
古
今
集
の
恋
歌

-

物
象
表
現
の
在
り
方
に
つ
い
て

金

子

朋

美

は
じ
め
に

恋
歌
は
表
現
主
体
の
恋
の
感
情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ

が
恋
の
心
情
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
は
以
外

に
少
な
い
｡
そ
こ
に
は
心
象
語
と
共
に
､
多
-
天
然
自
然
な
ど
の
物
象
語

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
｡

こ
の
､
恋
の
歌
に
お
け
る
物
象
と
心
象
の
共
存
を
､
鈴
木
日
出
男
氏
は
(-
>

｢心
物
対
応
構
造
｣
と
し
て
捉
え
そ
の
性
質
を
詳
細
に
論
考
し
て
い
る
｡

氏
は
万
葉
集
の
恋
の
歌
に
於
い
て
'
類
同
的
な
心
象
表
現
に
序
詞
と
い
う

形
の
物
象
が
加
わ
り

一
首
が
対
応
構
造
を
採
る
こ
と
で
'
そ
こ
に
独
自
の

イ
メ
ー
ジ
が
構
築
さ
れ
る
と
述
べ
る
｡
さ
ら
に
こ
の
対
応
構
造
に
お
け
る

物
象
が
平
安
和
歌
で
は
現
実
の
実
体
を
捨
て
こ
と
ば
と
し
て
発
達
し
て
い

る
と
し
'
そ
こ
に
至
る
過
程
を
和
歌
伝
承
の
諸
相
を
通
し
て
論
証
し
て
い
る
｡

こ
の
､
物
象
の
新
た
な
性
質
は
平
安
和
歌
の
規
範
的
存
在
で
あ
る
古
今

集
に
於
い
て
も
見
出
せ
る
｡

(…
V

松
林
淳
子
氏
は

｢古
今
集
恋
歌
の
表
現
構
造
｣
に
於
い
て
'
古
今
集
恋

歌
の
物
象
と
心
象
の
関
わ
り
万
が
現
実
の
場
で
認
識
さ
れ
る
関
わ
り
方
と

い
う
よ
り
､
表
現
の
上
で
の
関
わ
り
方
に
傾
い
て
い
る
こ
と
'
恋
の
歌
に

お
け
る
序
詞
へ
枕
詞
'
掛
詞
等
の
表
現
技
法
は
こ
う
し
た
関
わ
り
方
の
う

え
に

一
首
に
恋
の
心
象
と
は
本
来
無
関
係
な
物
象
表
現
を
引
き
寄
せ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
心
象
と
物
象
の
対
応
の
形
式
は
'
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

と
い
-
内
容
的
な
面
に
於
い
て
も
'
修
辞
技
法
等
の
表
現
構
造
の
面
に
於

い
て
も

｢恋
の
歌
｣
の
あ
り
方
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る
｡

四
季
歌
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ

｢恋
の
歌
｣
と
い
う
看
板
を
掲
げ
ら
れ

た
古
今
集
恋
歌
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
'
こ
の
心
象
と
物
象
と
い
う
観
点

か
ら
の
考
察
は
'
表
現
主
体
の
意
識
か
ら
は
多
少
離
れ
る
面
も
あ
ろ
う
が
'

恋
歌
そ
の
も
の
の
性
質
を
問
う
意
味
で
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

本
稿
は
こ
の
対
応
形
式
に
お
け
る
物
象
表
現
に
焦
点
を
合
わ
せ
そ
こ
か
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ら
古
今
集
恋
歌
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
｡
万
葉
の
恋
の

歌
か
ら
継
承
さ
れ
た
こ
の
形
式
を
古
今
集
の
撰
者
達
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
､

彼
ら
が
確
立
し
た
新
た
な
時
代
の

｢恋
歌
｣
に
ど
う
位
置
付
け
て
い
る
か

を
探

っ
て
み
た
い
｡

具
体
的
に
は
'
古
今
集
恋
歌
の
物
象
の
心
象
と
の
関
係
を
調
べ
'
古
今

集
に
お
け
る
そ
の
変
化
と
発
展
の
跡
を
捉
え
て
､
撰
者
ら
が
最
終
的
に
到

達
し
た
と
こ
ろ
の
物
象
表
現
の
形
を
考
察
し
て
ゆ
-
｡

こ
こ
で
扱
う
の
は
古
今
集
恋
歌
三
六

〇
首
の
う
ち
物
象
表
現
を
持
つ
歌

で
あ
る
｡
松
林
氏
の
前
掲
論
文
で
は
'
古
今
集
恋
歌
を
物
象
と
心
象
の
関

わ
り
万
に
よ
っ
て
三
類
に
分
け
る
分
類
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は

物
象
表
現
の
在
り
方
を
心
象
と
の
関
係
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
本
稿
に
と

っ
て
適
切
な
分
類
と
思
わ
れ
る
｡
よ
っ
て
'
こ
こ
で
は
'
対
象
と
な
る
歌

を
松
林
氏
の
分
類
方
法
に
従
い
分
頬
す
る
｡

第

一
類

物
象
と
心
象
の
間
に
表
現
上

｢
A
は
B
で
あ
る
｣
と
い
う
関

係
が
み
ら
れ
る
も
の
｡

例

五
六

〇

わ
が
恋
は
み
山
が
-
れ
の
草
な
れ
や
し
げ
さ
ま
さ
れ

ど
し
る
人
の
な
き

｢
A

(わ
が
恋
)
は
B

(み
山
が
-
れ
の
革
)
だ
ろ
う
か
｣
と
､物
象
と

心
象
と
が
文
脈
上
明
ら
か
に
繋
が
り
を
持

っ
て
い
る
｡
表
現
上
'

一
種
の

直
境
の
形
を
し
て
い
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
｡

第
二
類

一
首
の
う
ち
に
物
象
表
現
と
心
象
表
現
が
各
々
独
立
し
た
か

た
ち
で
並
置
さ
れ
る
も
の
｡

例

六

一
〇

梓
弓
ひ
け
ば
本
末
わ
が
方
に
よ
る
こ
そ
ま
さ
れ
恋
の

･.j
･ま

序
詞
に
よ
っ
て
詠
み
込
ま
れ
た
物
象
表
現

｢梓
弓
ひ
け
ば
本
末
わ
が
方

に
寄
る
｣
は
､
｢夜
こ
そ
ま
さ
れ
恋
の
心
は
｣
と
い
う
心
象
表
現
と
文
脈
上

断
絶
L
t
両
者
は

一
首
の
う
ち
に
並
置
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
心
象
表
現
と
物
象
表
現
と
が
文
脈
上
直
接
の
繋
が
り
を

も
た
な
い
も
の
｡

第
三
類

現
実
に
お
け
る
物
象
と
心
象
と
の
関
係
が
そ
の
ま
ま
表
現
に

写
し
と
ら
れ
た
も
の
｡

例

五
八
六

秋
風
に
か
き
な
す
琴
の
声
に
さ

へ
は
か
な
-
人
の
こ

ひ
し
か
る
ら
む

こ
の
よ
う
な
写
実
的
と
も
い
え
る
物
象
の
表
現
方
法
は
古
今
集
恋
歌
で

は
例
は
少
な
い
｡

本
稿
は
古
今
集
が
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
恋
歌
の
物
象

･
心
象
関
係
を
探

る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
､
古
今
集
で
衰
退
し
っ
つ
あ
る
第
三
類
に
つ

い
て
は
と
り
挙
げ
な
い
｡

以
下
､
第

二

二
頬
に
お
け
る
物
象

･
心
象
関
係
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

別
個
に
考
察
を
行
な
う
｡
叙
述
の
都
合
上
'
第
二
頬
か
ら
共
に
見
て
い
-
0

第

一
章

第
二
類
に
つ
い
て

第
二
類
の
物
象
表
現
は
序
詞
'
枕
詞
'
単
独
の
掛
詞
の
い
ず
れ
か
に
よ

っ
て

一
首
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
う
ち
単
独
の
掛
詞

に
よ
る
物
象
表
現
は
心
象
と
は
音
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
る
と
云
え
る
｡

又
'
序
詞
と
掛
詞
は

一
般
の
分
類
で
音
的
関
係
の
も
の
と
比
喉
的
関
係
の

も
の
に
分
け
ら
れ
る
が
'
前
者
は
音
に
よ
っ
て
'
後
者
は
比
境
に
よ
っ
て

物
象
と
心
象
が
繋
が
っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'
第
二
類
の
歌
は
物
象
と
心
象

が
何
で
繋
が
る
か
で
'
1
･音
で
繋
が
る
も
の
と
2
･比
境
で
繋
が
る
も
の
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の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
こ
で
は
'
そ
の
う
ち
1
の
音
で
繋

が
る
も
の
を
対
象
と
L
t
音
と
い
う
構
造
上
の
繋
が
り
の
み
で

一
首
に
詠

み
込
ま
れ
た
物
象
表
現
が

一
首
に
於
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も

っ
て
心

象
と
関
わ
っ
て
い
る
か
を
調
べ
､
古
今
集
の
物
象
表
現
の
在
り
方
の

一
端

を
捉
え
て
ゆ
こ
う
と
思
う
｡

便
宜
上
､
物
象
表
現
の
在
り
方
を
心
象
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
次
の

三
つ
に
分
類
す
る
｡

A

心
象
表
現
を
導
き
だ
す
た
め
だ
け
の
従
属
的
な
物
象
表
現
の
在
り
方

例
1

四
八

一

初
雁
の
は
っ
か
に
声
を
き

ゝ
L
よ
り
中
空
に
の
み

物
を
思
哉

こ
の
歌
の
物
象
表
現
は

｢声

･
中
空
｣
と
い
う
語
を
心
象
表
現
と
共
有

し
､

一
首
全
体
で
心
象
と
関
わ
っ
て
い
る
｡
が
､
B
の
よ
う
に
意
味
の
あ

る
文
脈
を
構
成
せ
ず
'
心
象
表
現
を
隠
喰
し
な
い
｡
そ
れ
は
抽
象
的
な
恋

の
心
情
に
､
具
体
的
な
物
象
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

例

六
八
三

伊
勢
の
あ
ま
の
朝
な
夕
な
に
潜
-
て
ふ
見
る
め
に
人

を
飽
-
よ
し
も
哉

こ
の
歌
の
物
象
表
現
は
､
掛
詞

｢
み
る
め
｣
と
い
う
音
の
繋
が
り
で
心

象
表
現
を
導
き
出
し
て
い
る
が
'
そ
れ
以
外
で
心
象
表
現
と
関
わ
っ
て
は

い
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
心
象
と
音
で
の
み
関
わ
り
､
心
象
表
現
を
引
き
出

す
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
物
象
表
現
の
在
り
方
を
A
と
す
る
｡

B

そ
れ
だ
け
で
意
味
の
あ
る
文
脈
を
成
し
'
平
行
す
る
心
象
表
現
を

隠
喰
す
る
物
象
表
現
の
在
り
方

例

六
五
九

お
も

へ
ど
も
人
目
つ
,

み
の
高
け
れ
ば
河
と
見
な
が

ら
え
こ
そ
わ
た
ら
ね

こ
の
歌
で
は
'
掛
詞
｢
堤
｣
と
そ
の
縁
語
が
構
成
す
る
物
象
表
現
が

｢
堤

の
高
け
れ
ば
河
と
見
な
が
ら
､そ

)そ
わ
た
ら
ね
｣
と
い
う
意
味
の
あ
る
文

脈
を
形
づ
-
り
'
そ
れ
が
心
象
文
脈
を
隠
喰
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
形
で
､
心
象
よ
り
む
し
ろ

一
首
の
前
面
に
迫
り
出
し
た
物

象
表
現
の
在
り
方
を
B
と
す
る
｡

C

心
象
表
現
と

一
文
脈
に
絡
み
合
い
'
恋
の
気
分
を
象
徴
す
る
物
象

表
現
の
在
り
方

例
2

五
八
四

ひ
と
り
し
て
物
を
お
も

へ
ば
秋
の
夜
の
稲
葉
の
そ

よ
と
い
ふ
人
の
な
き

こ
の
歌
の
物
象
表
現
は
構
造
上
'掛
詞
｢
そ
よ
｣
以
外
で
心
象
表
現
と
は

関
わ
っ
て
は
い
な
い
｡
が
'
こ
れ
を
A
の

(
心
象
表
現
を
導
き
だ
す
だ
け

の
も
の
)
と
す
る
に
は
'
心
象
と
気
分
的
な
繋
が
り
が
強
い
｡

｢秋
の
夜
の
稲
葉
の
そ
よ
｣
と
い
う
序
詞
は
｢
ひ
と
り
し
て
物
を
お
も

へ
ば
｣

と
い
う
心
象
を
象
徴
す
る
情
景
と
し
て
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
構
造
上
は
音
以
外
に
繋
が
り
は
な
-
と
も
'
恋
の
気

分
を
象
徴
す
る
と
い
う
形
で
内
容
的
に
心
象
と
関
わ
る
も
の
も
C
と
す
る
｡

つ
ま
り
C
の
物
象
表
現
と
は
､
心
象
表
現
を
導
き
だ
す
だ
け
の
従
属
的
な

も
の
で
な
-
､
さ
り
と
て
そ
れ
だ
け
で
意
味
の
あ
る
文
脈
を
成
し
'
一
首
に
二

文
脈
を
平
行
さ
せ
る
程
､前
面
に
せ
り
出
し
た
も
の
で
も
な
-
'
心
象
表
現
と

一
文
脈
に
絡
み
合
い
心
象
の
イ
メ
ー
ジ
化
を
遂
げ
て
い
る
よ
う
な
類
で
あ
る
｡

第
二
類
の
I
の
歌
を
以
上
三
つ
の
基
準
に
従
い
分
類
し
時
代
ご
と
に
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

･
序
詞
を
契
機
と
す
る
も
の
(同
音
類
書
反
復
は
番
号
を
囲
ん
で
あ
る
も
の
)

読
み
人
知
ら
ず
時
代

1
.

.ほ
い二
.I.lr二
･.(.盟
..･1･..･三
.I,･･;TI･,…
I(且

.胤

.!.けーコ

35



B

494
5

)

0

683

702

7

0
3

759

しな

C

q
q
-撰

者
時
代

U

487

8)6

撰

者
時代

A

甘
且

官
且
官
且
官
且
官
且

593

6)0
662
742
807

B

663

C

官
且
584

6
04

6

05
665

82
3

･枕
詞
を契
機
と
す
る
も
の

読み
人
知
ら
ず

時
代

<

4

86

547
5
4
9

6

41

B

同
且
731

U

5)
5

6

4

9

696

778

撰
者
時
代

<

653

B

官
且

C
[且

甘
且

す
且
779

･
単
独

の
掛
詞
を
契
機
と
す
る
も
の

読
み
人
知
ら
ず
時
代

ACQ
470

C

474
5
9
5

629
6

4

3

7
4
9

74
8

803

808

序
詞
を
契
機
と
す
る
も
の
に
は
､
同
音
反
復
に
よ
る
も
の
と
掛
詞
に
よ

る
も
の
が
あ
る
｡

同
音
反
復

の
序
詞
は
同
音
反
復
で
心
象
表
現
を
導
き
出
す
以
外
に
心
象

表
現
に
関
わ
ら
な

い
形
式
的
な
序
で
あ
る
｡

つ
ま
り
同
音
反
復
の
序
詞
に

よ
る
物
象
表
現
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

A
の
形
を
採
る
｡
そ
し
て
こ
の
序
詞

は
周
知
の
ご
と
-
読
み
人
知
ら
ず
時
代
に
多

い
の
で
あ
る
｡
撰
者
時
代
に

も
こ
の
序
詞
は
み
ら
れ
る
が
読
み
人
知
ら
ず
時
代
と
比
べ
そ
の
数
は
少
な

く
'
中
に
は
同
音
反
復

の
部
分
以
外
で
も
物
象
と
心
象
と
が
関
わ
り
'
絡

み
合

っ
て

一
文
脈
と
な
る

C
の
形
を
採
る
歌
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
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ABCAB

しな

6

59

669

755

763

798

82
5

しな

六
歌
仙
時
代

しな
6
2
3

769

782

7
9

0

82
2

C

八
二
六

逢
ふ
こ
と
を
な
が
ら
の
橋

の
な
が
ら

へ
て
恋
ひ
わ
た
る

ま
に
年
ぞ

へ
に
け
る

(漢
)

こ
の
よ
う
な
序
の
在
り
方
は

A
の
形
式
的
な
在
り
方
か
ら

一
歩
進
ん
だ

も
の
と
云
え
よ
う
｡

掛
詞
式
序
詞
で
は
'
読
み
人
知
ら
ず
時
代
に
万
葉
集

の
序
の
在
り
方
を

引
き
ず

っ
た
'
歌
枕
的
な
地
名
を
含
む
も
の
が
多
-
見
ら
れ
る
｡

こ
れ
ら

の
序
も
掛
詞
以
外
で
心
象
と
関
わ
ら
な

い
も
の
で
あ
る
｡

A

五

一
〇

い
せ
の
海
の
海
人
の
釣
縄
う
ち
は

へ
て
苦
し
と
の
み
や

思
ひ
わ
た
ら
む

(読
)

七
五
九

山
城
の
淀
の
若
菰
か
り
に
だ
に
釆
ぬ
人
ま
た
む
我
ぞ
は

か
な
さ

(読
)



こ
れ
ら
の
序
は
恋
の
心
情
と
は
異
次
元
に
属
し
た
も
の
で
'
そ
の
物
象

が
心
象
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
か
否
か
作
者
の
意
図
は

明
ら
か
で
な
い
｡
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
序
詞
は
こ
の
よ
う
に
内
容
的
に

心
象
と
断
絶
し
た
A
の
形
を
探
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
'

撰
者
時
代
に
は
'
表
現
主
体
個
人
を
取
り
囲
む
環
境
か
ら
取
材
し
た
'
恋

の
心
象
風
景
と
も
云
う
べ
き
序
詞
が
増
え
て
い
る
｡

C

五
八
四

ひ
と
り
し
て
物
を
お
も

へ
ば
秋
の
よ
の
稲
葉
の
そ
よ
と

い
ふ
人
の
な
き

六
〇
五

手
も
ふ
れ
で
月
日
へ
に
け
る
白
檀
弓
お
き
ふ
し
よ
る
は

寝
こ
そ
ね
ら
れ
ね

例
え
ば
六
〇
五
の
序
に
は
､
そ
こ
に
手
も
触
れ
な
い
で
思
い
続
け
て
き
た
相

手
の
女
性
の
像
が
重
ね
ら
れ
､恋
の
気
分
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
o
撰
者
時
代
の
序
詞
は
こ
の
き
っ
に
心
象
と
同
次
元
に
属
し
'恋
の
気

分
を
象
徴
的
に
暗
示
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
t
C
に
属
す
る
も
の
が
多
い
｡

以
上
の
よ
う
に
'
序
詞
を
契
機
と
す
る
物
象
表
現
に
つ
い
て
は
'
同
音

反
復
に
し
て
も
'
掛
詞
式
に
し
て
も
'
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
A
の
形
か

ら
撰
者
時
代
の
C
の
形

へ
の
移
行
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
枕
詞
を
契
機
と
す
る
も
の
を
み
て
ゆ
こ
う
｡

A

五
四
七

秋
の
田
の
ほ
に
こ
そ
人
を
恋
ひ
ざ
ら
め
な
ど
か
心
に
わ

す
れ
L
も
せ
む

(読
)

こ
の
枕
詞
は
物
象
と
し
て
の
意
味
を
持
た
ず
'
｢
ほ
｣
以
下
の
心
象
表
現
を

導
き
出
す
機
能
以
外
に
主
想
に
関
わ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
枕
詞
本

来
の
在
り
方
で
あ
る
｡
A
に
分
類
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
枕
詞
の
在
り
方
は
'
や

は
り
読
み
人
知
ら
ず
時
代
に
多
-
､撰
者
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡

枕
詞
本
来
の
在
り
方
は
'
古
今
集
に
於
い
て
は
減
少
の
傾
向
に
あ
る
の

で
あ
る
｡

さ
て
､
そ
れ
に
代
る
新
た
な
枕
詞
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
､
松
林
氏
前
掲
論

文
に
於
い
て

｢
一
首
の
う
ち
に
'心
象
表
現
の
テ
ー
マ

『恋
』
に
対
峠
す
る
'

物
象
表
現
に
お
け
る
テ
ー
マ
を
示
す
｣
と
い
-
古
今
的
枕
詞
の
機
能
が
提
言
さ

れ
て
い
る
｡
氏
の
述
べ
る
こ
の
機
能
は
次
の
C
の
歌
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

C

四
八

1

初
雁
の
は
っ
か
に
声
を
き

ゝ
L
よ
り
中
空
に
の
み
物
を

思
か
な

(漢
)

枕
詞

｢初
雁
の
｣
は
同
音
で

｢
は
つ
か
｣
を
引
き
出
す
だ
け
で
な
く
'
そ
れ

自
体
が
物
象
語
と
し
て
意
味
を
持
ち
'
一
首
の
物
象
面
の
主
題
と
し
て

｢声
｣

｢中
空
｣
と
い
う

一
連
の
物
象
語
を
総
括
し
て
い
る
.
そ
れ
は

1
首
に
物
象
表
現

を
喚
起
し
抽
象
的
な
心
象
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
古
今
集
恋
歌
に
見
出
さ
れ
る
､
新
た
な
枕
詞
の
在
り
方

は
､
従
来
の
枕
詞
の
機
能
以
上
に

一
首
に
物
象
表
現
を
喚
起
す
る
物
象
語

と
し
て
の
機
能
の
比
重
が
大
き
-
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
に
単
独
の
掛
詞
に
よ
る
も
の
を
み
て
ゆ
こ
う
｡

B

六
二
三

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
離
れ
な
で

海
人
の
足
た
ゆ
-
-
る

(
六
)

掛
詞
の
物
象
に
属
す
る
語
と
そ
の
緑
語
群
で
構
成
さ
れ
る
物
象
表
現
が

意
味
の
あ
る
文
脈
を
成
し
､
心
象
の
文
脈
と
平
行
し
て
い
る
｡

一
首
の
表

現
は
む
し
ろ
物
象
に
傾
い
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
単
独
の
掛
詞
の
契
機
す
る
物
象
表
現
は
､

一
首
の
う
ち
に

一
文
脈
を
成
し
'
心
象
の
文
脈
を
隠
喰
す
る
t
B
の
形
を
採
る
も
の
で
あ

り
､
実
際
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
B
に
分
類
さ
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
こ
の
傾
向
の
中
で
も
撰
者
時
代
に
関
し
て
は
､
C
に
分
類
さ

れ
る
も
の
が
半
数
を
占
め
る
｡

37



C

四
七
四

立
ち
か

へ
り
あ
は
れ
と
ぞ
思
よ
そ
に
て
も
人
に
心
を
お

引
功
し
ら
な
み

(撰
)

こ
の
歌
の
物
象
表
現
は

一
文
脈
と
し
て
自
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
｡

が
'
そ
れ
は

l
貰
し
た
主
題
を
持
ち
､

一
首
の
う
ち
に
自
然
物
象
の
世
界

を
構
築
し
て
い
る
｡
結
果
'

1
首
は
､
｢寄
せ
て
は
返
す
沖
の
白
波
の
景
｣

と
い
う
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
た
歌
に
仕
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

右
の
よ
う
な
物
象
表
現
の
在
り
方
は
枕
詞
の
C
に
分
類
さ
れ
た

｢初
雁

の
｣
の
歌
と
近
似
し
て
い
る
｡

恋
歌
を
物
象

･
心
象
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
時
'
枕
詞
も
単
独
の

掛
詞
も

一
首
の
う
ち
に
恋
の
心
象
に
対
応
す
る
物
象
表
現
を
喚
起
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

以
上
､
音
の
繋
が
り
に
よ
っ
て

一
首
に
並
置
さ
れ
る
物
象
と
心
象
の
関

係
を
A
･
B
･
C
の
三
つ
に
分
類
し
そ
の
特
徴
を
み
て
き
た
が
'
こ
れ
ら

を
時
代
別
､
形
態
別
に
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

表

計 撰 六 言売み

者時 敬仙時 人草口i?ず

代 代 F寺代

30 ll なし 19 A

22 7 5 10 B

21 14 1 6 C

計 早独の掛詞 枕詞 序詞

30 なし 5 25 A

22 18 3 1 B.

21 5 8 8 C

形
態
別
の
表
二
に
よ
れ
ば
､
序
詞
は
約
73
%
が
A
t
枕
詞
は
50
%
が
C
､

掛
詞
は
78
%
が
B
と
な
り
'
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
各
修
辞
技
法
の
性
質

が
よ
-
反
映
さ
れ
た
統
計
と
な
っ
て
い
る
｡

時
代
別
の
表

1
で
は
､
読
み
人
知
ら
ず
時
代
は
A
が
､
撰
者
時
代
に
は

C
が
最
も
多
-
'
又
'
六
歌
仙
時
代
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
が
B
に
分
類
さ
れ

て
い
る
｡
六
歌
仙
時
代
に
B
が
多

い
の
は
t
B
の
形
を
探
り
易
い
掛
詞

･
縁

語
仕
立
て
の
歌
が
こ
の
時
代
に
多
-
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
､
読

み
人
知
ら
ず
時
代
が
A
に
､
撰
者
時
代
が
C
に
偏

っ
て
い
る
の
は
t
A
の

形
を
探
-
や
す
い
序
詞
t
c
の
形
を
探
り
や
す
い
枕
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
に
偏

っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
｡
次
に
見
る
よ
う
に
'
序
詞

は
両
者
同
数
で
あ
り
'
枕
詞
は
む
し
ろ
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
方
が
多
-

な
っ
て
い
る
｡

･
読
み
人
知
ら
ず
時
代
-
序
詞

〔A
15
B
o
c
2
計
5
)
枕
詞

〔A
4
B
2
C
4
計
10
〕

･
撰

者

時

代
-
序
詞

〔A
10
B
I
c
6
計
～tI
)
枕
詞

〔A
I
B
I
c
4
計
6
〕

こ
の
こ
と
か
ら
二
つ
の
時
代
の
歌
数
の
偏
り
は
和
歌
史
的
意
味
で
の
各

時
代
の
傾
向
と
捉
え
て
よ
い
こ
と
が
分
か
る
｡

つ
ま
り
t
A
が
読
み
人
知

ら
ず
時
代
の
t
c
が
撰
者
時
代
の
物
象
表
現
の
特
徴
的
な
形
で
あ
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
こ
こ
で
'
右
の
統
計
と
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
想
定
さ
れ
る
古

今
集
恋
歌
に
お
け
る
物
象
表
現
の
在
り
方
の
史
的
変
遷
を
ま
と
め
て
み
よ

･
つ

0
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
'
序
詞
は
も
と
も
と
万
葉
集
の
時
代
か
ら
心
象

に
対
応
す
る
物
象
表
現
を
喚
起
す
る
と
い
う
機
能
を
内
包
し
て
い
た
｡
そ

し
て
こ
の
喚
起
さ
れ
た
物
象
表
現
は
心
象
表
現
と
は
そ
れ
を
導
き
だ
す
機

能
以
外
で
関
わ
ら
な
い
A
の
形
を
持

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
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一
方
枕
詞
は
本
来
物
象
と
し
て
の
意
味
を
持
た
ず
､
あ
る
特
定
の
語
を

導
き
出
す
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
枕
詞
が
序
詞
の
よ
う
に

一
首
の
う
ち

に
物
象
表
現
を
喚
起
す
る
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
古
今
集
に
於

い
て
で
あ
る
｡
し
か
し
枕
詞
の
喚
起
す
る
物
象
表
現
は
序
詞
の
そ
れ
と
は

異
な
り
'
気
分
象
徴
と
い
う
方
法
で
内
容
的
に
も
主
想
と
関
わ
る
C
の
形

の
も
の
で
あ

っ
た
｡

又
'
単
独
の
掛
詞
は
古
今
集
の
恋
歌
に
於
い
て
発
達
し
た
が
､
そ
れ
は

縁
語
と
共
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
'
心
象
よ
り
前
面
に
迫
り
出
す

B
の
形

の
物
象
表
現
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
晋
の
繋
が
り
に
よ
っ
て

一
首
に
物
象
語
を
引
き
寄
せ
る

序
詞

･
枕
詞

･
単
独
の
掛
詞
で
あ
る
が
'
引
き
寄
せ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

物
象
表
現
は
本
来
は
全
-
異
な
る
形
の
も
の
で
あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
が
撰
者
時
代
に
な
っ
て
'
序
詞
に
よ
る
物
象
表
現
は
'
気
分
象

徴
に
よ
っ
て
内
容
的
に
も
主
想
と
関
わ
る
C
の
形
を
採
り
始
め
'
さ
ら
に

単
独
の
掛
詞
も
枕
詞
と
同
様
の
用
法
で
C
の
形
の
物
象
表
現
を
喚
起
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

万
葉
集
か
ら
継
承
さ
れ
た
'
序
詞
'
枕
詞
に
よ
る
'
最
も
古
い
A
の
形

の
物
象
表
現
と
'
掛
詞

･
縁
語
に
よ
る
B
の
形
の
物
象
表
現
を
前
に
し
て
'

撰
者
時
代
の
歌
人
は
枕
詞
､
序
詞
､
掛
詞
に
よ
る
C
の
形
の
物
象
表
現
を

試
み
'
そ
れ
を
新
し
い
恋
歌
に
お
け
る
物
象
表
現
の
在
り
方
と
し
て
定
着

さ
せ
た
の
で
あ
る
O

さ
て
､
こ
れ
ま
で
第
二
類
の
う
ち
音
で
心
象
と
繋
が
る
物
象
表
現
に
つ

い
て
そ
の
在
り
方
を
考
え
て
き
た
わ
け
だ
が
'
実
は
2
の
比
喉
に
よ
る
も

の
に
も
A

･
B
･
C
と
い
う
I
と
同
様
の
分
類
が
適
用
さ
れ
'
さ
ら
に
-

の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
A
の
形
か
ら
撰
者
時
代
の

C
の
形

へ
の
変
遷
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
｡
紙
面
の
都
合
上
'
こ
こ
で

は
結
論
を
い
う
に
と
ど
め
る
が
'
こ
う
し
た
I
の
歌
と
2
の
歌
と
の
近
似

性
は

(
比
喰
)
が

八苦
)
的
な
も
の
に
傾
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
古
今
集
の

表
現
の
特
色
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
2
の
比
境
に
よ
る
も
の
に
'
そ
の
独
自
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

四
九

一

あ
し
ひ
き
の
山
し
た
水
の
木
隠
れ
て
た
ぎ
つ
心
を
せ
さ
ぞ
か

ね
つ
る

こ
の
歌
の
序
は

｢木
隠
れ
て
た
ぎ
つ
｣
の
部
分
に
か
か
っ
て
い
る
が
'

序
が
比
喰
し
て
い
る
の
は

｢木
隠
れ
て
た
ぎ
つ
心
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
｡

｢あ
し
ひ
き
の
山
し
た
水
｣
は

｢
と
ど
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
の
奥
の
激

し
い
思
い
｣
と
い
う
こ
の
歌
全
体
の
心
情
の
比
喰
と
な
っ
て
い
る
｡

晋
的
関
係
の
序
詞
が
内
容
的
に
心
象
表
現
と
関
わ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は

気
分
象
徴
と
い
う
形
と
し
て
で
あ

っ
た
｡

一
万
㌧
比
喉
的
関
係
の
序
詞
は

心
象
の
主
題
の
比
喰
と
な
る
こ
と
で
､
内
容
的
に
深
-
心
象
表
現
と
関
わ

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
恋
の
心
情
の
気
分

を
象
徴
も
す
る
｡

こ
の
よ
う
な
類
の
歌
は
忠
孝
'
貫
之
'
友
別
と
い
っ
た
撰
者
達
の
歌
に

よ
く
見
ら
れ
る
｡
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四
七
八

春
日
野
の
草
間
を
わ
け
て
生
ひ
い
で
-
る
草
の
は
っ
か
に
見

て
し
き
み
は
も

四
七
九

山
ぎ
-
ら
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か

り
け
れ

五
八
七

ま
こ
も
刈
る
淀
の
沢
水
あ
め
ふ
れ
ば
常
よ
り
こ
と
に
ま
さ
る

わ
が
恋



六
八
四

春
霞
た
な
び
-
山
の
桜
花
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
君
に
も
あ
る
哉

こ
れ
ら
の
歌
で
は
物
象
表
現
が
形
式
的
'
従
属
的
な
も
の
で
終
わ
る
こ

と
も
'
又
'
せ
り
出
し
過
ぎ
る
こ
と
も
な
い
｡
恋
の
心
情
を
効
果
的
に
象

徴
し
て
い
る
物
象
表
現
が
'
そ
れ
自
体
も
心
象
の
主
題
の
比
喰
と
い
う
形

で
意
味
の
あ
る
文
脈
を
成
し
､
心
象
の
文
脈
と
平
行
し
た
り
せ
ず
に
自
然

に

一
つ
に
溶
け
合

っ
て
い
る
｡
内
容
的
に
も
構
造
的
に
も
実
に
巧
-
物
象

表
現
と
心
象
表
現
が
絡
み
合

っ
て
い
る
歌
で
あ
る
｡

第
二
類
の
I
に
関
す
る
考
察
で
撰
者
時
代
の
歌
人
が
目
指
し
た
物
象
表

現
の
在
-
方
を
C
の
形
で
あ
る
と
結
論
し
た
｡
そ
れ
は
心
象
表
現
と

一
文

脈
に
絡
み
合
い
､
心
情
の
気
分
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

右
の
四
首
の
物
象
表
現
は
そ
の
よ
う
な
C
の
形
の
条
件
を
全
て
満
た
し

た
完
成
し
た
形
で
あ
り
'
撰
者
達
が
自
ら
到
達
し
た
恋
歌
の
物
象
表
現
の

在
り
方
の

一
つ
の
理
想
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
｡

第
二
章

第

一
類
に
つ
い
て

〔こ

表
現
構
造
面
か
ら
の
考
察

第

一
類
の
歌
は
心
象
と
物
象
の
共
通
性
の
明
示
が
特
徴
で
あ
り
'
そ
の

共
通
性
が
多
-
表
現
に
求
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
松
林
氏
の
前
掲

論
文
の
中
で
既
に
詳
細
に
論
証
さ
れ
て
い
る
｡

六
七

1

風
吹
け
ば
浪
打
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
ほ
れ
て
泣
き
ぬ

べ
ら
な
り

こ
の
歌
で
物
象
の
主
題

｢松
｣
と
心
象
の
主
題

｢
泣
き
ぬ
｣
を

1
首
の

-
ち
に
引
き
寄
せ
て
い
る
共
通
部
分
は

｢
ね
に
あ
ら
ほ
れ
て
｣
と
い
う
表

現
で
あ
る
｡
松
が
｢根
に
現
れ
｣
る
t
と
い
う
恋
情
と
は
程
遠
い
景
が

｢音

に
表
れ
｣
て
泣
上

と
掛
詞
に
よ
る
表
現
上
の
共
通
性
で
心
象
と
結
び
つ

く
の
で
あ
る
｡

こ
の
第

一
類
の
歌
の
物
象
表
現
は
心
象
に
対
し
て
従
属
的
な
も
の
で
も
'

又
独
立
し
た
文
脈
と
し
て
心
象
よ
り
迫
り
出
す
も
の
で
も
な
い
｡
心
象
と

は
表
現
の
上
で
比
喰
的
に
関
り
'
絡
み
合

っ
て

1
文
脈
を
成
し
て
い
る
.

こ
の
物
象
表
現
の
在
り
方
は
第
二
類
で
行
な
っ
た
分
類
の
C
に
近
い
も
の

だ
と
云
え
よ
う
｡

第

一
類
の
物
象
表
現
が
こ
の
よ
-
に
C
の
形
を
採
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
た
上
で
以
下
の
考
察
を
行
な

っ
て
ゆ
こ
う
｡

第

一
頬
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
歌
と
し
て
は
'
右
の

｢
一
首
に
心
象
と
物

象
を
引
き
付
け
る
共
通
部
分
｣
と
同
時
に

｢
そ
の
引
き
寄
せ
ら
れ
た
両
者

を
関
わ
ら
せ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
ば
｣
を
持
つ
こ
と
を
条
件
と
し
た
｡

後
者
は
右
の
歌
で
い
え
ば

｢な
れ
や
｣
に
あ
た
る
も
の
で
､
構
造
上
'
物

象
と
心
象
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
第

一
類
の
歌

を
こ
の
こ
と
ば
毎
に
分
け
'
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
構
造
面
か
ら
考
察
を
行
な

っ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
｡

ま
ず
'
｢
な
れ
や
｣
を
持
つ
も
の
に
つ
い
て
｡

読
み
人
知
ら
ず
時
代

六
七

一

風
ふ
け
ば
浪
打
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
ほ
れ
て
な
き
ぬ

べ
ら
な
り

六
二
七

か
ね
て
よ
り
風
に
さ
き
だ
つ
浪
な
れ
や
逢
ふ
こ
と
な
き
に
ま

だ
き
立
つ
ら
む

五
三
八

浮
草
の
う

へ
は
繁
れ
る
淵
な
れ
や
ふ
か
き
心
を
知
る
人
の
な

き
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五
三
八

浮
草
の
う

へ
は
繁
れ
る
淵
な
れ
や
ふ
か
き
心
を
知
る
人
の
な
き

五
〇
九

伊
勢
の
海
に
つ
り
す
る
海
人
の
う
け
な
れ
や
心
ひ
と
つ
を
さ

だ
め
か
ね
つ
る

撰
者
時
代

五
九

一

冬
河
の
-

へ
は
こ
ほ
れ
る
我
な
れ
や
し
た
に
な
か
れ
て
恋
ひ

わ
た
る
ら
む

七
五
三

雲
も
な
-
な
ぎ
た
る
朝
の
我
な
れ
や
い
と
ほ
れ
て
の
み
世
を

ば
へ
ぬ
ら
ん

五
六
〇

わ
が
恋
は
み
山
が
-
れ
の
革
な
れ
や
し
げ
さ
ま
さ
れ
ど
知
る

人
の
な
き

共
通
部
分
は
ほ
と
ん
ど
が
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
'
共
通
性
が
明
ら
か
に

こ
と
ば
の
次
元
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
五
三
八
'
五
六
〇

の
共
通
部
分
は
掛
詞
で
は
な
い
が
'
こ
れ
と
て

｢浮
草
で
深
さ
が
知
ら
れ

な
い
｣
1

｢私
の
心
の
深
さ
も
あ
の
人
は
知
ら
な
い
｣
と
い
う
実
際
の
景

を
離
れ
た
観
念
的
な
次
元
で
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ

う
に
共
通
性
は
実
際
の
景
か
ら
捉
え
ら
れ
る
性
質
そ
の
も
の
で
は
な
-
'

そ
の
性
質
を
表
現
し
た
と
き
の
こ
と
ば
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

小
沢
正
夫
氏
は
こ
の
｢な
れ
や
｣
を
持
つ
歌
に
つ
い
て
'
｢な
れ
や
｣
が

全
部
三
旬
日
に
-
る
こ
と
で
句
法
が
固
定
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
'
読

み
人
知
ら
ず
時
代
も
そ
れ
以
後
も
そ
の
数
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
'

こ
の
種
の
句
法
が
読
み
人
知
ら
ず
時
代
に
早
-
も
完
成
し
そ
の
後
は
そ
れ

<{J)

ほ
ど
発
達
し
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
｡
確
か
に
共
通
性
を
表
現
に
求

め
る
方
法
'
｢
な
れ
や
ト
を
三
旬
日
に
置
-
句
法
､
ど
ち
ら
も
読
み
人
知
ら

ず
時
代
と
撰
者
時
代
で
違
い
は
な
-
､
こ
の
点
で
発
達
は
み
ら
れ
な
い
｡

こ
の
形
式
の
歌
は
読
み
人
知
ら
ず
時
代
に
既
に
完
成
し
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
｡

し
か
し
､
こ
の
形
式
に
も
発
達
の
跡
と
呼
び
得
る
も
の
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
｡
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
四
首
に
は
心
象
表
現
の
主
語
が
無
い
の

に
対
し
'
撰
者
時
代
の
三
首
に
は
全
て
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ

は
単
な
る
字
数
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
-
､
読
み
人
知
ら
ず
時
代

に
完
成
し
､
撰
者
時
代
に
受
け
継
が
れ
た
句
法
が
そ
こ
で
独
自
に
発
達
し

た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
.
心
象
の
主
語
の
明
示
の
意
味
に
つ
い
て
の
考
察

は
後
に
譲
る
と
し
て
へ
こ
こ
で
は
そ
の
形
式
の
発
達
の
様
相
を
追
っ
て
み

た

い
｡

小
沢
氏
に
よ
る
と

｢
な
れ
や
｣
は
万
葉
集
か
ら
受
け
継
い
だ
語
法
で
あ

る
｡
万
葉
集
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
歌
は
次
の

1
首
の
み
で
あ
る
｡

二
二
九
四

潮
満
て
ば
入
り
ぬ
る
磯
の
草
な
れ
や
見
ら
-
少
-
恋
ふ
ら

く
の
多
い

こ
の
歌
の
共
通
性
は
古
今
集
の
完
全
に
観
念
的
な
も
の
と
比
較
す
る
と
､

現
実
の
景
か
ら
認
識
さ
れ
た
比
境
的
な
性
格
が
強
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

古
今
集
と
万
葉
集
の
こ
の
違
い
は
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
万
葉
か
ら
平
安
和

歌

へ
の
物
象
表
現
の
変
質
と
相
容
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
こ
の
歌
で
も

｢
な
れ
や
｣
は
三
旬
日
に
あ
る
｡
こ
の
句
法
の
発

生
は
万
葉
集
時
代
に
ま
で
遡
る
も
の
の
よ
-
で
あ
る
｡
そ
れ
を
古
今
集
が

継
承
し
､
恋
歌
に
於
い
て
古
今
風
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
が
こ
の
句
法
の
源
と
い
え
る
こ
の
万
葉
集
の
歌
に
も
心
象
の
主

語
は
な
い
｡
や
は
り
こ
の
類
の
歌
に
お
け
る
心
象
の
主
語
の
明
示
は
撰
者

時
代
に
代
表
さ
れ
る
特
色
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
こ
れ
が
撰
者
時
代
の
歌

人
個
人
の
時
好
に
回
さ
れ
る

一
時
的
な
も
の
だ
っ
た
と
し
た
ら
そ
れ
を
発

達
と
捉
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
そ
こ
で
､
古
今
以
降
の

｢な
れ
や
｣
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を
も
つ
恋
歌
に
あ
た
っ
て
み
た
｡

古
今
集
を
除
-
八
代
集
に
は
右
の
表
現
形
式
の

｢な
れ
や
｣
を
も
つ
恋

の
歌
は
十

1
首
数
え
ら
れ
る
が
'
そ
の
う
ち
心
象
の
主
語
が
な
い
も
の
は

三
首
の
み
で
'
あ
と
の
八
首
に
は
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
｡

後
撰

二

三

三

き
の
-
に
の
な
ぐ
さ
の
は
ま
は
君
な
れ
や
事
の
い

ふ
か
ひ
有
り
と
き
き
つ
る

拾
遺

七
六

一

わ
が
思
ふ
人
は
草
葉
の
つ
ゆ
な
れ
や
か
-
れ
ば
そ

で
の
ま
づ
そ
ほ
っ
ら
む

｢君
｣
｢
わ
が
思
ふ
人
｣
と
い
-
心
象
表
現
に
お
け
る
主
語
が

｢
は
ま
｣

｢
つ
ゆ
｣
と
い
う
物
象
の
主
語
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
｡
表
現
形
式

は
撰
者
時
代
の
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡

さ
ら
に
八
代
集
以
降
に
は
撰
者
時
代
の

｢わ
が
恋
｣
､
｢我
｣
と
同
じ
主

語
も
の
を
持
つ
歌
も
多
-
見
ら
れ
､
心
象
主
語
の
明
示
が
後
の
和
歌
史
に

継
承
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
読
み
人
知
ら
ず
時
代
か
ら

撰
者
時
代

へ
の
変
化
は
こ
の
形
式
の
発
達
の
跡
と
考
え
ら
れ
る
と
云
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
こ
の
発
達
が
撰
者
時
代
に
於
い
て
遂
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､

古
今
集
恋
歌
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
種
の
歌
が
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の

残
棒
な
ど
で
は
な
-
､
撰
者
ら
が
意
識
的
に
受
け
継
ぎ
'
古
今
風
を
担
う

一
形
式
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き

る
｡

｢な
れ
や
｣
を
も
つ
歌
は
集
中
十
五
首
み
ら
れ
､
八
代
集
全
体
の
四

一
首

か
ら
す
る
と
か
な
-
の
割
合
を
占
め
る
｡
小
沢
氏
が

｢
発
音
上
か
ら
も
そ

の
優
美
さ
と
軽
快
さ
が
当
時
の
人
に
喜
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
-
｣
と
説
-
よ

う
に
､
特
に
古
今
集
に
お
い
て
好
ま
れ
た
語
だ
と
い
え
よ
う
｡

/

そ
の
う
ち
右
の
形
式
で
恋
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
は
恋
歌
の

巻
の
七
首
と
そ
れ
以
外
に
三
二
九
㌧
九
三
〇
'

一
〇
四
五
の
三
首
が
あ
り

十
首
を
数
え
る
｡
つ
ま
り
､
集
中
の

｢な
れ
や
｣
を
持
つ
歌
十
五
首
の
約

67
%
が
恋
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
古
今
を
除
-
八
代

集
で
は
二
七
首
中
十

一
首
と
約

40
%
で
'
古
今
集
の
そ
れ
が
恋
の
歌
に
偏

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

｢な
れ
や
｣
が
古
今
集
に
お
い
て
確
実
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
へ
小

沢
氏
の
い
う
よ
う
に
そ
の
調
べ
が
繊
細
で
流
麗
な
古
今
調
に
合
致
し
た
こ

と
も
あ
ろ
う
｡
が
'

一
万
で
'
物
象
と
心
象
を
こ
と
ば
の
上
で
観
念
的
に

関
わ
ら
せ
る
と
い
う

｢恋
歌
｣
の
方
法
に
説
明
的
で
理
知
的
な
文
脈
を
構

成
す
る
こ
の

｢な
れ
や
｣
が
相
応
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
起
因

し
て
い
よ
う
｡

そ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
､
物
象
と
心
象
を
こ
の
よ
う
な
語
で
観
念

的
に
関
わ
ら
せ
る
と
い
う
第

一
類
の
形
式
が
当
時
の
人
々
の
'
あ
る
い
は

古
今
集
撰
者
の
好
ん
だ
恋
歌
の
形
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ま
い
か
｡
少
な
-

と
も

｢な
れ
や
｣
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
を
恋
歌
に
於
い
て
発
展

さ
せ
類
型
化
せ
し
め
た
の
は
古
今
集
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ

･つ
0次

に
否
定
語
を
持
つ
も
の
を
み
て
ゆ
こ
う
｡

該
当
す
る
歌
は
九
首
あ
る
が
そ
の
う
ち
六
首
が
撰
者
時
代
に
詠
ま
れ
て

い
る
｡

第

一
類
の
歌
で
｢
A
(物
象
)
は
B

(心
象
)
で
は
な
い
が
-
-

(共
通

部
分
)｣
と
い
う
表
現
構
造
を
つ
-
る
否
定
語
は

｢あ
ら
な
-
に
｣
､
｢あ

ら
ぬ
｣
'
｢な
ら
ね
ば
｣
等
々
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
.
そ
の
な
か
で

1

形
式
を
確
立
し
て
い
る

｢あ
ら
な
-
に

(あ
ら
ね
ど
も
)｣
に
つ
い
て
み
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て
ゆ
こ
う
｡

六
歌
仙
時
代

六
と
五
四
六
と
い
う
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
二
首
で
､
他
の
二
首
は
次
の

よ
う
に
恋
歌
の
三
首
と
同
様
の
形
式
の
歌
に
な

っ
て
い
る
｡

七
二
七

あ
ま
の
す
む
里
の
し
る
べ
に
あ
ら
な
-
に
う
ら
み
ん
と
の
み

人
の
い
ふ
ら
ん

撰
者
時
代

三
八

1

わ
か
れ
て
ふ
事
は
色
に
も
あ
ら
な
-
に
心
に
染
み
て
わ
び
し

か
る
ら
む

五
八
五

人
を
思
心
は
雁
に
あ
ら
ね
ど
も
曇
居
に
の
み
も
な
き
わ
た
る

か
な

五
九
七

わ
が
恋
は
し
ら
ぬ
山
路
に
あ
ら
な
-
に
迷
心
ぞ
わ
び
し
か
り

け
る

六
歌
仙
時
代
と
撰
者
時
代
の
間
に
表
現
形
式
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
｡

た
だ
､
や
は
り
こ
こ
で
も
撰
者
時
代
の
歌
に
｢
ひ
と
を
思
心
｣
｢
わ
が
恋
｣

と
心
象
の
主
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

万
葉
集
に
は
｢あ
ら
な
-
に
｣
｢あ
ら
ね
ど
も
｣
を
三
旬
日
に
持
つ
歌
が

そ
れ
ぞ
れ
四
例
づ
つ
､
計
八
例
み
ら
れ
'
し
か
も
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が

相
聞
歌
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
用
法
は
､
八
例
全
て
次
の
例
に
み
る
よ
う

な
単
な
る
否
定
で
あ
り
､
古
今
集
の
よ
う
な
形
式
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
は
な
い
｡

六
六
六

相
見
ぬ
は
い
-
久
さ
に
も
あ
ら
な
-
に
こ
こ
だ
-
わ
れ
は

恋
ひ
つ
つ
も
あ
る
か

二
四
二
二

岩
根
踏
む
隔
れ
る
山
は
あ
ら
ね
ど
も
連
は
ぬ
日
ま
ぬ
み
恋

わ
た
る
か
も

一
方
'
古
今
集
に
は
右
の
恋
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
三
例
の
他
に
四
季
の

巻
等
に
｢あ
ら
な
-
に
｣
｢あ
ら
ね
ど
も
｣
各
二
例
づ
つ
み
ら
れ
る

(
一
八

六
､

一
八
八
㌧
三
八

二

五
四
六
)｡

そ
の
う
ち
万
葉
集
の
よ
う
に
単
な
る
否
定
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は

一
八

一
八
八

ひ
と
り
寝
る
床
は
草
葉
に
あ
ら
ね
ど
も
秋
-
る
よ
ひ
は
露
け

か
り
け
り

つ
ま
り
'
古
今
集
の

｢あ
ら
な
-
に
｣
｢あ
ら
ね
ど
も
｣
は
七
例
の
う
ち

五
例
が
物
象
と
心
象
の
対
応
形
式
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

古
今
集
に
於
い
て
は
こ
れ
ら
の
語
が
'
単
な
る
否
定
語
と
し
て
よ
り
も

物
象
と
心
象
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
ば
と
し
て
'
そ
の
機
能
の
方
を
重
視
さ

れ
た
の
で
あ
る
｡

万
葉
集
の
､王
に
恋
の
歌
に
お
い
て
単
な
る
否
定
語
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

た
語
が
'
古
今
集
で
新
た
に
心
象
と
物
象
が
対
応
す
る
恋
歌
の

1
形
式
を

形
成
す
る
機
能
を
見
出
だ
さ
れ
'
撰
者
時
代
に
至

っ
て
は
そ
の
形
式
に
の

み
好
ん
で
使
用
さ
れ
た
､
と
そ
の
継
承
の
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る

｡し
か
し
､
古
今
以
後
も
こ
の
傾
向
が
助
長
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な

い
｡
古
今
集
を
除
-
八
代
集
で
こ
の
語
を
持
つ
歌
二
四
首
の
う
ち
右
の
形

式
で
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
'
十
首
で
'
半
数
に
も
満
た
な
い
｡

と
は
い
え
'
こ
の
十
首
に
於
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
恋
歌
で
あ
り
'
物
象

と
心
象
の
共
通
性
が
掛
詞
を
用
い
た
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
点
で
も
古
今

集
の
傾
向
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

後
撰

(恋
五
)
九
六
六

か
ず
な
ら
ず
身
は
山
の
は
に
あ
ら
ね
ど
も
お

ほ
-
の
月
を
す
ぐ
し
つ
る
か
な

拾
遺

(恋
四
)
八
五
五

わ
が
宿
は
は
り
ま
が
た
に
も
あ
ら
な
-
に
あ
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か
し
も
は
て
で
人
の
ゆ
-
ら
ん

こ
の
よ
う
に
'
古
今
集
で
確
立
し
た
こ
の
形
式
が
ほ
と
ん
ど
形
を
変
え

ず
に
以
後
の
和
歌
史
に
受
け
継
が
れ
､
主
に
恋
歌
で
類
型
化
し
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
｡

が
'
こ
れ
ら
古
今
以
降
の
歌
の
作
者
に
は
偏
り
が
あ
る
｡
平
安
期
の
私

家
集
で

｢あ
ら
な
-
に
｣
を
二
首
以
上
の
歌
に
詠
ん
で
い
る
歌
人
は
貫
之
､

伊
勢
'
窮
恒
で
あ
り
'
特
に
貫
之
は
古
今
集
の
二
首
を
含
め
四
首
を
こ
の

･ヽJlゝ

形
式
で
詠
ん
で
い
る
｡
又
､
後
撰
集
の
こ
の
形
式
で
詠
ま
れ
て
い
る

｢あ

ら
な
-
に
｣
三
例
は
全
て
伊
勢
の
徴
で
あ
が
'o
こ
の
よ
う
に
,
こ
の
形
式

の
泳
者
が
撰
者
時
代
の
特
定
の
歌
人
に
偏

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
'

そ
の
類
型
化
が
彼
ら
の
噂
好
の
上
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
｡

特
に
､
撰
者
ら
の
う
ち
で
主
導
的
立
場
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
貫
之
が
こ

の
形
式
を
他
の
歌
人
と
比
べ
多
-
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
､
古
今
集
の
こ
の

形
式
の
扱
い
を
考
え
る
上
で

一
つ
の
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う

｢あ
ら
な
-

に
｣
も

｢あ
ら
ぬ
｣
も
万
葉
集
に
於
い
て
多
-
使
用
さ
れ
た
否
定
語
で
あ

る
｡
そ
れ
が
古
今
集
に
於
い
て
は
'
物
象
､
心
象
を
関
わ
ら
せ
る
語
と
し

て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
特
に
そ
の
用
法
が
本
格
化
す
る
の
は
撰

者
時
代
で
'
読
み
人
知
ら
ず
時
代
に
既
に
類
型
化
さ
れ
て
い
た
形
式
が
選

者
達
に
受
け
継
が
れ
､
そ
こ
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
背
景
に
は
'
こ
の
形
式
を
恋
歌
の

一
つ
の
形
と
し
て
認
識
し
'
古

今
集
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
撰
者
達
の
意
志
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
心
象
を
物
象
に
誓
え
る
最
も
素
朴
な
形
で
あ
る
｢
ご
と

(-
)｣
を

持
つ
も
の
を
み
て
ゆ
こ
う
｡

読
み
人
知
ら
ず
時
代

四
九
九

あ
し
ひ
き
の
山
ほ
と
と
ぎ
す
わ
が
ご
と
や
君
に
恋
つ
つ
潅
ね

が
て
に
す
る

五
三
六

相
坂
の
木
綿
つ
け
鳥
も
わ
が
ご
と
-
人
や
こ
ひ
し
き
音
の
み

な
く
ら
む

撰
者
時
代

五
七
八

わ
が
ご
と
-
物
や
か
な
し
き
郭
公
時
ぞ
と
も
な
-
よ
た
だ
な

く
ら
ん

万
葉
集
で
は
こ
の
よ
-
な
｢
わ
が
ご
と
-

(
か
)｣
の
語
を
持
つ
歌
は
五

首
み
ら
れ
る
が
'
こ
の
五
首
に
於
い
て
'
こ
の
語
は
全
て
三
旬
日
に
詠
ま

れ
て
い
る
｡
幾
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
｡

九
六

一

ゆ
の
は
ら
に
な
-
あ
し
た
づ
は
わ
が
ご
と
-
い
も
に
こ
ふ

れ
や
と
き
わ
か
ず
な
-

四
九
七

古
に
あ
り
け
む
人
も
わ
が
ご
と
か
妹
に
恋
ひ
つ
つ
潅
ね
が

て
ず
け
む

44

二

二
二
七

あ
さ
に
ゆ
-
か
り
の
な
-
ね
は
わ
が
ご
と
-
も
の
息

へ
か

も
声
の
悲
し
き

読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
二
首
が
こ
れ
ら
万
葉
集
歌
の
発
想
､
用
語
､
句

形
を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡

一
万
､
撰
者
時
代
の

歌
は
発
想
の
上
で
の
発
展
は
な
い
が
句
法
の
上
で
は
定
型
を
破

っ
て
い
る
｡

撰
者
時
代
以
降
'
｢
わ
が
ご
と
-
｣
が

一
句
目
に
-
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
｡

例
え
ば
後
撰
集
で
は

｢
わ
が
ご
と
-
｣
を
持

つ
歌
四
首
中
三
首
が

1
旬

･･h･ヽ

日
に
こ
の
語
を
詠
ん
で
い
る
｡

万
葉
集
､
読
み
人
知
ら
ず
時
代
で
は
必
ず
三
旬
日
に
き
て
い
た

｢
わ
が

ご
と
-
｣
の
語
が
撰
者
時
代
を
境
に
後
は
む
し
ろ

一
句
目
に
-
る
例
が
増



え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
古
今
集
で
の
心
象
と
物
象
と
の
共
通
性
は

｢な
-
｣
が
三

例
中
二
例
を
占
め
て
い
る
｡
こ
れ
は
通
常

｢嶋
-

･
泣
-
｣
と
い
う
掛
詞

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
音
の
み
を
媒
介
と
し
た

一
般
的
な

掛
詞
と
は
少
し
性
格
が
異
な
る
｡
古
今
集
で
頻
出
す
る
掛
詞

｢ま
つ
｣
と

比
較
し
て
み
よ
う
｡

掛
詞
の
二
語
は
そ
れ
ぞ
れ
が
物
象
語
と
心
象
語
と
な
っ
て
い
る
場
合
が

多
い
｡
｢
ま
つ
｣
は
物
象
語

｢松
｣
と
心
象
語

｢待
つ
｣
と
が
掛
け
ら
れ
て

い
る
も
の
と
云
え
る
｡
そ
し
て
こ
の
二
語
の
間
に
は
同
音
を
持
つ
と
い
う

以
外
全
-
関
わ
り
が
な
い
｡
つ
ま
り
物
象
語
の
示
す
現
実
に
お
け
る
実
体

と
心
象
語
の
示
す
表
現
主
体
の
心
情
と
は
な
ん
ら
論
理
的
繋
が
り
は
無
い

の
で
あ
る
｡
｢松
｣
と
い
う
植
物
と

(訪
れ
な
い
人
を
)
｢待
つ
｣
状
態
'

気
持
ち
と
の
間
に
は
論
理
的
脈
絡
は
通
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
｢松
｣
が

名
詞
で
あ
り
'
｢待
つ
｣
が
動
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
二
語
が
同
義
語
に
は

な
り
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
と
ば
の
次
元
の
関
係
だ
け
で
あ

る
か
ら
こ
そ
物
象
と
心
象
が
際
立
っ
た
対
照
を
示
し
'
掛
詞
と
し
て
巧
み

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
古
今
集
で
頻
出
す
る
｢
み
る
め

(海

松
布

･
見
る
目
)｣等
の
掛
詞
を
み
て
も
物
象
と
心
象
が
意
味
の
上
で
は
全

-
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

こ
う
い
っ
た
典
型
的
な
掛
詞
と
比
較
す
る
と

｢な
-
｣
が
掛
詞
と
し
て

は
異
質
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
物
象
語

｢鳴
-
｣
と
心
象
語

｢泣
-
｣

と
で
は

｢松
｣
と
｢待
つ
｣
の
よ
う
な
際
立
っ
た
対
照
を
示
さ
ず
'
｢
な
-
｣

行
為
と
し
て
む
し
ろ
同
義
語
と
も
云
え
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
(鳥
､
虫
'
鹿

等
が
)
鳴
-
｣
よ
う
に

｢泣
-
｣
と
い
う
物
象
と
心
象
の
関
係
は
物
象
現

象
か
ら
経
験
的
に
捉
え
得
る
比
境
と
云
え
よ
う
｡
鹿
の
鳴
-
声
を

｢妻
が

恋
し
-
て
鳴
い
て
い
る
｣
と
捉
え
た
り
'
｢悲
し
い
｣
と
称
し
た
り
し
て
い

る
歌
の
例
か
ら
し
て
も

｢嶋
-
｣
は

｢泣
-
｣
を
擬
人
化
し
た
表
現
で
あ

り
'
現
実
の
場
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
を
持
つ
語
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
｡

古
今
集
恋
歌
の

｢
ご
と
-
｣
を
持
つ
歌
の
物
象
と
心
象
は
こ
の
よ
う
な
'

現
実
の
場
か
ら
直
接
に
捉
え
ら
れ
た
共
通
性
に
よ
っ
て
関
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
嚢
を
返
せ
ば
'
そ
う
い
っ
た
関
係
故
に

｢
ご
と
-
｣
と
い
う
最

も
素
朴
な
比
喰
表
現
を
探
り
や
す
か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
｡

こ
の
期
の
歌
は

｢な
れ
や
｣
や

｢あ
ら
な
-
に
｣
を
持
つ
歌
と
は
異
な

り
'
万
葉
集
で
既
に
歎
型
化
し
て
お
り
'
古
今
集
で
は
ほ
と
ん
ど
独
自
性

を
示
し
て
い
な
い
｡
撰
者
時
代
に
於
い
て
も
そ
の
句
法
の
固
定
化
を
破
り

表
現
の
可
能
性
を
広
げ
は
し
た
が
'
発
想
の
面
で
の
発
展
は
な
い
に
等
し

い
｡
第

一
鞍
の
歌
と
し
て
は
例
外
的
に
古
今
集
の
中
で
撰
者
時
代
に
向
か

い
衰
退
の
兆
し
を
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
｢な
れ
や
｣

や

｢あ
ら
な
-
に
｣
に
よ
る
物
象
と
心
象
の
共
通
性
が
多
-
表
現
に
求
め

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
､
｢
ご
と
-
｣
に
よ
る
そ
れ
が
現
実
の
貴
か
ら
認
識

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま

り
､
第

1
数
の
歌
の
形
が
新
し
い

｢恋
歌
｣
の
一
形
式
と
し
て
古
今
集
に

そ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
'
撰
者
達
が
そ
う
意
識
し
て
い

た
歌
は
厳
密
に
は
物
象
と
心
象
と
が
現
実
の
場
を
離
れ
た
表
現
の
上
に
関

わ
っ
て
い
る
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

さ
て
こ
れ
ま
で
､
第

一
頻
の
歌
に
於
い
て

一
形
式
を
確
立
し
て
い
る
類

V‥爪HE)

の
歌
を
幾
つ
か
見
て
き
た
が
'
第

一
類
に
属
す
る
歌
に
は
こ
の
他
'
撰
者

時
代
に
し
か
例
の
な
い
独
自
の
形
式
を
持
っ
た
歌
が
あ
る
｡

四
七
二

白
浪
の
跡
な
き
方
に
行
舟
も
風
ぞ
た
よ
り
の
し
る
べ
な
り
け
る

六
〇
〇

夏
虫
を
何
か
い
ひ
剣
心
か
ら
我
も
お
も
ひ
に
も
え
ぬ
べ
ら
也
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六
二
六

逢
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
に
し
寄
る
浪
な
れ
ば
う
ら
み
て
の
み
ぞ

た
ち

へ
り
け
る

七

一
四

秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
う

つ
ろ

へ
ば
人
の
心
も
い
か
ゞ
と
ぞ

思

七
二
八

-
も
り
日
の
影
と
し
な
れ
る
我
な
ら
ば
目
に
こ
そ
見
え
ね
身

を
ば
は
な
れ
ず

七
四
三

大
空
は
恋
し
き
人
の
か
た
み
か
は
物
思
ご
と
に
な
が
め
ら
る

ら
む

七
九

一

冬
が
れ
の
野
べ
と
わ
が
身
を
思
ひ
せ
ば
も
え
て
も
春
を
待
た

ま
し
物
を

八
二
七

う
き
な
が
ら
け
ぬ
る
泡
と
も
な
り
な
な
む
な
か
れ
て
と
だ
に

頼
ま
れ
ぬ
身
は

こ
れ
ら
の
歌
の
共
通
性
は
類
型
的
な
掛
詞
に
拠

っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
'

そ
の
発
想
自
体
は
新
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
｡
し
か
し
､
表
現
構
造
の

面
か
ら
み
れ
ば
こ
の
八
首
は
第

一
類
で

一
形
式
を
確
立
し
て
い
る
も
の
の

上
に
生
み
出
さ
れ
た
最
も
新
し
い
形
の
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
れ

ら
八
首
の
形
は
撰
者
時
代
に
初
め
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
'
同
形
式
の
歌
は

読
み
人
知
ら
ず
'
六
歌
仙
時
代
に
は
み
ら
れ
な
い
｡
又
へ
読
み
人
知
ら
ず
へ

六
歌
仙
時
代
に
'
こ
の
よ
う
な
'
そ
の
時
代
独
自
の
形
式
の
歌
は
ほ
と
ん

ど
詠
ま
れ
て
い
な
い
.

つ
ま
り
'
こ
れ
ら
は
第

1
類
に
属
す
る
歌
と
い
う

観
点
か
ら
み
れ
ば
､
そ
の
よ
-
な
形
で
恋
の
歌
を
詠
も
う
と
し
た
撰
者
時

代
の
歌
人
に
よ
る
試
行
錯
誤
の
産
物
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
ま
で
の
考
察
で

｢な
れ
や
｣
､
｢あ
ら
な
-
に
｣
'
｢な
ら
ぬ
｣
を
持

つ
歌
に
つ
い
て
'
こ
れ
ら
の
語
に
よ
る
物
象
､
心
象
の
対
応
形
式
が
古
今

集
に
於
い
て
確
立
し
撰
者
時
代
に
発
達
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
き
た
｡

そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
撰
者
達
が
こ
の
よ
う
な
物
象
と
心
象
の
関
係
の
形

を
古
今
集
に
相
応
し
い
恋
歌
の
形
の

一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
示
そ
う
と
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
｡

が
'
さ
ら
に
こ
こ
で
'
第

一
頬
に
属
す
る
右
の
八
首
の
よ
う
な
新
し
い

表
現
形
式
の
歌
が
撰
者
時
代
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
傍
証
と

し
て
提
示
し
た
い
の
で
あ
る
｡

〔二
〕

内
容
に
つ
い
て
の
考
察

第

一
類
の
歌
に
つ
い
て
表
現
構
造
の
面
か
ら
考
察
を
進
め
て
き
た
わ
け

だ
が
､
こ
こ
で
は
視
点
を
変
､え
'
物
象
が
ど
の
よ
う
な
共
通
性
で
心
象
と

関
わ
っ
て
い
る
か
､
内
容
的
な
面
か
ら
み
て
ゆ
き
た
い
｡

古
今
集
の
物
象

‥
心
象
の
関
わ
り
が
表
現
に
依

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
'
こ
の
関
係
を
も
う
少
し
正
確

に
捉
え
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
分
類
法
で
教
理
し
て
み
た
.

a

物
象
と
心
象
が
比
境
に
よ

っ
て
関
わ
っ
て
い
る
も
の

a
l
現
実
の
場
で
認
識
さ
れ
る
比
喰

読
み
人
知
ら
ず
時
代

三
首
499

53
6
582

撰
者
時
代

1
首
578

a
2
表
現
の
次
元
で
の
比
喰
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読
み
人
知
ら
ず
時
代

五
首
5O
9
5
2
9

5
3
8
7
2
6

795

六
歌
仙
時
代

撰
者
時
代

二
首
783

十
五
首

烏
2

585

R
ZE
3
m

7

9

7

4

80
∽00¢

7
4

3

560
56)
5
6
2

563

5
9
7

67

6

7
)
4

728

7
9
)



b

物
象
と
心
象
が
音

(掛
詞
)
に
よ
っ
て
関
わ

っ
て
い
る
も
の

読
み
人
知
ら
ず
時
代

四
首
53
0
534
62
7

67)

六
歌
仙
時
代

1
首
727

撰
者
時
代

五
首
59)
600
6
26

7
53

8
2
7

a
2
と
b
が
こ
れ
ま
で

｢
共
通
性
が
表
現
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
｣

と
し
て
扱
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
こ
の
二
つ
は
物
象
と
心
象
の

関
係
が
表
現
の
上
で
成

っ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
､
そ
れ
ゆ
え
厳
密

に
区
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
｡
ど
こ
ま
で
を
掛
詞
と
L
t
ど
こ
ま
で
を
比

喰
と
み
な
す
か
は

一
部
個
人
の
主
観
的
判
断
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ

こ
で
は

｢ま
つ
｣
の
よ
う
な
､
二
語
の
対
照
が
著
し
-
'
明
ら
か
に
音
の

繋
が
-
し
か
見
出
せ
な
い
と
判
断
で
き
る
も
の
の
み
を
b
に
分
類
し
た
｡

a
l
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
先
程
の

｢
ご
と
-
｣
を
持
つ
歌
が
ほ
と
ん

ど
で
'
と
ど
の
つ
ま
り
'
現
実
の
場
で
認
識
さ
れ
る
比
喰
に
該
当
す
る
の

は

｢な
-
｣
と

｢寝
ね
が
て
に
す
る
｣
だ
け
で
あ

っ
た
｡
古
今
集
の
物
象

と
心
象
の
関
わ
り
が
い
か
に
現
実
の
場
を
切
り
捨
て
て
い
る
か
が
歴
然
と

す
る
の
で
あ
る
｡

a
2
に
分
類
さ
れ
る
歌
は
撰
者
時
代
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
-
'
そ
れ

ら
の
物
象
と
心
象
の
共
通
性
は
既
に
恋
歌
で
類
型
化
し
た
発
想
を
発
展
さ

せ
た
も
の
や
全
-
独
自
の
発
想
に
依
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡

例
え
ば

｢
七

一
四

秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
う

つ
ろ

へ
ば
人
の
心
も
い

か
ゞ
と
ぞ
思
｣
な
ど
は
既
存
の
発
想
に
理
知
的
な
操
作
を
加
え
た
歌
の
例

で
あ
る
｡
人
の
心
変
わ
り
を

｢う

つ
ろ
ふ
｣
と
表
現
し
紅
葉
す
る
こ
と
に

誓
え
る
発
想
は
古
今
集
に
於
い
て
は
既
に
類
型
化
し
た
常
套
手
段
で
あ
る
｡

が
､
こ
の

一
首
は
こ
の
発
想
に
終
始
し
て
お
ら
ず
'
掛
詞
等
の
技
巧
を
こ

ら
し
た
徴
密
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
既
存
の
発
想
を
応
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
は
他
に
五
六

二

五
六
二
'
五
六
三
が
あ
る
｡

一
方
､
以
下
に
挙
げ
る
撰
者
時
代
の
歌
十
首
は
'
全
-
新
し
い
独
自
の

発
想
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

四
七
二

白
浪
の
跡
な
き
方
に
行
舟
も
風
ぞ
た
よ
り
の
し
る
べ
な
り
け
る

四
八

〇

た
よ
り
に
も
あ
ら
ぬ
思
ひ
の
あ
や
し
き
は
心
を
人
に
つ
-
る

な
り
け
り

五
八
五

人
を
思
心
は
雁
に
あ
ら
ね
ど
も
雲
居
に
の
み
も
な
き
わ
た
る

哉

五
八
九

つ
ゆ
な
ら
ぬ
心
を
花
に
を
き
そ
め
て
風
ふ
-
ご
と
に
物
お
も

ひ
ぞ
つ
-

五
九
七

わ
が
恋
は
知
ら
ぬ
山
路
に
あ
ら
な
-
に
迷
心
ぞ
わ
び
し
か
り

け
る

六
七
六

知
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
雇
し
も
の
を
塵
な
ら
ぬ
名
の
そ

ら
に
た
つ
覧

七
二
八

-
も
り
日
の
影
と
し
な
れ
る
我
な
ら
ば
目
に
こ
そ
見
え
ね
身

を
ば
は
な
れ
ず
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七
四

一

古
里
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
わ
が
た
め
に
人
の
心
の
あ
れ
て
み

ゆ
ら
む

七
四
三

大
空
は
恋
し
き
人
の
か
た
み
か
は
物
思
ご
と
に
な
が
め
ら
る

ら
む

七
九

一

冬
が
れ
の
野
べ
と
わ
が
身
を
思
ひ
せ
ば
も
え
て
も
春
を
待
た

ま
し
物
を

こ
れ
ら
の
歌
の

(物
象
の
主
語
V
t
(心
象
の
主
語
V
t
(
両
者
の
共
通
性
)

の
組
合
せ
は
読
み
人
知
ら
ず
時
代
や
そ
れ
以
前
に
例
が
な
-
､
そ
れ
ぞ
れ



坐
-
独
自
の
発
想
に
拠
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

a
2
の
う
ち
'
右
の
十

首
に
於
い
て
は
､
こ
の
新
奇
な
発
想
自
体
が

一
首
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡

a
2
の
歌
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
t
b
の
撰
者
時
代
の
歌
に
は

斬
新
な
掛
詞
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
.
五
九

1
｢し
た
に
な
か
れ

て
｣
'
六
二
六

｢-
ら

(恨

･
浦
)｣
や
'
六
〇
〇
の

｢思
ひ

(火
)｣等
'

古
今
集
中
で
も
頻
出
し
て
い
る
掛
詞
を
用
い
た
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
｡

物
象
と
心
象
が
表
現
の
上
で
関
わ
っ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
a
2

と
b
で
あ
る
が
b
の
発
想
が
類
型
概
念
に
依
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
t

a
2
に
は
自
由
な
発
想
の
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
｡

撰
者
時
代
の
b
に
分
類
さ
れ
る
歌
は
読
み
人
知
ら
ず
時
代
と
ほ
ぼ
同
数

の
五
首
で
あ
る
が
､

a
2
に
分
類
さ
れ
る
歌
は
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
約

三
倍
の
十
五
首
に
も
の
ぼ
る
｡
つ
ま
り
'
撰
者
時
代
に
詠
ま
れ
た
物
象
と

心
象
の
関
係
は
独
自
の
新
し
い
発
想
の
も
の
が
､王
流
で
あ
っ
た
と
云
え
よ

･つ
0と

こ
ろ
で
､
右
に
挙
げ
た
'
独
自
の
発
想
を
持
つ
歌
十
首
に
は
'｢な
れ

や
｣
｢あ
ら
を
-
に
｣
を
持
つ
歌
の
箇
所
で
言
及
し
た

(
心
象
の
主
語
)
が
'

ほ
と
ん
ど
全
て
に
明
示
さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
､
こ
の

(心
象
の
主
語
)
の
明
示
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ

､
つ

｡
物
象
と
心
象
の
関
係
が
文
脈
に
現
わ
れ
て
い
る
第

一
類
の
歌
に
於
い
て
､

心
象
の
主
語
が
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
心
象
と
物
象
の
対
応
の
構
造

が
完
全
な
形
で
明
確
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
心
象
の
主
語
の
明
示
が
撰
者
時
代
の
物
象

-
心
象
の
対
応
形
式
に

み
ら
れ
る
こ
と
は
'
撰
者
時
代
に
な
っ
て
､
漸
-
こ
の
形
式
が
確
固
た
る

形
を
確
立
L
t
形
式
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
独
自
の
発
想
を
持
っ
た
歌
で
あ
る
右
の
十
首
の
う
ち
'
九
首

ま
で
に
心
象
の
､王
語
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'

一
首
の
発
想
の
独
自
性
と

心
象
の
主
語
の
明
示
と
の
関
わ
り
が
想
像
さ
れ
る
｡

撰
者
時
代
に
於
い
て
例
外
的
に
心
象
の
主
語
を
持
た
な
い
歌
を
検
討
し

て
み
よ
う
｡

該
当
す
る
歌
は
四
七
二
㌧
五
六

1
､
五
六
二
'
六
二
六
の
四
首
が
あ
る

が
､
こ
の
う
ち
三
首
に
お
け
る
物
象
と
心
象
の
共
通
性
は
類
型
的
な
発
想

に
拠
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

五
六

一

夜
ゐ
の
間
も
は
か
な
-
見
ゆ
る
夏
虫
に
ま
ど
ひ
ま
さ
れ
る
恋

も
す
る
か
な

五
六
二

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
異
に
も
ゆ
れ
ど
も
ひ
か
り
見
ね
ば
や
人
の

つ
れ
な
き

六
二
六

逢
ふ
事
の
な
ぎ
さ
に
し
寄
る
浪
な
れ
ば
う
ら
み
て
の
み
ぞ
立

ち
か
へ
り
け
る

従
っ
て
､心
象
の
主
語
を
わ
ざ
わ
ざ
示
さ
ず
と
も

｢夏
虫
｣
｢蛍
｣
｢波
｣

と
い
う
物
象
が
何
に
対
応
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
へ
撰
者
時
代
の
第

一
類
に
属
す
る
歌
ほ
と
ん
ど
に
心
象
の
主
語

が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
､
右
に
述
べ
た
よ
う
に
'
何

(物
象
)
と
何

(心

象
)
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
か
示
さ
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
よ
う
な
独
自

で
他
に
例
の
な
い
発
想
を
持
つ
歌
が
撰
者
時
代
に
多
か
っ
た
た
め
t
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

和
歌
に
お
い
て

｢
こ
と
ば
｣
と
い
う
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
始

め
た
古
今
集
撰
者
時
代
の
人
々
は
'
心
象
を
い
か
な
る
表
現
で
物
象
に
誓

え
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
｡
斬

48



新
な
発
想
は
そ
の
ま
ま
時
代
の
先
端
を
ゆ
-
恋
歌
に
な
り
得
た
｡
恋
歌
に

於
い
て
第

一
類
の
歌
の
形
が
発
達
を
遂
げ
た
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
時
代

の
傾
向
が
あ

っ
た
と
考
Jそ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

お
わ
り
に

恋
歌
に
詠
ま
れ
た
物
象
表
現
は
心
象
表
現
に
対
し
､
内
容
的
'
構
造
的

に
様
々
な
形
を
と
る
｡
本
稿
で
は
そ
れ
を
表
現
構
造
の
面
か
ら
三
分
類
し
'

そ
の
う
ち
二
類
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
考
察
し
て
き
た
｡
こ
こ
で
は

こ
の
考
察
結
果
を
も
と
に
二
葦
を

｢古
今
的
な
恋
歌
の
物
象
表
現
｣
と
い

う

一
つ
の
観
点
か
ら
改
め
て
捉
え
直
し
､
古
今
集
が
最
終
的
に
到
達
し
た

物
象
表
現
の
在
り
方
を
想
定
し
て
み
よ
う
と
思
う
｡

第
二
類
の
物
象
表
現
は
､
序
詞
'
枕
詞
'
掛
詞
に
よ
っ
て
主
文
に
挿
入

さ
れ
る
形
を
と
る
た
め
､
構
造
的
に
は
必
ず
心
象
表
現
と
文
脈
上
断
絶
す

る
｡
叉
'
第
二
頬
の
物
象
表
現
は
読
み
人
知
ら
ず
時
代
の
序
詞
に
み
る
よ

う
に
'
本
来
は
内
容
的
に
も
恋
の
心
情
と
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
｡
と

こ
ろ
が
､
そ
れ
が
､
撰
者
時
代
に
な
る
と
'
心
象
と
比
喰

･
気
分
象
徴
と

い
う
形
で
内
容
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
｡

一
万
㌧
第

一
類
の
物
象
は
心
象
と

1
種
の
比
境
の
関
係
に
あ
り
､
両
者

は
内
容
的
に
深
-
関
わ
っ
て
い
る
｡
又
､
そ
の
直
喰
と
い
う
関
係
故
､
物

象
表
現
と
心
象
表
現
は
完
全
に

一
本
の
文
脈
上
に
詠
ま
れ
て
い
る
｡
第

一

類
の
物
象
表
現
は
内
容
だ
け
で
な
主

構
造
的
に
も
心
象
と
緊
密
に
繋
が

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で

一
二

一
･
三
類
､
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
数
を
挙

げ
て
み
よ
う
｡

第

一
類

(三
六
首
)

第
二
粕

二

四

l
首
)

第
三
類

(三
五
首
)

…
読
み
人
知
ら
ず
時
代

六
歌
仙
時
代

…
撰
者
時
代

第
二
類
は
そ
の
数
が
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
る
｡

が
'
撰
者
時
代

へ
向

け
そ
の
数
は
減
少
し
て
い
る
｡

第
三
類
は
二
四
首
か
ら
九
首
と
半
分
以
上
減

っ
て
お
り
そ
の
減
少
の
度

合
い
が
甚
だ
し
い
｡
万
葉
集
で
は

一
般
的
だ
っ
た
第
三
類
の
物
象
表
現
の

形
が
古
今
集
に
急
激
に
衰
退
し
た
様
子
が
窺
え
る
｡

こ
れ
ら
に
対
し
､
唯

1
読
み
人
知
ら
ず
時
代
か
ら
撰
者
時
代
に
そ
の
数

が
増
加
し
て
い
る
の
が
第

1
類
で
あ
り
'
第
三
頬
と
は
対
照
的
に
約
二
倍

に
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
二
頬
の
物
象
表
現
は
構
造
的
に
も
内
容
的
に
も
心
象
と
は
断
絶
す
る

も
の
で
あ

っ
た
が
､
撰
者
時
代
に
至

っ
て
内
容
的
に
は
心
象
と
関
わ
り
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
れ
を
物
象
表
現
の
在
り
方
の
発
展
と
し
て
捉
え

る
と
､
内
容
的
に
も
構
造
的
に
も
心
象
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
第

1
類
の

物
象
表
現
は
第
二
頬
よ
り
さ
ら
に
発
達
し
た
形
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

選
者
達
が
古
今
集
恋
歌
に
於
い
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
理
想
的
な
物
象
表

現
の
形
は
内
答
的
に
も
構
造
的
に
も
心
象
と
関
わ
り
'
そ
の
関
係
が
現
実

を
離
れ
た
こ
と
ば
の
次
元
で
成
り
立
っ
て
い
る
第

一
類
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

三
類
の
う
ち
第

一
類
の
み
が
撰
者
時
代
に
向
か
い
増
加
し
て
い
る
と
い

-
右
の
数
字
を
'
第

一
類
の
形
式
を
選
者
達
が
新
し
い
恋
歌
の
形
と
し
て

積
極
的
に
取
り
入
れ
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
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万
葉
集
か
ら
継
承
さ
れ
た
序
詞
､
枕
詞
等
に
よ
る
物
象

･
心
象
の
対
応

形
式
を
古
今
集
は
独
自
に
変
化
'
発
展
さ
せ
て
き
た
｡
し
か
し
'
こ
れ
ら

修
辞
技
法
に
よ
る
物
象
表
現
に
は
構
造
上
の
制
約
が
あ
り
､
限
界
も
あ
る
｡

そ
の
中
で
物
象
表
現
の
在
り
方
の
新
し
い
形
と
し
て
第

一
類
の
よ
う
な
対

応
形
式
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
第
二
類
が
万
葉
集

の
時
代
に
既
に
存
在
し
た
形
式
が
変
化
し
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
'
第

一
類
は
古
今
集
の
時
代
に
発
生
し
'
古
今
集
に
於
い
て
確
立
し
た
'

古
今
集
独
自
の
表
現
形
式
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
恋
歌
の
一
つ
の
理
想
的
な
形
と
し
て
第

一
章
の
最
後
に
提
示
し

た
歌
を
改
め
て
挙
げ
て
み
よ
う
｡

四
七
八

｢春
日
野
の
雪
間
を
わ
け
て
生
ひ
い
で
-
る
草
｣
の
は
っ
か
に

見
え
し
き
み
は
も

念
的
な
こ
と
ば
の
共
通
性
を
媒
介
に

1
文
脈
に
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

例

五
六
〇

わ
が
恋
は

｢深
山
が
-
れ
の
革
｣
な
れ
や
し
げ
さ
ま
さ

四
七
九

｢山
ぎ
-
ら
霞
の
間
よ
り
｣
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し

か
り
け
れ

五
八
七

｢ま
こ
も
刈
る
淀
の
沢
水
｣あ
め
ふ
れ
ば
常
よ
り
こ
と
に
ま
き

る
わ
が
恋

六
八
四

｢春
霞
た
な
び
-
山
の
桜
花
｣
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
君
に
も
あ
る

哉

こ
れ
ら
の
歌
で
は
序
の
喚
起
す
る
物
象
表
現
と
後
半
の
心
象
表
現
の
重

な
る
部
分
が
長
上

そ
れ
故
'
物
象
に
関
す
る
叙
述
が
い
つ
の
ま
に
か
心

象
の
叙
述

へ
滑
ら
か
に
転
じ
る
よ
う
な
印
象
が
あ
る
｡
第

一
類
の

｢な
れ

や
｣
の
よ
-
な
こ
と
ば
が
な
-
'
正
確
に
は
物
象
と
心
象
が

一
文
脈
に
統

合
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
が
'
こ
の
点
を
除
け
ば
こ
れ
ら
の
歌
は
実
は

第

一
類
の
歌
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
を
持
つ
の
で
あ
る
｡

第

一
類
の
歌
は
具
体
的
に
云
え
ば
'
心
象
の
主
題
と
物
象
の
主
題
が
観

れ
ど
知
る
人
の
な
き

｢わ
が
恋
｣
と

｢深
山
が
-
れ
の
草
｣
が

｢し
げ
さ
ま
さ
れ
ど
知
る
人
の

な
き
｣
と
い
う
観
念
的
な
共
通
性
で

一
首
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
｡
こ

の
よ
う
に
､
第

一
類
の
歌
に
於
い
て
は

一
首
は

(心
象
の
主
塔
)
と

(物

象
の
主
題
)
と

(両
者
の
共
通
性
を
示
す
表
現
)
の
三
つ
の
要
素
か
ら
成

っ
て
い
る
｡

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
第
二
類
の
右
の
四
首
に
も
云
え
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
'
五
八
七
の
歌
で
は

｢わ
が
恋
｣
と
い
う

(心
象
の
主
題
)
と

｢淀
の
沢
水
｣
と
い
-

(物
象
の
主
題
)
が

(あ
め
ふ
れ
ば
常
よ
り
こ
と
に

ま
さ
る
｣
と
い
う

(両
者
の
共
通
性
を
示
す
表
現
)
で

一
首
に
引
き
付
け

ら
れ
て
お
り
'

一
首
は
こ
の
三
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
た
歌
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
｡

物
象
表
現
と
心
象
表
現
を

一
文
脈
に
統
合
す
る

｢な
れ
や
｣
の
よ
う
な

こ
と
ば
が
な
い
点
を
除
け
ば
'
こ
れ
ら
四
首
は
第

一
類
の
歌
と
極
め
て
近

い
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第

一
類
は
三
類
の
中
で
最
も
新
し
-
'
そ
の
形
式
は
撰
者
時
代
に
確
立

L
t
発
達
し
て
い
る
｡
そ
の
第

1
類
と
同
様
の
形
式
を
持
ち
'
さ
ら
に
心

象
の
気
分
を
効
果
的
に
象
徴
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
歌
が
ま
さ
に
古
今
集
選

者
達
が
最
終
的
に
到
達
し
た
新
し
い
時
代
の
新
し
い
恋
歌
の
形
で
あ
っ
た

と
考
え
た
い
｡

古
今
集
恋
歌
の
約
80
%
が
物
象
表
現
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
古
今
集

に
於
い
て
は
物
象
表
現
は
も
は
や
主
想
に
何
ら
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
な
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形
式
的
で
従
属
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
れ
は
欠
-
こ
と
の
で
き

な
い

一
首
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
｡
古
今
集
の
時
代
が
求
め
た
物
象

表
現
は
単
に
心
象
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
-
'
物
象
と

心
象
の
二
つ
の
要
素
が
構
造
的
に
も
内
容
的
に
も
お
互

い
に
深
-
関
わ
り

合
う

こ
と
で
初
め
て

一
つ
の
恋
歌
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
の
よ
う
な
理
想
の
追
求
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た

一
つ
の
試
み
の
形

が
第

一
類
の
形
式
で
あ

っ
た
と
想
定
す
る
と
'
そ
の
形
式
を
持
ち
､
さ
ら

に
そ
れ
を
越
え
た
'
右
の
四
首
の
よ
う
な
歌
に
古
今
集
が
最
終
的
に
到
達

し
た
恋
歌
の
物
象
表
現
の
在
り
方
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡(了

)

注

古
今
集
本
文
の
引
用
は
小
島
憲
之

･
新
井
栄
蔵
校
注
『古
今
和
歌
集
』

新
日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店

平
成
1
年
2
月
)
に
よ
る

(

-
)
鈴
木
日
出
男

｢古
代
和
歌
に
お
け
る
心
物
対
応
構
造
-
万
葉
か
ら

平
安
和
歌
へ
-
｣

国
語
と
国
文
学

(昭
和
45
年
4
月
)

へ

2
)
松
林
浮
子
｢古
今
集
恋
歌
の
表
現
構
造
｣

国
文
(昭
和
62
年
3
月
)

(

3
)
小
沢
正
夫

『古
今
集
の
世
界
』
(塙
選
書

昭
和
36
年
)

(

4
)
『貫
之
集
』
三
五

一

四
九
七

六
四
二

七
二
二

八

5
)
『後
撰
集
』
二
八
六

二

八
〇

一
二
七
四

へ

6
)
『後
撰
集
』
で

｢わ
が
ご
と
-
｣
の
語
を
持
つ
歌
は
二
五
八
'
四
二

四
'
四
九
八
､
五
二

1
の
四
首
だ
が
､
そ
の
う
ち
四
九
八
を
除
-

三
首
が
一
句
目
に
こ
の
語
を
詠
ん
で
い
る
｡

(

7
)
第

一
類
で
一
形
式
を
確
立
し
て
い
る
も
の
は
'
こ
の
他
に
も

｢な

り
け
り
｣
を
持
つ
も
の
比
較
の
形
を
採
る
も
の
t
等
が
あ
る
｡

(第
四

一
回
卒
業
生
)
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