
反
実
仮
想
の
歌

―
教
育
学
部
の
授
業
か
ら
―

鈴

木

宏

子
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葉
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H
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小
稿
は
、
学
部
や
大
学
院
で
行
な
っ
て
い
る
古
典
和
歌
に
関
す
る
授
業
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
反
実
仮
想
」
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
。
反
実
仮
想
は
、
和
歌
の
中
に
も
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
語
法
で
、
和
歌
と
い
う
短
詩
型
の
中
に
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
特
質
が
よ
り
は
っ
き
り
見
え
る
場
合
が
あ
る
。
反
実
仮
想
と
は
、
願
望
と
、
そ
の
願
望
の
成
就
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
を
、

二
つ
な
が
ら
同
時
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
不
如
意
な
現
実
の
中
に
あ
っ
て
、
想
像
力
を
発
動
さ
せ
る
発
想
形
式
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

反
実
仮
想
（hanjitsu

―kasou

）、
古
今
集
（K
okin

―syu
）、
万
葉
集
（M

anyou

―syu

）、
和
泉
式
部
（Izum

i

―shikibu

）

大
学
の
古
典
の
授
業
で
学
生
に
接
し
て
い
る
と
、「
古
文
は
嫌
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
法

は
嫌
い
で
す
」
と
い
う
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
言
葉
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
面

白
く
あ
り
ま
せ
ん
か
と
尋
ね
て
み
る
と
、
問
題
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
高
校
時
代
に
「
受

験
に
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
ひ
た
す
ら
棒
暗
記
を
し
た
結
果
、
否
定
的
な
印
象
が
強
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
教
育
学
部
で
古
典
を
担
当
す
る
教
員
と
し
て
は
、

彼
ら
の
多
く
が
中
学
校
・
高
等
学
校
の
国
語
科
教
員
の
免
許
取
得
を
め
ざ
し
て
い
る
以
上
、
や
は

り
文
法
の
基
礎
知
識
は
身
に
つ
け
て
い
て
ほ
し
い
し
、
そ
う
し
た
否
定
的
な
印
象
を
拭
い
さ
っ
て

卒
業
し
て
も
ら
い
た
い
。
文
法
を
学
ぶ
こ
と
は
私
た
ち
の
言
語
に
つ
い
て
内
省
す
る
契
機
と
な
る

し
、
特
に
古
典
文
法
の
場
合
は
、
先
人
の
書
き
残
し
た
文
章
を
的
確
に
読
み
解
い
て
い
く
た
め
の

道
具
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。「
重
要
古
語
や
古
典
文
法
に
つ
い
て
の
知
識
が
あ
る
か
ら

こ
そ
私
た
ち
は
簡
単
に
古
文
が
読
め
る
の
で
す
よ
」
と
言
う
と
、
学
生
は
困
っ
た
な
あ
と
い
う
顔

で
笑
う
の
だ
が
、「
棒
暗
記
し
た
」
と
い
う
彼
ら
の
知
識
を
、
い
さ
さ
か
で
も
血
の
通
っ
た
も
の

に
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
稿
は
、
授
業
の
中
で
取
り
上
げ
た
具
体
例
に
つ
い

て
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

＊

古
文
に
は
「
反
実
仮
想
」
と
呼
ば
れ
る
語
法
が
あ
る
。
高
校
生
を
主
た
る
対
象
と
し
て
書
か
れ

た
文
法
書
で
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

事
実
で
は
な
い
こ
と
を
、
仮
に
想
像
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
こ
う
で
あ
ろ
う
と
推

量
す
る
表
現
の
こ
と
。
次
の
よ
う
な
形
が
あ
る
。

・
…
…
ま
し
か
ば
…
…
ま
し

・
…
…
ま
せ
ば
…
…
ま
し

・
…
…
せ
ば
…
…
ま
し

・
…
…
ば
…
…
ま
し
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例
文
と
し
て
、
高
校
の
教
材
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
徒
然
草
』
の
中
か
ら
、

鏡
に
色
、
形
あ
ら
ま
し
か
ば
、
う
つ
ら
ざ
ら
ま
し
。（
徒
然
草
・
二
三
五
）

や
が
て
か
け
こ
も
ら
ま
し
か
ば
、
口
惜
し
か
ら
ま
し
。（
徒
然
草
・
三
二
）

が
引
か
れ
て
い
る
（
以
上
、
引
用
は
小
町
谷
照
彦
氏
監
修
『
読
解
の
た
め
の
新
古
典
文
法
』
東
京

書
籍
・
一
九
九
五
年
、
に
よ
る
）。

実
は
古
典
和
歌
の
中
に
も
反
実
仮
想
を
一
首
の
骨
格
と
し
た
作
品
が
多
々
あ
り
、
こ
の
語
法
に

つ
い
て
考
え
る
た
め
の
好
材
料
と
な
る
。
た
と
え
ば
『
古
今
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌

１
も
み
ぢ
葉
の
流
れ
ざ
り
せ
ば
龍
田
川
水
の
秋
を
ば
誰
か
知
ら
ま
し

（
古
今
集
・
秋
下
・
三
〇
二
・
坂
上
是
則
）

一
読
し
て
わ
か
る
と
お
り
「
…
…
せ
ば
…
…
ま
し
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
構
文
を
持
つ
歌
で
あ
る
。

一
首
の
意
は
、
龍
田
川
に
色
と
り
ど
り
の
紅
葉
が
流
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
水
に
も
秋
が

来
た
こ
と
を
誰
が
知
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
。
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
る
「
龍
田
川
」
や
「
龍
田

山
」
は
、
古
典
和
歌
の
世
界
で
は
紅
葉
の
名
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
龍
田
山
を
彩
っ
た
紅

葉
は
や
が
て
散
っ
て
、
龍
田
川
の
川
面
を
錦
の
よ
う
に
流
れ
て
い
く
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
龍
田
川
を
流
れ
る
紅
葉
」
と
い
う
構
図
は
屏
風
絵
に
も
見
ら
れ
、「
も
み
ぢ
葉
の
流
れ
て
と
ま

る
み
な
と
に
は
紅
深
き
波
や
立
つ
ら
む
」（
古
今
集
・
秋
下
・
二
九
三
・
素
性
）
や
「
ち
は
や
ぶ

る
神
代
も
聞
か
ず
龍
田
川
韓
紅
に
水
く
く
る
と
は
」（
古
今
集
・
秋
下
・
二
九
四
・
在
原
業
平
）

と
い
っ
た
屏
風
歌
も
詠
ま
れ
る
な
ど
、
平
安
朝
の
人
々
の
好
尚
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
１
歌

は
、
川
を
流
れ
る
美
し
い
紅
葉
を
眼
前
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
水
」
に
も
秋
が
到
来
し
て
い

た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
内
容
だ
が
、
歌
の
表
現
と
し
て
は
こ
れ
を
裏
返
し
て
「
も
し
…
…
な

か
っ
た
ら
…
…
に
気
づ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
な
あ
」
と
詠
じ
て
い
る
。
美
し
い
光
景
に
よ
っ
て
、

こ
の
世
に
あ
ま
ね
く
秋
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
た
感
動
を
、
反
実
仮
想
の
形
で
表
現
し
た

歌
で
あ
る
。「
紅
葉
が
川
を
流
れ
る
」
と
い
う
現
実
は
基
本
的
に
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
肯
定

的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
和
歌
に
見
ら
れ
る
反
実
仮
想
を
拾
い
出
し
て
い
く
と
、
１
歌
と
は
逆
に
、
不
如
意

な
現
実
に
直
面
し
て
そ
れ
と
は
異
な
る
あ
り
方
を
仮
想
す
る
、
と
い
う
例
の
方
が
目
に
つ
く
。
た

と
え
ば
次
の
歌
も
そ
の
例
で
あ
る
。

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌

２
梅
が
香
を
袖
に
移
し
て
留
め
て
ば
春
は
過
ぐ
と
も
形
見
な
ら
ま
し

（
古
今
集
・
春
上
・
四
六
・
よ
み
人
知
ら
ず
）

１
歌
同
様
「
…
…
ば
…
…
ま
し
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
構
文
を
持
つ
歌
で
あ
る
。
一
首
の
意
は
、

梅
の
花
の
香
を
袖
に
移
し
て
留
め
て
お
い
た
な
ら
、
春
が
過
ぎ
て
も
思
い
出
の
よ
す
が
と
な
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
も
の
。
王
朝
人
は
香
り
に
対
し
て
鋭
敏
な
感
性
を
持
ち
、
馥
郁
た
る
梅
香
は
春
歌

の
大
切
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。「
梅
の
花
立
ち
寄
る
ば
か
り
あ
り
し
よ
り
人
の
と
が
む
る

香
に
ぞ
し
み
け
る
」（
古
今
集
・
春
上
・
三
五
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
の
よ
う
に
、
梅
香
は
近
づ
い

た
者
の
身
に
染
み
つ
い
た
り
、
誰
か
の
移
り
香
か
と
誤
た
れ
た
り
も
す
る
、
な
か
な
か
艶
麗
な
も

の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
は
か
な
く
移
ろ
っ
て
し
ま
う
の
が
花
、
そ
し
て
花
の
香
の
宿
命
で
あ

る
。
２
歌
は
、「
も
し
も
梅
香
を
袖
に
移
し
留
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
」
と
事
実
に
反
す
る
こ
と

を
仮
定
し
、
さ
ら
に
「（
も
し
そ
う
だ
っ
た
ら
）
春
と
い
う
美
し
い
時
が
過
ぎ
た
後
も
思
い
出
の

品
に
で
き
る
の
に
」
と
あ
ら
ま
ほ
し
い
想
像
を
展
開
さ
せ
て
い
く
。
現
実
に
は
梅
香
を
移
し
留
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
香
に
よ
っ
て
春
を
な
つ
か
し
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
が
十
分

わ
か
っ
た
上
で
、
歌
人
は
事
実
に
反
す
る
耽
美
的
な
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
季
歌
以
外
の
例
も
見
て
み
よ
う
。

源
実
が
筑
紫
へ
湯
浴
み
む
と
て
ま
か
り
け
る
時
に
、
山
崎
に
て
別
れ
惜
し
み
け
る
所

に
て
よ
め
る

３
命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
な
に
か
別
れ
の
悲
し
か
ら
ま
し

（
古
今
集
・
離
別
・
三
八
七
・
白
女
）

源
実
が
九
州
ま
で
湯
治
に
出
か
け
て
い
っ
た
と
き
に
、
山
崎
で
送
別
会
を
し
た
所
で
、
白
女
と
い

う
女
性
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
山
崎
」は
淀
川
の
船
着
場
。
こ
こ
か
ら
船
に
乗
っ
て
西
に
向
か
っ

た
。
白
女
は
江
口
の
遊
女
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
実
と
の
関
係
も
含
め
て
伝
の
詳
細
は

わ
か
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
男
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
女
は
「
命
さ
え
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
、
あ

な
た
の
帰
り
を
待
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
別
れ
が
こ
ん
な
に
悲
し
い
で
し
ょ

う
か
」
と
歌
っ
て
い
る
。
た
だ
で
さ
え
別
れ
は
つ
ら
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
命
は
不
定
で

あ
っ
て
再
会
の
日
ま
で
生
き
て
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
だ
か
ら
な
お
の
こ
と
今
日
の

別
れ
が
悲
し
く
て
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
来
ち
ょ
っ
と
し
た
旅
立
ち
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
も
の
が
、「
定
め
な
い
命
」
と
い
う
要
素
を
持
ち
出
し
た
こ
と
で
、
心
か
ら
惜
し
ま
れ

る
別
れ
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
…
…
」
と
い
う
反
実
仮

想
に
よ
っ
て
―
こ
れ
は
人
間
の
見
果
て
ぬ
夢
で
あ
ろ
う
が
―
別
離
の
悲
し
み
と
、
で
き
る
こ
と
な

ら
生
き
て
再
会
し
た
い
と
い
う
願
い
が
、
よ
り
痛
切
な
も
の
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。こ

の
よ
う
に
、
反
実
仮
想
の
歌
に
は
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
現
実
に
対
し
て
、
こ
う
あ
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
願
望
を
表
明
す
る
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
反
実
仮
想
と
い
う

語
法
は
、
切
実
な
願
望
と
そ
の
願
望
の
成
就
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
を
、
二
つ
な
が
ら

同
時
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
「
反
実
仮
想
」
を
行
な
う
精
神
は
、
悲
し
み
の
感
情

と
も
近
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
や
や
複
雑
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
歌
に
つ
い
て
も
考
え

て
み
よ
う
。

物
思
ひ
け
る
頃
、
も
の
へ
ま
か
り
け
る
道
に
、
野
火
の
燃
え
け
る
を
見
て
よ
め
る

４
冬
枯
れ
の
野
辺
と
我
が
身
を
思
ひ
せ
ば
燃
え
て
も
春
を
待
た
ま
し
も
の
を

（
古
今
集
・
恋
五
・
七
九
一
・
伊
勢
）

こ
の
歌
に
も
「
…
…
せ
ば
…
…
ま
し
を
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
構
文
が
見
ら
れ
る
。『
古
今
集
』

の
恋
五
は
恋
の
終
末
期
の
歌
を
収
め
て
い
る
。
４
歌
は
、
詞
書
に
「
野
火
の
燃
え
け
る
を
見
て
」

と
記
さ
れ
る
と
お
り
、
恋
を
失
っ
た
女
が
早
春
の
野
焼
き
の
炎
を
目
に
し
て
、
わ
が
身
の
境
涯
と

引
き
比
べ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
首
の
意
は
、
恋
し
い
人
に
忘
れ
ら
れ
た
私
の
身
を
「
冬
枯

れ
の
野
辺
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
野
火
が
燃
え
る
よ
う
に
思
い
の
火
に
燃
え
て
再
び

巡
っ
て
く
る
春
を
待
つ
の
だ
が
。「
冬
枯
れ
」
に
は
恋
人
が
自
分
か
ら
離
れ
去
っ
て
い
く
意
の
「
離

れ
」
が
掛
か
り
、
野
火
が
「
燃
え
る
」
こ
と
と
自
分
が
恋
の
情
熱
に
「
燃
え
る
」
こ
と
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
。
冬
枯
れ
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
景
の
中
で
も
冷
え
さ
び
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
同
じ

冬
で
あ
っ
て
も
、
雪
景
色
の
場
合
は
美
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
し
花
の
幻
を
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
枯
野
は
「
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」（
古

今
集
・
冬
・
三
一
四
・
源
宗
于
）
と
歌
わ
れ
る
と
お
り
ひ
た
す
ら
寂
し
い
。
し
か
も
４
歌
は
、
寂

し
い
「
冬
枯
れ
の
野
辺
」
で
さ
え
あ
り
え
な
い
存
在
と
し
て
わ
が
身
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
歌
に

は
、
せ
め
て
冬
枯
れ
の
野
辺
の
よ
う
に
野
焼
き
の
火
に
燃
え
な
が
ら
春
を
待
ち
た
い
と
い
う
願
い

と
、
自
分
の
恋
に
は
二
度
と
春
の
日
は
や
っ
て
こ
な
い
の
だ
と
い
う
絶
望
的
な
認
識
と
が
、
二
つ

な
が
ら
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

大
切
な
人
の
死
は
、
人
生
の
中
で
避
け
が
た
く
遭
遇
す
る
出
来
事
で
あ
る
。「
も
し
…
…
で

あ
っ
た
な
ら
…
…
」
と
い
う
反
実
仮
想
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
挽
歌
や
哀
傷
歌
の
中
に
も
し
ば

し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

天
皇
の
大
殯
の
時
の
歌
二
首
（
そ
の
一
首
目
）

５
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
ま
り
に
標
結
は
ま
し
を

（
万
葉
集
・
巻
二
・
一
五
一
・
額
田
王
）

６
君
と
ま
た
み
る
め
生
ひ
せ
ば
四
方
の
海
の
底
の
か
ぎ
り
は
潜
き
み
て
ま
し

（
和
泉
式
部
続
集
・
九
九
〇
）

５
歌
は
、
天
智
天
皇
挽
歌
の
一
首
で
、
反
実
仮
想
を
用
い
た
も
っ
と
も
古
い
歌
の
一
つ
で
あ
る
。

歌
意
は
、
こ
の
よ
う
に
な
る
と
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
た
な
ら
、
天
皇
の
御
船
が
停
泊
し
た
港

に
標
縄
を
結
ん
で
お
い
た
の
に
、
と
い
う
も
の
。
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
に
都
を
築
い
た
天
皇
に
ふ
さ

わ
し
く
、
こ
の
歌
の
中
で
は
死
は
船
出
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

大
切
な
天
皇
の
魂
を
乗
せ
て
旅
立
っ
て
し
ま
う
と
知
っ
て
い
た
ら
、
港
に
標
縄
を
結
ん
で
船
出
を

と
ど
め
た
の
に
（
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
標
縄
を
結
ん
で
お
い
た
の
に
、
と
解
す
る
異
説
も

あ
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
６
歌
は
、『
和
泉
式
部
続
集
』
の
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
中
の
一
首
で

あ
る
。「
み
る
め
」
は
「
海
松
布
」
と
「
見
る
目
」
の
掛
詞
で
、
も
し
も
あ
な
た
と
再
び
逢
う
こ

と
が
で
き
る
な
ら
、
海
松
布
を
求
め
て
あ
ら
ゆ
る
海
の
底
ま
で
潜
っ
て
い
く
よ
う
に
、
ど
の
よ
う

な
困
難
に
で
も
耐
え
る
の
に
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。「
海
松
布
」
と
「
見
る
目
」
の
掛
詞
は
古
典

和
歌
の
常
套
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
媒
介
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
海
と
い
う
海
を
潜
り
つ
く

す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
死
と
い
う
事
実
そ
の

も
の
を
覆
そ
う
と
す
る
「
泣
く
涙
雨
と
降
ら
な
む
渡
り
川
水
増
さ
り
な
ば
帰
り
来
る
が
に
」（
古

今
集
・
哀
傷
・
八
二
九
・
小
野
篁
）
や
、
人
間
の
悲
し
み
に
自
然
も
感
応
せ
よ
と
命
じ
た
「
深
草

の
野
辺
の
桜
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
墨
染
め
に
咲
け
」（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
三
一
・
上
野

岑
雄
）
な
ど
に
比
べ
る
と
弱
々
し
い
と
も
言
え
る
が
、
た
だ
悲
�
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

先
に
私
は
、
反
実
仮
想
と
は
、
切
実
な
願
望
と
そ
の
願
望
の
成
就
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認

識
と
を
、
二
つ
な
が
ら
同
時
に
表
現
す
る
語
法
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
不
如

意
な
現
実
を
歌
い
つ
つ
も
、
同
時
に
想
像
の
翼
を
解
き
放
つ
力
を
持
っ
た
発
想
形
式
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

再
び
四
季
歌
に
目
を
転
じ
た
い
。
次
の
歌
は
『
古
今
集
』
の
桜
の
歌
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
反
実
仮
想
の
例
と
し
て
も
好
適
で
あ
る
。

渚
院
に
て
桜
を
見
て
よ
め
る

７
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

（
古
今
集
・
春
上
・
五
三
・
在
原
業
平
）

反実仮想の歌

４４７



歌
意
は
、
こ
の
世
の
中
に
桜
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
な
ら
、
春
の
人
々
の
気
分
は
ど

ん
な
に
か
の
ん
び
り
し
た
も
の
だ
ろ
う
に
、
と
い
う
も
の
。「
春
の
心
」
は
漢
語
「
春
心
」
の
翻

訳
語
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
珍
し
い
表
現
で
、
春
と
い
う
季
節
の
雰
囲
気
と
春
の
人
々
の
気
分
を

融
合
さ
せ
た
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
「
も
し
も
桜
が
な
か
っ
た
な
ら
」
と
い
う
仮
想

が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
桜
が
嫌
い
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
咲
く
に
つ
け
散

る
に
つ
け
、
桜
を
め
ぐ
っ
て
一
喜
一
憂
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
春
の
心

の
騒
が
し
さ
！
い
っ
そ
桜
が
な
か
っ
た
ら
人
の
心
は
ど
れ
ほ
ど
穏
や
か
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い

切
っ
た
物
言
い
は
、
桜
が
大
好
き
で
た
ま
ら
な
い
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。
７
歌
は
、
桜
を
愛
で

る
思
い
を
反
実
仮
想
の
論
理
に
よ
っ
て
表
現
し
て
み
せ
た
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
論
理
が
そ

の
ま
ま
抒
情
と
な
っ
て
い
る
。

＊

和
歌
を
用
例
と
し
て
文
法
事
項
の
再
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
に
は
、
両
刃
の
剣
の
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。
和
歌
の
中
に
は
、
日
本
人
が
脈
々
と
受
け
継
い
で
き
た
自
然
把
握
や
心
情
表
現
の
型

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
十
一
音
の
中
で
一
つ
の
完
結
し
た
世
界
を
持
つ
た
め
に
、
一
つ
一

つ
の
言
葉
の
特
徴
が
際
や
か
に
表
わ
れ
て
い
る
。
一
首
の
歌
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考

え
て
み
る
こ
と
は
、
言
語
と
文
化
に
つ
い
て
の
知
見
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
学
生
た
ち
は
、
和
歌
に
つ
い
て
も
敷
居
が
高
い
、
訳
が
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
抵
抗
感
を

持
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
抵
抗
を
と
り
の
ぞ
き
つ
つ
実
り
あ
る
講
義
を
行
な
う
こ

と
が
、
教
員
と
し
て
の
私
の
現
在
の
課
題
で
あ
る
。

○
『
古
今
集
』
と
『
万
葉
集
』
の
引
用
と
歌
番
号
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

『
和
泉
式
部
集
』
の
引
用
と
歌
番
号
は
岩
波
文
庫
『
和
泉
式
部
集
』
に
よ
る
。
た
だ
し
読
み
易

さ
を
考
え
て
私
に
漢
字
を
宛
て
た
箇
所
が
あ
る
。

【
付
記
１
】
小
稿
は
、
平
成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
受
験
用
古
典

か
ら
の
脱
却
を
図
る
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
に
関
す
る
研

究
」（
研
究
代
表
者

寺
井
正
憲
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
付
記
２
】
小
稿
で
掲
げ
た
具
体
例
そ
の
他
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
述
べ
て
く
れ
た
平

成
十
六
年
度
大
学
院
「
国
文
学
史
特
講
」
受
講
者
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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