

「
こ
れ
」
が
指
す
人
物
（
女
性
）
が
何
を
し
て
い
る
の
か
明
示
さ
れ
な
い
が
、

指
示
語
「
こ
れ
」
か
ら
は
、
こ
の
人
物
と
詠
者
と
の
距
離
の
近
さ
が
窺
え

る
。

　
「
あ
だ
な
る
て
ふ
」
の
用
例
と
し
て
は
、
当
該
歌
よ
り
も
後
の
例
に
な
る

が
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
「
七
月
、
あ
さ
ぼ
ら
け
に
み
れ
ば
、
を
み
な

へ
し
に
お
な
じ
い
ろ
な
る
て
ふ
の
な
れ
あ
り
く
に
、
つ
ゆ
と
し
げ
し
、
宰

相
」
と
い
う
詞
書
で
載
る
「
む
す
び
お
く
つ
ゆ
の
こ
こ
ろ
も
あ
る
も
の
を

は
な
に
う
ち
と
け
な
る
る
て
ふ
か
な
」（
三
五
五
）
に
対
す
る
返
歌
「
つ
ゆ

お
き
て
あ
だ
な
る
て
ふ
を
な
ら
す
こ
そ
お
な
じ
い
ろ
な
る
は
な
ご
こ
ろ
な

れ
」（
三
五
六
・
進
）
に
見
出
せ
る
。
こ
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
、
浮
気
な

蝶
を
相
手
に
す
る
花
と
い
う
関
係
は
、
当
該
歌
の
下
句
に
通
じ
よ
う
。

四
〇
二
三
（
て
ふ
）

【
本
文
】

い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
さ
ら
に
あ
や
し
く
も
か
げ
な
る
い
ろ
の
て
ふ
に
も
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有
る
か
な

【
校
異
】
な
し

【
語
釈
】
○
い
へ
ば
え
に　
「
え
に
」
は
、
動
詞
「
う
（
得
）」
の
未
然
形
に

上
代
の
打
消
の
助
動
詞
の
連
用
形
「
に
」
が
付
い
た
も
の
。
已
然
形
に
助

詞
「
ば
」
が
が
付
い
た
表
現
と
と
も
に
用
い
、
…
…
し
よ
う
と
す
る
と
…
…

で
き
な
い
、
の
意
。　

○
あ
や
し
く
も　
「
あ
や
し
」
は
、
普
通
と
は
異
な

る
と
判
断
し
た
対
象
へ
の
感
情
を
表
す
。
変
わ
っ
て
い
る
。
珍
し
い
。「
も
」

は
係
助
詞
で
詠
嘆
的
強
調
。　

○
か
げ
な
る
い
ろ
の
て
ふ　
「
か
げ
」
は

「
鹿
毛
」
と
「
影
」
と
の
掛
詞
か
（［
考
察
］
参
照
）。「
鹿
毛
」
は
、
鹿
の

毛
色
に
似
た
馬
の
毛
色
を
さ
し
、「
黒
鹿
毛
」「
白
鹿
毛
」「
赤
鹿
毛
」
な
ど

の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。「
影
」
と
の
掛
詞
と
す
る
と
、
こ
こ
で
は
「
黒
鹿

毛
」
の
色
合
い
か
。

【
通
釈
】

口
に
出
し
て
言
お
う
と
す
る
と
何
と
言
え
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
口

に
出
し
て
言
わ
な
け
れ
ば
、
ま
す
ま
す
珍
し
さ
が
募
る
こ
と
に
は
、
鹿
毛

の
色
を
し
た
黒
い
影
の
よ
う
な
色
の
蝶
だ
な
あ
。

【
他
出
】
な
し

【
考
察
】

　

黒
い
影
の
よ
う
な
鹿
毛
色
の
蝶
を
見
つ
け
た
驚
き
を
詠
ん
だ
歌
と
見
た
。

ク
ロ
ア
ゲ
ハ
や
オ
ナ
ガ
ア
ゲ
ハ
、
ジ
ャ
コ
ウ
ア
ゲ
ハ
（
オ
ス
）
の
よ
う
な
、

黒
色
や
こ
げ
茶
色
の
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
の
類
を
い
う
か
。

　
「
い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
」
と
い
う
表
現
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、『
新

勅
撰
集
』
に
、『
伊
勢
物
語
』
第
三
十
四
段
に
も
載
る
在
原
業
平
の
「
い
へ

ば
え
に
い
は
ね
ば
む
ね
に
さ
わ
が
れ
て
心
ひ
と
つ
に
な
げ
く
こ
ろ
か
な
」

（
恋
一
・
六
三
五
・
業
平
朝
臣
・
女
に
つ
か
は
し
け
る
）
と
い
う
一
例
を
か

ろ
う
じ
て
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、『
新
編
国
歌
大
観
』
を
検
す
る
限

り
、
他
に
は
、『
古
今
六
帖
』
の
「
い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
く
る
し
よ
の
な

か
を
な
げ
き
て
の
み
も
つ
く
す
べ
き
か
な
」（
第
四
帖
・
二
〇
九
八
・
う
ら

み
）
以
外
、
管
見
に
入
ら
な
い
。「
い
へ
ば
え
に
」
な
ら
ば
、
平
安
中
期
の

例
と
し
て
、「
い
へ
ば
え
に
ふ
か
き
お
も
ひ
は
わ
た
つ
み
の
か
ひ
な
し
と
て

も
や
ま
れ
ざ
り
け
り
」（
能
宣
集
・
三
四
五
・
又
、
お
な
じ
ひ
と
に
）
が
あ

る
が
、
勅
撰
集
入
集
は
や
は
り
、『
新
勅
撰
集
』
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
か
げ
」
は
、
こ
こ
で
は
「
鹿
毛
」
と
「
影
」
と
の
掛
詞
と
見
た
。［
語

釈
］
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
鹿
毛
」
は
馬
の
毛
色
に
つ
い
て
い
う
の
が
普

通
で
あ
る
が
、「
あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
水
に
影
見
え
て
今
や
ひ
く
ら
ん
も
ち

月
の
こ
ま
」（
拾
遺
集
・
秋
・
一
七
〇
・
つ
ら
ゆ
き
・
延
喜
御
時
月
次
御
屏

風
に
）、「
む
か
へ
く
る
か
ひ
も
あ
る
か
な
せ
き
山
の
こ
ま
ひ
き
わ
た
す
か

げ
も
し
る
し
も
」（
書
陵
部
本
能
宣
集
・
一
八
・
八
月
、
こ
ま
む
か
へ
し
て

は
べ
る
と
こ
ろ
）、「
は
し
り
ゐ
の
み
づ
し
た
え
せ
ず
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
ゆ

く
こ
ま
の
か
げ
も
み
え
な
む
」（
尊
経
閣
本
元
輔
集
・
九
・
八
月
十
五
や
、

人
の
い
へ
の
い
け
に
ふ
ね
ど
も
う
け
て
、
の
り
て
こ
と
ひ
く
と
こ
ろ
）
の

よ
う
に
、「
影
」
と
掛
け
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
鹿
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毛
」
と
い
う
語
を
、
馬
以
外
の
生
物
の
色
に
用
い
た
歌
は
、
他
に
は
未
だ

管
見
に
入
ら
な
い
。

　

な
お
、
馬
の
毛
の
名
を
「
ひ
さ
か
た
の
つ
き
げ
」「
な
に
は
の
あ
し
げ
」

と
い
う
よ
う
に
歌
題
に
折
り
込
ん
だ
『
源
順
馬
名
歌
合
』〔
康
保
三
年
（
九

六
六
）
開
催
〕
と
い
う
歌
合
も
あ
る
。
平
安
中
期
の
人
々
に
と
っ
て
、
馬

の
毛
色
は
、
色
の
表
現
と
し
て
身
近
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、「
い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
さ
ら
に
あ
や
し
く
も
」
と
い
う
上
句
も
、
馬

の
毛
色
を
い
う
「
鹿
毛
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
色
合
い
の
蝶

を
見
つ
け
た
こ
と
か
ら
く
る
、
戸
惑
い
の
表
現
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。

附
記

　

本
稿
は
、
同
志
社
大
学
文
化
情
報
学
部
に
お
け
る
二
〇
一
二
年
度
春
学
期
の

授
業
「
文
献
講
読
」
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
。
川
内
皐
子

（
四
〇
一
五
番
）、
中
村
志
樹
（
四
〇
一
六
番
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
歌
に
つ

い
て
レ
ポ
ー
ト
を
執
筆
し
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
も
と
に
、「
古
典
籍
の
保
存
・

継
承
の
た
め
の
画
像
・
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
日
本
文
化
の
歴
史

的
研
究
」（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
19
期
研
究
会
第
４
研
究
、
お
よ
び

科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
１
６
Ｋ
０
０
４
６
９
、
二

〇
一
六
～
二
〇
一
八
年
度
）
の
一
環
と
し
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
。

　

用
例
収
集
に
際
し
、『
新
編
国
歌
大
観
』CD

-RO
M

版V
er.2 

と
と
も
に
、
竹

田
正
幸
氏
（
九
州
大
学
大
学
院
シ
ス
テ
ム
情
報
科
学
研
究
院
）
作
成
の
文
字
列

解
析
器
〝e-CSA

 V
er.2.00

〟
を
使
用
し
た
。

　

最
後
に
、
資
料
を
御
提
供
く
だ
さ
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
・
肥
前
島
原 

松
平
文

庫
・
国
文
学
研
究
資
料
館
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
別
出
歌
一
覧　

―
第
六
帖
、
4011
～
4023
番
―

　
　
　
　

ほ
た
る

4011　

行
く
ほ
た
る
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
か
り
に
つ
げ
こ
せ

　
　

１

−

２
後
撰
252
、
３

−

６
業
平
10
、
５

−

415
伊
勢
語
84
、
７

−

２
業
平
58

4012　

夏
の
夜
は
と
も
す
ほ
た
る
の
む
ね
の
火
を
を
し
も
た
え
た
る
玉
と
み
る
か

な
（
つ
ら
ゆ
き
）

　
　

５

−

７
宇
多
合
24
［
く
ら
き
よ
に
］［
を
し
も
と
け
た
る
］［
た
ま
か
と
ぞ

見
る
］

4013　

夕
さ
れ
ば
ほ
た
る
よ
り
け
に
も
ゆ
れ
ど
も
ひ
か
り
み
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な

き
（
と
も
の
り
）

　
　

１

−

１
古
今
562
、
２

−

２
新
撰
万
69
、
３

−

11
友
則
12
、
５

−

４
寛
平
后

58
［
も
ゆ
る
と
も
］［
光
み
え
ね
ば
］［
人
ぞ
つ
れ
な
き
］

4014　

さ
よ
ふ
け
て
我
が
ま
つ
人
や
い
ま
く
る
と
お
ど
ろ
く
ま
で
も
て
ら
す
ほ
た

る
か

　
　
　
　
〈
未
詳
〉

4015　

ひ
る
は
な
き
よ
る
は
も
え
て
ぞ
な
が
ら
ふ
る
ほ
た
る
も
せ
み
も
我
が
身
な

り
け
り
（
つ
ら
ゆ
き
）

　
　
　
　
〈
未
詳
〉
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4016　

す
み
と
げ
ん
い
ほ
た
る
べ
く
も
み
え
な
く
に
な
ど
ほ
ど
も
な
き
身
を
こ
が

す
ら
ん
（
し
げ
春
）

　
　
　
　
〈
未
詳
〉

　
　
　
　

は
た
お
り
め

4017　

か
り
が
ね
の
は
風
を
さ
む
み
は
た
お
り
め
く
だ
ま
く
こ
ゑ
の
き
り
き
り
と

な
く

　
　

２

−

２
新
撰
万
99
［
は
た
お
り
の
］［
く
だ
ま
く
お
と
の
］［
き
り
き
り
と

す
る
］、
５

−

４
寛
平
后
100
［
雁
が
ね
は
］［
風
を
さ
む
み
や
］［
く
だ
ま
く

音
の
］［
き
り
き
り
と
す
る
］

4018　

秋
く
れ
ば
は
た
お
る
虫
の
あ
る
な
へ
に
か
ら
に
し
き
に
も
み
ゆ
る
の
べ
か

な

　
　

３

−

19
貫
之
367
、
１

−

３
拾
遺
集
180
、
１

−
3′
拾
遺
抄
112

　
　
　
　

く
も

4019　

い
ま
し
ば
と
わ
び
に
し
も
の
を
さ
さ
が
に
の
こ
ろ
も
に
か
け
て
我
を
た
の

む
る
（
そ
と
ほ
り
ひ
め
）

　
　

１

−

１
古
今
773
［
衣
に
か
か
り
］

4020　

秋
の
の
に
お
く
し
ら
つ
ゆ
は
玉
な
れ
や
つ
ら
ぬ
き
と
む
る
く
も
の
い
と
す

ぢ
（
ふ
ん
や
の
あ
さ
や
す
）

　
　

１

−
１
古
今
225
［
つ
ら
ぬ
き
か
く
る
］、
２

−

３
新
撰
和
76
［
つ
ら
ぬ
き
か

く
る
］、
２

−

２
新
撰
万
382
［
こ
り
た
る
つ
ゆ
は
］［
つ
ら
ぬ
き
か
く
る
］

4021　

つ
ね
な
ら
ぬ
身
は
さ
さ
が
に
の
や
ど
な
れ
や
あ
ま
つ
空
な
る
た
の
み
か
く

ら
ん

　
　
　
　
〈
未
詳
〉

　
　
　
　

て
ふ

4022　

お
ほ
え
て
ら
こ
れ
は
た
れ
ぞ
も
世
の
中
に
あ
だ
な
る
て
ふ
に
み
ゆ
る
花
か

は

　
　
　
　
〈
未
詳
〉

4023　

い
へ
ば
え
に
い
は
ね
ば
さ
ら
に
あ
や
し
く
も
か
げ
な
る
い
ろ
の
て
ふ
に
も

有
る
か
な

　
　
　
　
〈
未
詳
〉
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