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藤
原
定
家
『
内
裏
名
所
百
首
』
四
季
歌
考

―
伝
統
と
独
創
性

―

小

山

順

子

は
じ
め
に

建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
に
順
徳
天
皇
が
主
催
し
た
『
内
裏
名
所
百
首
』

は
、
名
所
題
詠
の
先
蹤
と
し
て
仰
が
れ
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

も
の
で
あ
る
。

名
所
題
詠
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
歌
枕
そ
の
も
の
を
歌
題
と
す
る
。

歌
枕
は
、
広
義
に
は
歌
語
一
般
を
意
味
す
る
が
、
中
世
和
歌
に
お
い
て
は
、

主
に
文
学
的
伝
統
を
有
す
る
地
名
を
指
す
。
単
に
著
名
な
地
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
古
歌
や
故
事
に
基
づ
く
こ
と
が
歌
枕
と
認

識
さ
れ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
以
上
、
現
地
詠
で
な
い
限
り
、
歌
枕
は
文

学
的
伝
統
の
土
壌
を
離
れ
て
は
、
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
な
い
。

『
内
裏
名
所
百
首
』
（
以
下
、
本
百
首
と
略
す
）
の
主
催
者
で
あ
る
順

徳
天
皇
は
、
著
作
『
八
雲
御
抄
』
第
六
・
用
意
部
で
「
名
所
な
ど
も
き
ゝ

に
く
か
ら
ん
は
こ
と
に
お
も
ふ
べ
し
。
花
に
は
い
く
た
び
も
よ
し
の
、
も

み
ぢ
に
は
た
つ
た
の
山
、
月
に
は
さ
ら
し
な
・
を
ば
す
て
に
て
た
り
ぬ
べ

し
」
と
述
べ
、
特
定
の
景
物
と
歌
枕
と
の
結
び
付
き
を
肝
要
と
す
る
。
同

様
の
言
説
は
、
鴨
長
明
『
無
名
抄
』
や
藤
原
為
家
『
詠
歌
一
体
』
に
も
見

い
だ
せ
、
中
世
和
歌
に
お
い
て
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

歌
枕
に
は
伝
統
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
景
物
が
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
た

歌
枕
詠
は
難
し
い
。
し
か
し
、
部
立
と
名
所
を
複
合
し
た
組
題
と
し
、
題

詠
と
し
て
歌
枕
を
一
首
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
を
求
め
た
本
百
首
は
、
伝

統
的
景
物
と
の
結
び
付
き
だ
け
に
頼
る
と
、
発
想
が
固
定
的
に
な
り
、
類

型
化
・
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
る
危
険
を
は
ら
む
。す
な
わ
ち
本
百
首
と
は
、

伝
統
を
基
盤
と
す
る
一
方
で
、
伝
統
に
沿
う
だ
け
で
は
類
型
的
表
現
に
陥

り
が
ち
で
あ
る
と
い
う
困
難
を
伴
う
企
画
で
あ
っ
た
。

稿
者
は
前
稿
「
『
内
裏
名
所
百
首
』
四
季
部
の
設
題
と
名
所
表
現
」（
『
和

歌
文
学
研
究
』

、
平

・

、
以
下
、「
前
稿
」
は
こ
の
論
文
を
指
す
）

93

18

12

で
、
四
季
部
の
設
題
方
法
か
ら
、
定
家
が
本
百
首
の
歌
枕
表
現
に
求
め
た

も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
。
設
題
者
で
あ
る
定
家
の
意
図
と

し
て
、
伝
統
的
景
物
と
の
関
わ
り
に
限
定
さ
れ
な
い
表
現
の
希
求
、
そ
れ

は
、
従
来
の
歌
枕
表
現
の
伝
統
の
範
疇
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
新
し
さ
の

追
求
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
初
学
者
の
多
い
建
保

期
歌
壇
の
特
徴
を
顧
み
て
、
初
学
者
が
類
型
化
し
た
歌
枕
表
現
に
陥
ら
な

い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
で
も
あ
っ
た
と
も
考
え
た
。
名
所
題
詠
に
お
け
る

伝
統
と
独
創
性
の
両
立
、
こ
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
歌
人

た
ち
は
歌
枕
表
現
を
模
索
す
る
格
闘
を
求
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
と
も
す
れ
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ば
、
初
学
の
歌
人
た
ち
は
類
型
的
表
現
に
と
ど
ま
る
場
合
も
多
か
っ
た
。

本
百
首
に
は
関
連
資
料
と
し
て
、
定
家
か
ら
家
隆
に
送
っ
た
書
状
「
名
所

百
首
哥
之
時
与
二

家
隆
卿
一

内
談
ノ

事
」
（
以
下
、
「
内
談
事
」
と
略
す
）
が

残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
自
身
の
表
現
を
「
る
い
ど
も
よ
も
き

こ
え
候
は
じ
」
と
自
讃
し
、
「
よ
し
な
き
人
の
う
た
お
ほ
く
見
候
て
、
少

々
は
そ
れ
を
さ
へ
さ
り
候
つ
る
程
に
、
お
ほ
く
の
哥
は
す
て
ゝ
候
ぬ
」
と
、

他
の
歌
人
へ
の
批
判
を
隠
さ
な
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
類
想
を
嫌

い
、
自
詠
の
差
し
替
え
を
も
行
っ
て
い
た
ら
し
い
。

定
家
自
身
が
、
新
し
い
歌
枕
表
現
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
「
内

談
事
」
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
定
家
は
、
新
た
な
表
現
を

創
造
す
る
上
で
、
歌
枕
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
最
も
伝
統
に
縛
ら
れ
が
ち
な
歌
枕
を
題
と
し
て
詠
む
上
で
、
伝
統
と

独
創
性
と
は
両
立
し
う
る
の
か
、
ま
た
は
ど
の
よ
う
に
両
立
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
点
を
中
心
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
小
稿
で
は
、
歌
枕
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
景
物
が
表
現
の
要
と
な
る
、

四
季
部
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
恋
・
雑
部
で
は
、
心
情
・
人
事
の
表
現

が
中
心
で
あ
る
た
め
、
四
季
部
の
方
が
景
物
の
重
要
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
四
季
部
で
は
、
四
季
折
々
の
景
物
を
ど
の
よ
う
に
歌

枕
の
表
現
と
し
て
織
り
込
ん
で
ゆ
く
か
に
意
を
凝
ら
す
こ
と
と
な
る
。
四

季
部
の
詠
作
に
お
け
る
、
定
家
の
表
現
と
伝
統
と
の
関
係
を
探
っ
て
ゆ
こ

う
。

一

定
家
が
求
め
た
独
創
性
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
定
家
の
本
百
首
に
お
け
る
自
讃
歌
を
例
と
し
て

取
り
上
げ
、
表
現
意
図
を
確
認
し
、
独
創
性
の
在
処
を
具
体
的
に
検
討
し

て
み
よ
う
。
以
後
、
歌
集
名
を
示
さ
な
い
場
合
は
『
拾
遺
愚
草
』
所
収
歌

で
あ
る
。

い
こ
ま
山
あ
ら
し
も
秋
の
い
ろ
に
ふ
く
て
ぞ
め
の
い
と
の
よ
る
ぞ
か

な
し
き

（
一
二
四
一

・
秋
〈
十
一
首
目
〉
・
伊
駒
山
）

こ
の
歌
は
、
そ
の
後
、『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
（
六
六

・
恋
・
三
十
三
番

・
右
・
勝
）
に
も
採
ら
れ
て
い
る
歌
で
、
「
内
談
事
」
に
も
記
述
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
定
家
の
自
讃
歌
で
あ
っ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
歌
で
あ
る
。「
内

談
事
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
て
ぞ
め
の
い
と
」
は
か
う
ち
め
が
も
の
に
て
候
へ
ば
、
さ
ら
ぬ
も

の
を
だ
に
手
に
と
る
心
な
れ
ば
、
ま
し
て
糸
な
ど
は
よ
り
候
け
む
と
、

河
内
の
山
に
思
ひ
よ
り
た
る
を
、
人
の
め
見
せ
よ
か
し
と
存
候
也
。

こ
の
歌
と
自
注
に
つ
い
て
は
、
既
に
岩
崎
禮
太
郎
氏
（
一
）

・
田
村
柳
壹

氏
（
二
）

・
田
中
初
恵
氏
（
三
）

に
よ
っ
て
、
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る

の
で
、
諸
氏
の
解
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
表
現
を
見
て
ゆ
く
。

伊
駒
山
は
、
勅
撰
集
初
出
は
「
わ
た
の
べ
や
お
ほ
え
の
き
し
に
や
ど
り

し
て
く
も
ゐ
に
み
ゆ
る
い
こ
ま
山
か
な
」
（
『
後
拾
遺
集
』
羈
旅
・
五
一
三

・

良
暹
）
で
あ
る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
高
安
女
詠
「
君
が
あ
た
り

見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
」
が
『
新
古
今

集
』
（
恋
五
・
一
三
六
九

）
に
も
入
集
す
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
新
古
今
時

代
の
歌
人
た
ち
に
『
伊
勢
物
語
』
所
見
の
歌
枕
と
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
百
首
で
歌
人
た
ち
は
、
高
安
女
詠
の
第
四
句
「
雲

な
か
く
し
そ
」
に
よ
っ
て
「
雲
」
（
順
徳
天
皇
・
行
意
・
家
衡
・
俊
成
女

・
兵
衛
内
侍
・
家
隆
・
知
家
・
行
能
）
を
、
あ
る
い
は
結
句
「
雨
は
降
る

と
も
」
の
雨
を
秋
の
季
節
に
合
わ
せ
て
時
雨
（
順
徳
天
皇
・
俊
成
女
・
兵

衛
内
侍
・
範
宗
）
・
村
雨
（
家
衡
・
家
隆
・
忠
定
）
を
、
伊
駒
山
と
取
り
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合
わ
せ
て
詠
ん
で
い
る
。
雲
・
雨
の
ど
ち
ら
を
も
詠
ん
で
い
な
い
歌
人
と

し
て
は
、
定
家
の
他
に
は
康
光
が
い
る
。
康
光
は
「
涙
に
も
色
こ
そ
み
え

ね
初
か
り
の
い
こ
ま
の
山
は
霧
が
く
れ
つ
ゝ
」
と
、
伊
駒
山
を
隠
す
も
の

を
雲
か
ら
霧
へ
と
転
じ
、
さ
ら
に
秋
の
景
物
と
し
て
初
雁
を
配
し
て
新
し

さ
を
出
し
て
い
る
（
但
し
底
本
、
下
句
「
い
こ
ま
の
山
は
霧
か
く
れ
つ
ゝ
」

た
け

雲

と
傍
記
が
あ
る
）。

さ
て
、
定
家
も
「
秋
の
色
」
「
夜
ぞ
悲
し
き
」
と
、
飽
き
ら
れ
た
悲
し

さ
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
に
基
づ
い
て
一
首

を
構
想
し
、
高
安
女
を
主
人
公
と
し
て
そ
の
心
情
を
中
心
に
据
え
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
『
伊
勢
物
語
』
に
依
拠
す
る
詞
を
用
い

ず
に
、
伊
駒
山
題
を
表
現
し
て
い
る
の
が
、
定
家
詠
の
特
徴
で
あ
る
。
男

に
捨
て
ら
れ
た
高
安
女
は
、
手
染
め
の
糸
を
繰
り
な
が
ら
、
独
り
過
ご
す

夜
を
嘆
い
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
は
手
染
め
の
糸
に
結
び
付
く
描
写

は
無
い
が
、
「
い
ま
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の

う
つ
は
も
の
に
も
り
け
る
を
見
て
」
と
い
う
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
「
さ

ら
ぬ
も
の
を
だ
に
手
に
取
り
て
」
（
「
内
談
事
」
）
自
ら
飯
を
よ
そ
う
よ
う

な
女
で
あ
れ
ば
、
手
染
め
の
糸
を
繰
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
そ
の
よ
う

な
連
想
を
働
か
せ
た
の
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
や
王
朝
和
歌
で
は
雅
に

あ
ら
ず
と
排
除
さ
れ
た
生
活
感
を
、
定
家
は
敢
え
て
伊
駒
山
詠
に
持
ち
込

ん
だ
の
だ
っ
た
。

「
手
染
め
の
糸
」
は
、
万
葉
歌
「
河
内
女
之

手
染
之
糸
乎

洛

反

カ
フ
チ

メ

ノ

テ
ソ
メ

ノ

イ
ト

ヲ

ク
リ
カ
ヘ
シ

片
糸
尓
雖
有

将
絶
跡
念
也
」
（
『
万
葉
集
』
巻
七
・
一
三
一
六

・
譬
喩
歌

カ
タ
イ
ト
ニ
ア
リ
ト
モ

タ
エ
ム
ト
ヲ
フ
ナ

・
寄
レ

糸
）
に
基
づ
く
。
な
お
、
「
河
内
女
の
手
染
め
の
糸
」
は
、
定
家
の

作
歌
の
た
め
の
抄
出
ノ
ー
ト
『
五
代
簡
要
』
に
「
糸

か
う
ち
め
の
て
ぞ

め
の
い
と
」（
万
葉
・
巻
七
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、『
八
雲
御
抄
』
に
も

「
万

か
う
ち
め
［
河
内
也
］
」
（
巻
三
枝
葉
部
・
人
倫
部
）
、
「
糸
…
…
て
ぞ

手

染

糸

め
の
［
河
内
め
が
］
」（
同
・
衣
食
部
）
と
摘
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
河

内
女
の
手
染
め
の
糸
」
を
伊
駒
山
詠
に
用
い
た
の
は
、
伊
駒
山
が
河
内
国

所
在
で
あ
る
こ
と
（
四
）

、
そ
し
て
『
伊
勢
物
語
』
の
「
河
内
の
国
、
高
安

の
郡
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
伊
駒
山
→
河
内
国
→
高
安
女
す
な
わ
ち
河
内

女
、
と
い
う
連
想
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

伊
駒
山
を
吹
く
嵐
も
手
染
め
の
糸
も
「
秋
の
色
」
に
染
め
ら
れ
る
。「
秋

の
色
」
は
、
「
飽
き
」
を
含
ん
で
恋
の
終
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
が
、
『
東
野
州
聞
書
』
に
記
さ
れ
る
正
徹
の
言
に
「
こ
の
生
駒
山
に
は

紅
葉
多
き
所
な
り
。
紅
葉
を
嵐
の
吹
き
散
し
て
あ
か
く
あ
る
を
、
秋
の
色

に
吹
く
と
よ
め
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
紅
葉
の
赤
色
を
指
す
。

伊
駒
山
と
紅
葉
の
結
び
付
き
は
、
指
摘
が
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
万
葉
歌

「
妹
許
跡

馬

鞍
置

而

射
駒
山

撃
越
来
者

紅
葉
散
筒
」
（
『
万
葉

イ
モ
ガ
リ
ト

ウ
マ
ニ
ク
ラ
オ
キ
テ

イ
コ
マ
ヤ
マ

ウ
チ
コ
エ
ク
レ
バ

モ
ミ
チ
チ
リ
ツ
ヽ

集
』
巻
十
・
二
二
〇
一

・
秋
雑
歌
・
詠
二

黄
葉
一

）
が
背
景
に
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
（
本
百
首
の
設
題
が
定
家
に
よ
る
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も

こ
の
万
葉
歌
を
証
歌
と
し
て
伊
駒
山
を
秋
に
設
題
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
。

定
家
詠
の
「
秋
の
色
」
は
、
こ
の
万
葉
歌
を
踏
ま
え
、
紅
葉
で
赤
く
染
ま

る
伊
駒
山
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
駒
山
は
『
伊
勢
物
語
』
所
見

の
歌
枕
で
は
あ
る
が
、
そ
の
表
現
に
『
万
葉
集
』
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
、
こ
の
伊
駒
山
詠
は
本
百
首
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

田
村
氏
が
詳
し
く
分
析
す
る
よ
う
に
、
一
首
は
結
句
「
よ
る
ぞ
悲
し
き
」

に
収
斂
し
て
ゆ
く
。
「
手
染
め
の
糸
の
撚
る
」
か
ら
「
夜
ぞ
悲
し
き
」
と

い
う
掛
詞
を
形
成
し
て
い
る
の
は
無
論
の
こ
と
、
嵐
に
吹
き
散
ら
さ
れ
る

紅
葉
の
鮮
や
か
な
赤
が
伊
駒
山
の
山
容
を
覆
い
尽
く
す
か
の
よ
う
な
華
麗

な
イ
メ
ー
ジ
は
、
結
句
に
よ
っ
て
、
夜
の
闇
に
包
ま
れ
、
一
転
し
て
暗
い

緋
色
に
転
じ
る
の
で
あ
る
。
高
安
女
（
す
な
わ
ち
河
内
女
）
は
、
来
な
い

恋
人
を
待
ち
、
一
人
手
染
め
の
糸
を
撚
り
な
が
ら
、
恋
の
終
わ
り
を
嘆
い
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て
い
る
。
伊
駒
山
は
、『
八
雲
御
抄
』
巻
五
名
所
部
・
山
に
も
「
い

こ

ま

同
（
大
和
）
射
駒

［
河
内
国
通

…
略
…
両
国
名
所
歟
…
略
…
］
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
和

国
と
河
内
国
の
境
に
位
置
し
、
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
も
、
恋
人
の
い

る
方
角
に
あ
る
山
と
し
て
眺
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
伊
駒
山
を

吹
く
嵐
は
、
男
の
「
飽
き
」
を
暗
示
す
る
「
秋
の
色
」
す
な
わ
ち
赤
色
に

染
め
ら
れ
て
い
る
。
嵐
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
烈
し
い
恋
情
と
対
照
を
な

す
、
一
人
糸
を
撚
る
静
か
な
動
作
。
恋
人
と
隔
て
る
も
の
と
し
て
本
歌
に

詠
ま
れ
た
「
雲
」
「
雨
」
を
用
い
ず
に
、
高
安
女
の
心
情
を
表
現
し
、
さ

ら
に
は
伊
駒
山
の
紅
葉
を
詠
ん
で
秋
の
部
立
に
も
ふ
さ
わ
し
い
一
首
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
定
家
の
本
百
首
に
お
け
る
四
季
歌
の
典
型

―
も
し
く
は
、

達
成
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
稿
者
が
考
え
る
、
本
百

首
に
お
い
て
定
家
が
示
す
特
徴
を
集
約
す
る
歌
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
以
後
の
論
を
進
め
る
上
で
、
見
取
り
図
と
し
て
、
本
百
首
に
お
け
る

定
家
の
特
徴
を
挙
げ
、
伊
駒
山
詠
で
の
該
当
表
現
を
示
す
。

①
類
型
的
発
想
か
ら
の
脱
却

…
他
の
歌
人
が
用
い
て
い
る
時
雨
・
雲
を
用
い
な
い
。

②
物
語
的
発
想
、
恋
歌
的
情
趣
の
獲
得

…
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
高
安
女
を
主
人
公
と
す
る
視
点
。

③
複
数
歌
の
重
層
的
本
歌
取
り

…
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
高
安
女
詠
、『
万
葉
集
』
一
三
一
六

・
同

二
二
〇
一

。

④
万
葉
摂
取

…
『
万
葉
集
』
一
三
一
六

に
よ
る
「
河
内
女
の
手
染
め
の
糸
」
・
同
二
二
〇
一

に
よ
る
伊
駒
山
の
紅
葉
。

⑤
現
実
的
地
理
を
踏
ま
え
た
表
現

…
伊
駒
山
が
河
内
国
所
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
河
内
女
の
手
染
め

の
糸
」
と
い
う
措
辞
を
導
く
。

⑥
暗
示…

「
秋
の
色
」
に
よ
っ
て
紅
葉
の
赤
を
暗
示
。

⑦
見
立
て

⑧
歌
枕
の
名
称
か
ら
導
か
れ
る
修
辞
的
景
物

⑦
⑧
は
伊
駒
山
詠
に
は
表
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
括
し
て

挙
げ
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
、
各
々
が
相
互
に
絡
み
合
う
も
の
で
あ
る
が
、

次
節
か
ら
、
右
に
挙
げ
た
本
百
首
の
定
家
詠
の
特
徴
を
他
の
歌
に
つ
い
て

も
確
認
し
て
ゆ
く
。

二

ま
ず
、
前
節
に
述
べ
た
本
百
首
の
定
家
詠
の
特
徴
に
つ
い
て
付
言
し
て

お
く
。
①
「
類
型
的
発
想
か
ら
の
脱
却
」
は
、
先
行
研
究
で
も
定
家
の
基

本
的
な
姿
勢
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
方
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
果
た
す
か
、
と
い
う
具
体
的
な
方
法
が
、
②
以
下
で
あ
る
。
類
型
的

発
想
に
寄
り
掛
か
る
の
で
は
な
く
、新
た
な
歌
枕
表
現
を
模
索
す
る
上
で
、

定
家
は
単
に
別
の
景
物
を
詠
み
合
わ
せ
る
と
い
う
段
階
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
。
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
複
雑
な
趣
向
・
内
容
を
持
つ
一
首
を
構

想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
「
物
語
的
発
想
、
恋
歌
的
情
趣
の
獲
得
」
・
③
「
複
数
歌
の
重
層
的

本
歌
取
り
」
に
つ
い
て
は
、
田
村
氏
・
田
中
氏
が
検
討
を
加
え
て
い
る
。

④
「
万
葉
摂
取
」
に
つ
い
て
は
、
定
家
の
み
な
ら
ず
建
保
期
歌
壇
全
体
に

共
通
す
る
傾
向
で
も
あ
る
が
（
五
）

、
田
中
氏
は
定
家
が
単
な
る
万
葉
語
の

摂
取
に
と
ど
ま
ら
ず
、
趣
向
の
拡
張
に
繋
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
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る
。
先
行
研
究
で
は
本
百
首
に
お
け
る
定
家
の
表
現
に
つ
い
て
、
主
に
歌

枕
と
人
事
的
要
素
と
の
融
合
や
重
層
的
情
趣
を
中
心
と
し
て
考
察
が
進
め

ら
れ
て
い
る
が
、
本
節
で
は
、
定
家
の
伝
統
に
対
す
る
姿
勢
を
、
景
物
の

表
現
や
取
り
合
わ
せ
と
深
く
関
わ
る
⑥
「
暗
示
」
と
、
⑦
「
見
立
て
」
を

検
討
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
（
⑤
「
現
実
的
地
理
を
踏
ま
え
た

表
現
」
に
つ
い
て
は
後
述
）。

伊
駒
山
詠
に
も
見
い
だ
せ
る
⑥
「
暗
示
」
は
、
は
っ
き
り
と
景
物
を
詠

む
の
で
は
な
く
、
朧
化
し
た
表
現
に
よ
っ
て
示
す
技
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、

次
の
篠
田
杜
詠
は
、
伊
駒
山
詠
と
は
異
な
る
暗
示
の
方
法
を
用
い
た
も
の

で
あ
る
。

道
の
べ
の
日
か
げ
の
つ
よ
く
な
る
ま
ゝ
に
な
ら
す
し
の
だ
の
も
り
の

し
た
か
げ

（
一
二
二
二

・
夏
〈
二
首
目
〉・
篠
田
杜
）

篠
田
杜
を
夏
に
設
題
す
る
上
で
の
本
歌
と
な
る
の
は
、
「
夜
だ
に
あ
け

ば
た
づ
ね
て
き
か
む
ほ
と
ゝ
ぎ
す
し
の
だ
の
も
り
の
か
た
に
な
く
な
り
」

（
『
後
拾
遺
集
』
夏
・
一
八
九

・
能
因
）
で
あ
る
。
能
因
歌
を
本
歌
と
し
て
時

鳥
を
詠
む
の
は
、
家
衡
・
俊
成
女
・
兵
衛
内
侍
・
家
隆
・
忠
定
・
知
家
・

行
能
・
康
光
の
八
名
。
行
意
と
範
宗
は
「
千
枝
」
を
詠
む
が
、
こ
れ
は
「
い

づ
み
な
る
し
の
だ
の
も
り
の
く
ず
の
は
の
ち
へ
に
わ
か
れ
て
も
の
を
こ
そ

思
へ
」
（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
二
・
も
り
・
一
〇
四
九

）
に
基
づ
く
。
『
和
歌

初
学
抄
』
所
名
・
杜
に
「
和

泉

し
の
だ
の
も
り

木
一
本
ア
リ
、
チ
エ
ト

い
づ
み

モ
ヨ
メ
リ
」
、『
八
雲
御
抄
』
巻
五
名
所
部
・
杜
に
「
し
の
だ
の
［
後
拾

和

増
基

能
因
ち
え
一
本
樹
也
］
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
篠
田
杜
と
「
千
枝
」

と
の
取
り
合
わ
せ
は
既
に
本
意
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
他
の
歌
人
た
ち
の
詠
と
比
較
す
る
と
、
定
家
詠
は
篠
田
杜

に
付
随
す
る
景
物
を
は
っ
き
り
詠
む
も
の
で
は
な
い
。
「
篠
田
の
杜
の
下

陰
」
が
、
伝
統
的
に
篠
田
杜
に
詠
ま
れ
て
き
た
「
千
枝
」
の
下
陰
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
し
、
そ
の
樹
陰
に
よ
っ
て
夏
の
烈
し
い
日
射
し
を
想
像
さ
せ

る
と
い
う
、
ひ
ね
っ
た
趣
向
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

夏
の
篠
田
杜
を
詠
む
上
で
、
誰
も
が
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
能
因
歌
を
用

い
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
定
家
は
構
想
を
練
り
始
め
る
。
で

は
、
代
わ
り
に
何
を
用
い
て
、
ど
の
よ
う
な
景
を
詠
出
す
る
か
。
時
鳥
の

他
に
も
、
篠
田
杜
に
は
「
千
枝
」
が
景
物
と
し
て
付
随
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
「
千
枝
」
を
さ
え
一
首
の
中
で
は
っ
き
り
と
詞
で
表
す
こ
と
は
し
な

い
。「
千
枝
」
が
篠
田
杜
に
付
随
す
る
と
い
う
本
意
を
前
提
と
し
、「
下
陰
」

と
い
う
詞
に
よ
っ
て
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
も
想
起
さ
れ
や
す
い
本
歌
を
拒
み
、
別
の
本
歌
を
選
択
し
、
さ
ら
に

は
そ
れ
す
ら
も
朧
化
し
て
用
い
る
。
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
張
り
巡
ら
せ

た
表
現
の
網
が
、
定
家
詠
を
類
型
化
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
「
見
立
て
」
も
、
本
歌
・
本
意
を
用
い
な
が
ら
、
見
立
て
と
い
う
連

想
の
過
程
を
組
み
込
む
点
で
⑥
「
暗
示
」
と
共
通
す
る
手
法
で
あ
る
。

を

し
て
る
や
な
に
は
ほ
り
江
に
し
く
た
ま
の
よ
る
の
ひ
か
り
は
ほ

（
お
）

た
る
な
り
け
り

（
一
二
二
八

・
夏
〈
八
首
目
〉
・
難
波
江
）

難
波
江
は
「
同
（
摂

津
）

な
に
は
江

ア
シ
ア
リ
」
（
『
和
歌
初
学
抄
』
所

つ
の
く
に

名
・
江
）
と
あ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
蘆
と
結
び
付
く
。
蘆
を
詠
ま
な
い

歌
人
は
、
定
家
・
兵
衛
内
侍
・
家
隆
の
三
名
だ
け
で
あ
る
。
定
家
は
蘆
で

は
な
く
蛍
を
詠
ん
で
い
る
。

で
は
、
こ
の
蛍
は
ど
の
よ
う
に
難
波
江
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
直
接
的
に
難
波
江
が
蛍
と
結
び
付
く
典
拠
は
求
め
が
た
い
。
定
家

が
本
歌
と
す
る
の
は
「
保
里
江
尓
波

多
麻
之
可
麻
之
乎

大
皇
乎
美

ホ

リ

エ

ニ

ハ

タ

マ

シ

カ

マ

シ

ヲ

オ
ホ
キ
ミ

ヲ

ミ

敷
祢
許
我
牟
登

可
年
弖
之
里
勢
婆
」
（
『
万
葉
集
』
巻
十
八
・
四
〇
五
六

・
橘

フ

ネ

コ

ガ

ム

ト

カ

ネ

テ

シ

リ

セ

バ

諸
兄
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
は
『
五
代
簡
要
』
に
「
江

玉
敷
」
と

し
て
一
首
全
体
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
第
三
句
「
お
ほ
き
み
の
」
）。
こ
の
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本
歌
の
「
難
波
堀
江
の
玉
」
か
ら
「
玉
＝
蛍
」
の
見
立
て
へ
と
結
び
付
け
、

蛍
と
い
う
歌
材
を
手
繰
り
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
⑦
「
見
立
て
」
は
、
一
見
す
る
と
伝
統
か
ら
乖
離
し
た
景
物
を
歌

枕
に
取
り
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
見
立
て
と
い
う
方

法
に
よ
っ
て
本
歌
・
本
意
と
の
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
拠

り
所
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

暗
示
と
見
立
て
を
同
時
に
用
い
た
も
の
も
あ
る
。

た
ご
の
う
ら
の
な
み
も
ひ
と
つ
に
た
つ
く
も
の
色
わ
か
れ
ゆ
く
は
る

の
あ
け
ぼ
の

（
一
二
一
九

・
春
〈
十
九
首
目
〉・
田
籠
浦
）

田
籠
浦
は
、
「
多
祜
乃
浦
能

底
左
倍
尓
保
布

藤
奈
美
乎

加
射

タ

コ

ノ

ウ
ラ

ノ

ソ
コ

サ

ヘ

ニ

ホ

フ

フ
ヂ

ナ

ミ

ヲ

カ

ザ

之
氐
将
去

不
見
人
之
為
」
（
『
万
葉
集
』
巻
十
九
・
四
二
〇
〇

・
内
蔵
忌
寸

シ

テ

ユ
カ
ム

ミ

ヌ

ヒ
ト

ノ

タ
メ

縄
麻
呂
／
『
拾
遺
集
』
夏
・
八
八

・
人
麻
呂
）
に
拠
っ
て
、
藤
を
景
物
と
し

て
有
す
る
た
め
、
春
（
そ
れ
も
晩
春
）
の
題
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
（
『
五
代
簡
要
』
に
「
浦
藤

た
ご
の
う
ら
の
そ
こ
さ
へ
に
ほ
ふ

藤
波
／
越
中
国
也
」
、『
八
雲
御
抄
』
巻
五
名
所
部
・
浦
に
「
同
（
駿
）

た
こ
の

［
万

越
中
の
た
こ

有
藤

家
持

国
司
遊
所
也

水
海
也
］
」
の
記

述
が
あ
る
）
。
他
の
歌
人
た
ち
は
、
七
名
（
順
徳
天
皇
・
行
意
・
家
衡
・

忠
定
・
知
家
・
範
宗
・
行
能
）
が
藤
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
定

家
の
歌
に
藤
は
見
ら
れ
な
い
。
詠
出
さ
れ
る
情
景
は
、
田
籠
浦
の
波
と
一

続
き
の
雲
、
そ
し
て
朝
方
、
刻
々
と
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
雲
の
色
が

徐
々
に
波
の
色
と
分
か
れ
て
ゆ
く
様
で
あ
る
。
「
波
も
一
つ
に
立
つ
雲
の

色
」
と
は
、
結
句
「
春
の
曙
」
と
響
き
合
っ
て
、
紫
色
を
表
す
と
解
さ
れ

る
。
紫
色
の
波
や
雲
は
、
伝
統
的
に
藤
と
見
立
て
の
関
係
に
あ
り
、
そ
の

地
が
田
籠
浦
で
あ
る
こ
と
か
ら
藤
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
田
籠
浦
の

藤
は
一
首
に
詠
み
こ
ま
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
本
歌
を
踏
ま
え
、
景
色

の
背
後
に
藤
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
定
家
は
、
本
歌
・
本
意
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
暗
示
に
と

ど
め
る
こ
と
で
歌
枕
の
景
が
固
定
す
る
こ
と
を
避
け
る
、
ま
た
は
見
立
て

と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
別
の
景
物
を
呼
び
込
み
、
新
し
さ
を
打
ち
出
し
て

い
る
。
本
歌
・
本
意
を
安
易
に
取
り
込
む
の
で
は
な
く
、
類
型
を
脱
す
る

た
め
に
、
連
想
と
い
う
段
階
を
入
れ
て
、
一
首
を
複
雑
化
す
る
定
家
の
方

法
を
指
摘
し
う
る
。
単
に
、
最
も
依
拠
し
や
す
い
本
歌
を
用
い
る
こ
と
を

拒
ん
で
、
全
く
新
し
い
景
物
と
取
り
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
張

り
巡
ら
さ
れ
た
表
現
の
網
の
奥
に
は
、
周
到
に
伝
統
に
目
を
配
る
定
家
の

姿
勢
も
、
確
か
に
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
定
家
は
本
百
首
設
題
の
時
点
で
、
歌
人
た
ち
が
新

た
な
表
現
を
模
索
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
意
図
し
て
い
た
。
そ
し
て
前
稿

に
指
摘
し
た
と
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
他
の
歌
人
の
詠
に
、
伝
統
的
な

結
び
付
き
か
ら
離
れ
た
歌
枕
と
景
物
の
取
り
合
わ
せ
が
散
見
す
る
。
新
し

い
景
物
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
本
百
首
に
お
い
て
決
し
て
忌
避
さ
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
定
家
の
息
子
で
あ
る
為
家
が
、
名
所
題
詠

に
つ
い
て
述
べ
た
、
以
下
の
言
説
に
注
目
し
た
い
。

大
方
、
題
に
名
所
を
い
だ
し
た
ら
む
に
、
よ
み
な
ら
は
し
た
る
所
ど

も
、
さ
ら
で
は
、
す
こ
し
よ
せ
あ
り
ぬ
べ
か
ら
ん
を
も
と
め
て
案
じ

つ
ゞ
け
て
見
る
べ
し
。
花
さ
か
ぬ
山
に
も
花
を
さ
か
せ
、
紅
葉
な
き

所
に
も
紅
葉
を
せ
さ
せ
ん
事
、
只
今
、
其
所
に
の
ぞ
み
て
歴
覧
せ
ん

に
、
花
も
紅
葉
も
あ
ら
ば
景
気
に
し
た
が
ひ
て
よ
む
べ
し
。
さ
ら
で

は
、
ふ
る
き
事
を
い
く
た
び
も
案
じ
つ
ゞ
く
べ
き
也
。
お
ほ
よ
ど
の

浦
に
も
い
ま
は
松
な
し
。
住
吉
の
松
も
浪
か
け
ず
。
か
ゝ
れ
ど
も
、

な
を
い
ひ
ふ
る
し
た
る
す
ぢ
を
よ
む
べ
し
。
な
が
ら
の
は
し
な
ど
は

昔
よ
り
絶
に
し
か
ば
こ
と
ふ
り
に
け
り
。
み
な
せ
が
は
、
水
あ
れ
ど

も
「
水
な
し
」
と
よ
む
べ
き
也
。
か
く
は
思
ど
も
、
い
ま
も
又
珍
し
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き
事
ど
も
い
で
き
て
昔
の
あ
と
に
か
は
り
、
一
ふ
し
に
て
も
こ
の
つ

い
で
に
い
ひ
い
で
つ
べ
か
ら
む
に
は
、
様
に
し
た
が
ひ
て
必
よ
む
べ

き
也
。
こ
と
ひ
と
つ
し
い
だ
し
た
る
哥
は
作
者
一
人
の
も
の
に
て
、

撰
集
な
ど
に
も
入
也
。

（
『
詠
歌
一
体
』
題
を
能
々
心
得
べ
き
事
）

実
際
に
そ
の
歌
枕
に
臨
み
、
実
景
と
し
て
歌
を
詠
む
な
ら
ば
、
そ
の
ま

ま
目
の
前
に
存
在
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
そ
う
で

は
な
く
題
詠
で
あ
れ
ば
、
「
古
き
事
」

―
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
景
物

を
詠
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
歌
枕
詠
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て

常
識
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
保
守
的
な
言
説
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
さ
れ
る

の
が
、
そ
れ
に
続
く
傍
線
部
で
あ
る
。
伝
統
的
な
表
現
を
推
奨
す
る
一
方

で
、
何
か
一
つ
珍
し
い
発
想
が
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
詠
め
ば
よ
い
、
そ
の

よ
う
に
工
夫
し
た
和
歌
は
勅
撰
集
に
入
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
極
め
て

柔
軟
な
姿
勢
を
為
家
は
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
為
家
が
「
題
に
名
所
を
い
だ
し
た
ら
む
」
す
な
わ
ち
名
所
題

詠
を
問
題
と
し
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
題
を
表
現
す
る
た

め
任
意
に
歌
枕
を
選
び
詠
み
込
む
通
常
の
歌
枕
詠
と
、
歌
枕
の
地
名
そ
の

も
の
が
題
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
名
所
題
詠
と
は
、
同
じ
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
通
常
の
歌
枕
詠
は
、
詠
も
う
と
す
る
主
題
が
先
に
あ
り
、

そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
歌
人
た
ち
は
、
歌
枕
の
背
後
に
揺
曳
す
る
伝
統

の
蓄
積
を
、
一
首
の
う
ち
に
持
ち
込
み
利
用
す
る
。
歌
枕
が
用
い
ら
れ
る

必
然
性
は
、
主
題
を
表
現
す
る
上
で
歌
枕
の
有
す
る
伝
統
が
有
機
的
に
活

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
名
所
題
詠
は
、
主
題
を
表
現

す
る
た
め
に
歌
枕
を
利
用
す
る
の
で
は
な
い
。
歌
枕
が
単
な
る
地
名
で
は

な
く
、
過
去
の
文
学
に
お
い
て
培
わ
れ
た
本
意
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
「
歌

枕
」
た
り
え
る
と
い
う
共
通
認
識
は
、
名
所
題
詠
の
前
提
で
あ
る
（
六
）

。

ま
ず
題
と
し
て
伝
統
的
背
景
を
持
つ
歌
枕
が
あ
り
、
そ
の
上
で
、
歌
枕
を

表
現
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
事
象
・
心
情
と
組
み
合
わ
せ
る
か
、
と
い

う
順
序
で
発
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。歌
枕
そ
の
も
の
を
歌
題
と
す
る
場
合
、

既
に
そ
の
歌
枕
を
用
い
る
必
然
性
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
伝

統
・
本
意
を
重
視
す
る
は
ず
の
歌
枕
詠
で
あ
る
一
方
、
全
く
新
し
い
表
現

も
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
百
首
に
は
、
全
く
新
し
い
景
物
と
歌
枕
と

の
結
び
付
き
を
、
初
学
の
歌
人
も
試
み
て
い
る
（
特
に
康
光
に
顕
著
で
あ

る
）
。
本
歌
本
説
に
無
い
景
物
を
詠
む
と
い
う
、
従
来
は
批
判
の
対
象
で

あ
っ
た
表
現
（
七
）

も
、
本
百
首
に
お
い
て
は
忌
避
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

新
し
さ
を
生
み
出
す
有
益
な
方
法
と
し
て
働
い
て
い
る
。

名
所
題
詠
は
、
題
の
段
階
で
、
既
に
歌
枕
を
用
い
る
必
然
性
が
確
保
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
定
家
は
、
伝
統
と
の
結
び
付
き
を
決
し

て
放
棄
し
な
か
っ
た
こ
と
に
、
改
め
て
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
歌
は
、

そ
の
名
所
題
で
な
ぜ
そ
の
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
必
然
性
を
担

保
す
る
も
の
で
あ
る
。
歌
枕
と
景
と
の
結
び
付
き
に
拠
り
所
が
全
く
見
い

だ
せ
な
い
場
合
、
確
か
に
新
し
さ
は
打
ち
出
せ
る
が
、
歌
題
以
外
に
、
そ

の
歌
枕
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
は
失
わ
れ
る
。
他
の
歌
枕
と
置
き

換
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
歌
題
と
な
っ
た
歌
枕
で
し
か
成
立
し
え
な
い

表
現
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
暗
示
・
見
立
て
と
い
う
連
想
に
基
づ
き

本
歌
を
利
用
す
る
方
法
は
、
固
定
化
し
が
ち
な
歌
枕
の
景
を
避
け
な
が
ら

も
、
他
の
歌
枕
と
は
交
換
不
可
能
な
固
有
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
定
家
は
安
易
に
伝
統
的
景
物
に
寄
り
掛
か
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
は

な
い
。
名
所
題
詠
は
、
歌
題
そ
の
も
の
が
既
に
歌
枕
を
用
い
る
必
然
性
を

確
保
し
て
い
る
、
と
い
う
、
き
わ
め
て
単
純
な
前
提
に
も
、
定
家
は
立
た

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
単
に
目
新
し
い
歌
材
を
取
り
合
わ
せ
る
段
階
に
と

ど
ま
り
が
ち
な
初
学
の
歌
人
た
ち
と
、
定
家
が
一
線
を
画
す
点
は
、
あ
く

ま
で
題
と
な
る
歌
枕
で
し
か
成
立
し
え
な
い
表
現
の
模
索
の
姿
勢
に
も
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

前
節
で
は
、
定
家
が
歌
枕
の
固
有
性
を
文
学
的
伝
統
に
求
め
、
本
歌
を

基
盤
と
し
な
が
ら
、
そ
の
歌
枕
で
な
く
て
は
成
立
し
な
い
表
現
を
い
ま
一

歩
踏
み
込
ん
で
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、
歌

枕
の
固
有
性
の
確
保
と
い
う
視
点
を
加
え
て
、
定
家
詠
と
伝
統
と
の
関
わ

り
を
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。
歌
題
の
歌
枕
で
な
く
て
は
成
立
し
な
い
固
有

性
、
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
歌
枕
の
名
称
は
、
最
も
基
本
的
な
要

素
で
も
あ
る
。
⑧
「
歌
枕
の
名
称
か
ら
導
か
れ
る
修
辞
的
景
物
」
に
つ
い

て
見
て
み
よ
う
。

前
稿
で
指
摘
し
た
が
、
本
百
首
の
表
現
に
は
、
地
名
が
表
現
に
大
き
く

関
わ
り
、
掛
詞
を
多
用
し
て
新
し
い
名
所
表
現
を
生
み
出
す
傾
向
が
あ
る
。

そ
の
例
と
し
て
指
摘
し
た
の
が
、
因
幡
山
で
あ
っ
た
。
定
家
は
「
き
の
ふ

か
も
秋
の
た
の
も
に
つ
ゆ
を
き
し
い
な
ば
の
山
も
松
の
白
雪
」
（
一
二
五
九

・

冬
〈
九
首
目
〉
・
因
幡
山
）
と
、
「
因
幡
→
稲
葉
」
と
い
う
掛
詞
か
ら
、
縁

語
で
「
秋
の
田
」
を
導
い
て
い
る
。
定
家
が
同
様
に
歌
枕
の
名
称
を
掛
詞

と
し
、
そ
の
縁
語
か
ら
新
し
い
景
物
を
導
い
て
い
る
例
に
は
、
「
唐
衣
か

く
る
い
か
ほ
の
ぬ
ま
水
に
け
ふ
は
た
ま
ぬ
く
あ
や
め
を
ぞ
ひ
く
」
（
一
二
二
五

・
夏
〈
五
首
目
〉・
伊
香
保
沼
）
が
、
「
伊
香
保
→
衣
架
」
の
掛
詞
か
ら
、

端
午
の
節
句
の
菖
蒲
（
八
）

へ
と
結
び
付
け
る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
多
く
、
本
百
首
で
は
他
の
歌
人
の
詠
に
も
歌

枕
の
名
称
か
ら
修
辞
的
に
景
物
が
導
か
れ
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、
本

百
首
の
中
に
は
歌
枕
の
名
称
か
ら
自
律
的
に
展
開
す
る
〈
詞
〉
の
表
現
の

中
で
、
歌
枕
の
固
有
性
が
溶
解
し
て
し
ま
う
例
が
あ
る
こ
と
を
渡
邉
裕
美

子
氏
（
九
）

が
指
摘
す
る
。
詞
と
詞
の
つ
な
が
り
の
中
で
景
が
構
想
さ
れ
る

た
め
、
同
じ
要
素
を
持
っ
た
地
名
の
歌
枕
を
題
と
し
て
詠
む
場
合
、
本
来

は
別
の
名
所
題
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
似
通
っ
た
歌
が
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
そ
の
歌
枕
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
」
が
失
わ
れ
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
⑧
「
歌
枕
の
名
称
か
ら
導
か
れ
る
修
辞
的
景
物
」

は
、
地
名
を
軸
と
し
て
一
首
を
構
想
す
る
と
い
う
点
で
固
有
性
を
保
ち
う

る
方
法
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
働
か
な

い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
歌
枕
の

名
称
を
逆
説
的
に
用
い
る
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

き
よ
み
が
た
ひ
ま
ゆ
く
こ
ま
も
か
げ
う
す
し
秋
な
き
浪
の
秋
の
ゆ
ふ

ぐ
れ

（
一
二
四
三

・
秋
〈
十
三
首
目
〉
・
浄
見
関
）

第
二
句
「
隙
行
く
駒
」
は
、「
若
二

白
駒
過
一
レ

郤
」
（
『
荘
子
』
知
北
遊
）

「
如
二

白
駒
過
一
レ

隙
」
（
『
漢
書
』
魏
豹
伝
）
な
ど
に
基
づ
き
、
時
が
瞬
く

間
に
過
ぎ
行
く
こ
と
を
い
う
句
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
太
陽
を
白
駒
に
比
喩

し
、
そ
の
動
き
の
速
さ
か
ら
、
時
間
が
瞬
く
間
に
過
ぎ
去
る
こ
と
を
表
現

す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
定
家
詠
に
つ
い
て
言
え
ば
、
特
に
「
文
峰
案
レ

轡
白
駒
景

詞
海
艤
レ

舟
紅
葉
声
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
・
九
月
尽
・
二
七
六

・
大
江
以
言
）
が
、
暮
れ
や
す
い
晩
秋
の
日
を
駒
に
喩
え
て
い
る
の
も
踏

ま
え
て
い
よ
う
。
更
に
「
隙
行
く
駒
も
影
薄
し
」
は
、
『
白
氏
文
集
』
巻

十
二
「
長
恨
歌
」
の
「
峨
嵋
山
下
少
二

行
人
一

旌
旗
無
レ

光
日
色
薄
」
を

念
頭
に
置
く
と
考
え
ら
れ
（
十
）

、
③
「
物
語
的
発
想
、
恋
歌
的
情
趣
の
獲

得
」
を
も
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
長
恨
歌
」
は
蜀
の
山
道
を
行
く

様
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
定
家
詠
は
そ
れ
を
海
辺
の
旅
へ
と
移
し
、

旅
の
孤
独
や
侘
び
し
さ
を
表
す
素
材
と
し
た
も
の
と
解
せ
る
。
「
隙
行
く

駒
も
影
薄
し
」
と
は
、
夕
暮
れ
時
の
陽
光
も
、
そ
れ
が
作
り
出
す
旅
人
の

、
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騎
馬
の
影
も
、
と
も
に
淡
い
、
の
意
で
あ
る
。

一
方
、
他
の
歌
人
は
全
員
「
月
」
、
そ
れ
も
浄
見
関
が
澄
明
な
月
の
輝

く
地
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
「
よ
も
す
が
ら
ふ
じ
の
た

か
ね
に
雲
き
え
て
き
よ
み
が
せ
き
に
す
め
る
月
か
な
」（
『
詞
花
集
』
雑
上

・
三
〇
三

・
藤
原
顕
輔
）
を
本
歌
と
し
て
、
浄
見
関
が
地
名
に
「
清
み
」
を

含
ん
で
い
る
た
め
、
月
が
清
か
に
照
る
情
景
が
本
意
と
し
て
形
成
さ
れ
て

さ
や

い
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
本
百
首
に
お
い
て
秋
に
設
題
さ
れ
て
い
る
の

も
、
浄
見
関
に
澄
明
な
月
が
景
物
と
し
て
付
随
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

を
顧
み
る
と
、
定
家
の
表
現
は
、
月
で
は
な
く
陽
光
を
詠
ん
で
お
り
、
ま

た
「
清
み
」
の
名
に
反
す
る
よ
う
な
、
薄
明
る
い
情
景
を
詠
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
歌
枕
の
本
意
か
ら
考
え
る
と
、
大
胆
か
つ
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、「
内
談
事
」
に
次
に
挙
げ
る
記
述
が
あ
る
、

秋
十
七
首
目
の
白
河
関
詠
で
あ
る
。

白
川
関
と

御
詠
に
も
能
因
法
し
が
候
は
ぬ
こ
そ
う
れ
し
く
候
へ
。

秋
か
ぜ
ぞ
吹
白
川
の
関

み
を
さ
か
の
ぼ
る
う
か
ひ
ぶ
ね
ま
づ
此
よ

に
も
い
か
ゞ
く
る
し
き

「
御
詠
」
と
は
、
家
隆
の
白
河
関
題
詠
「
し
ら
か
は
の
せ
き
の
し
ろ
地

の
か
ら
に
し
き
月
に
ふ
き
し
く
夜
半
の
こ
が
ら
し
」
（
『
壬
二
集
』
七
四
七

）

を
指
す
。
家
隆
が
他
の
歌
人
と
は
違
っ
て
、
「
み
や
こ
を
ば
か
す
み
と
ゝ

も
に
た
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
ふ
く
し
ら
か
は
の
せ
き
」（
『
後
拾
遺
集
』
羈
旅

・
五
一
八

・
能
因
「
み
ち
の
く
に
ゝ
ま
か
り
く
だ
り
け
る
に
、
し
ら
か
は
の

せ
き
に
て
よ
み
は
べ
り
け
る
」
）
の
趣
向
に
安
易
に
依
拠
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
に
対
し
て
、
定
家
は
「
う
れ
し
く
候
へ
」
と
賛
辞
を
述
べ
て
い
る
。

な
お
定
家
自
身
の
詠
は
、
次
の
一
首
で
あ
る
。

し
ら
河
の
せ
き
の
せ
き
も
り
い
さ
む
と
も
し
ぐ
る
ゝ
秋
の
色
は
と
ま

ら
じ

（
一
二
四
七

・
秋
〈
十
七
首
目
〉
・
白
河
関
）

二
人
が
他
の
歌
人
と
は
異
な
る
の
は
、
「
白
」
を
そ
の
名
に
持
つ
「
白

河
関
」
に
、
紅
葉
の
「
赤
」
を
配
置
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
白

河
関
の
名
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
対
照
的
な
「
赤
」
が
引
き
立
つ
と
い
う
表

現
は
、
浄
見
関
詠
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
家
隆
が
わ
ざ
わ

ざ
白
色
を
強
調
す
る
「
白
地
」
を
詠
み
込
ん
で
赤
色
と
対
照
を
な
し
て
い

る
の
と
比
べ
、
定
家
の
歌
に
は
「
白
」
を
強
調
す
る
詞
は
見
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、「
白
」
と
い
う
色
は
、
「
白
河
関
」
と
い
う
地
名
か
ら
導
か
れ

る
、
自
明
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
秋
が
五
行
で
白
に

相
当
す
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
能
因
歌
も
こ
の
概
念
に
基
づ
く
趣

向
で
あ
る
）。

浄
見
関
詠
は
、
「
浄
見
関
」
が
そ
の
名
に
「
清
み
」

―
澄
明
で
皎
々

と
輝
く
情
景
を
喚
起
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
こ
こ
で
は
夕
暮
時
の
薄
明

で
旅
人
の
影
も
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
ん
で
い
る
、
こ
の
よ
う
な
情
景
が
生
ま

れ
る
の
は
、
今
が
「
秋
の
夕
暮
」
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
、
と
い
う
論
理
で

一
首
は
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
夕
暮
の
微
弱
な
陽
光

と
い
う
、
浄
見
関
の
本
意
で
あ
る
〈
清
か
な
月
〉
と
は
対
照
的
な
情
景
を

詠
ん
だ
と
し
て
も
、
〈
清
く
見
る
〉
と
い
う
浄
見
関
の
名
称
に
よ
る
強
固

な
本
意
が
背
景
に
あ
る
。
そ
の
対
比
ゆ
え
に
、
地
名
の
有
す
る
本
意
も
一

層
強
く
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
十
一
）

。

一
見
、
定
家
の
表
現
は
歌
枕
の
伝
統
に
照
ら
す
と
、
ま
る
で
逆
を
ゆ
く
、

大
胆
な
、
伝
統
に
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
浄

見
関
詠
（
そ
し
て
白
河
関
詠
）
は
、
歌
枕
の
名
称
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

本
意
と
対
照
的
な
情
景
を
構
成
す
る
こ
と
で
、
逆
接
的
に
名
称
を
強
調
す

る
。
対
照
に
よ
っ
て
地
名
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
た
詠
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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四

さ
て
、
歌
枕
の
固
有
性
に
重
き
を
置
く
な
ら
ば
、
⑤
「
現
実
的
地
理
を

踏
ま
え
た
表
現
」
を
一
首
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ

と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
定
家
の
本
百
首
に
こ
の
⑤
「
現
実
的
地
理
を

踏
ま
え
た
表
現
」
が
現
れ
る
の
は
、
そ
の
歌
枕
で
な
く
て
は
成
立
し
な
い

表
現
の
摸
索
、
歌
枕
の
固
有
性
を
保
つ
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

定
家
が
一
首
に
歌
枕
の
現
実
的
な
地
理
的
特
質
を
取
り
入
れ
て
い
る
の

が
、
前
節
で
検
討
し
た
浄
見
関
詠
で
あ
る
。
い
ま
一
度
、
「
き
よ
み
が
た

ひ
ま
ゆ
く
こ
ま
も
か
げ
う
す
し
秋
な
き
浪
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
（
一
二
四
三

・

秋
〈
十
三
首
目
〉
・
浄
見
関
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
具
体
的
な
表
現
方
法

に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

ち
な
み
に
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集

上
』
（
昭

・
河
出
書

60

房
新
社
）
の
当
該
歌
の
現
代
語
訳
は
「
清
見
潟
を
打
寄
せ
る
波
の
合
間
を

縫
っ
て
ゆ
く
旅
人
の
騎
馬
の
姿
も
、
夕
日
の
中
に
薄
く
見
え
る
。
海
の
波

に
は
秋
ら
し
い
様
子
も
見
え
な
い
が
、
や
は
り
秋
の
夕
暮
な
の
だ
」
。
な

お
久
保
田
氏
が
「
隙
行
く
」
を
「
打
寄
せ
る
波
の
合
間
を
縫
っ
て
ゆ
く
」

と
訳
し
て
い
る
の
は
、
「
駿

河

き
よ
見
が
関

海
辺
也
、
浪
ノ
マ
ヲ
ハ
カ

す
る
が

リ
テ
ス
グ
、
サ
レ
バ
ナ
ミ
ノ
セ
キ
モ
リ
ト
イ
フ
」
（
『
和
歌
初
学
抄
』
所
名

・
関
）
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
『
和
歌
初

学
抄
』
の
記
述
だ
け
で
は
、
具
体
的
な
情
景
が
浮
か
び
が
た
い
が
、
実
は

こ
れ
は
浄
見
関
の
地
形
を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
、

浄
見
潟
は
「
庵
原
の
山
地
が
海
に
迫
っ
て
い
る
か
ら
、
東
西
に
細
長
く

開
析
さ
れ
た
海
岸
線
に
集
落
が
開
け
、
海
中
に
は
い
く
つ
も
の
岩
礁
が
見

え
が
く
れ
し
て
い
る
。
…
…
山
が
海
に
迫
り
隘
路
で
も
あ
っ
た
か
ら
こ
こ

に
関
所
が
構
え
ら
れ
、
清
見
関
（
岫
崎
関
は
清
見
関
の
別
名
）
と
い
っ
て

い
た
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
「
清
見
潟
」
項
目
、
若
林
淳
之
執
筆
）
と
あ
る

よ
う
に
、
山
と
海
に
挟
ま
れ
た
狭
い
地
で
あ
っ
た
。
「
都
お
も
ふ
心
の
関

は
き
よ
見
が
た
浪
ま
に
つ
た
ふ
い
は
の
ほ
そ
道
」
（
『
寂
蓮
集
』
一
八
一

「
清

見
関
」
）
は
、
実
際
に
東
国
ま
で
の
旅
の
経
験
が
あ
る
寂
蓮
が
、
隘
路
で

あ
る
浄
見
関
の
地
形
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
定
家
の

ほ
ぼ
同
時
代
に
実
際
に
旅
を
し
た
記
録
で
あ
る
『
海
道
記
』
に
も
、
「
西

南
ハ
天
ト
海
ト
高
低
一
ニ
眼
を
迷
シ
、
北
東
ハ
山
ト
磯
ト
嶮
難
同
ク
足
ヲ

ツ
マ
ヅ
ク
」
「
波
ニ
洗
テ
ヌ
レ
〳
〵
行
バ
」
と
描
写
が
あ
り
、
浄
見
関
を

行
く
旅
と
は
山
と
海
に
挟
ま
れ
た
狭
い
難
路
を
波
に
濡
れ
な
が
ら
行
く
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、
「
隙

行
く
駒
」
は
、
〈
瞬
く
間
に
暮
れ
て
ゆ
く
夕
陽
〉
の
比
喩
か
ら
騎
馬
へ
と

結
び
付
け
る
だ
け
で
は
な
い
。「
隙
」
と
は
、
久
保
田
氏
の
訳
に
あ
る
「
打

寄
せ
る
波
の
合
間
」
に
加
え
、「
（
山
と
海
と
の
）
隙
間
（
に
あ
る
険
し
い

道
）
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
隙
行
く
駒
」
は
、
浄
見
関

の
地
理
的
特
徴
を
一
首
に
取
り
込
ん
だ
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。浄

見
関
は
東
海
道
の
途
上
に
あ
り
、
多
く
の
旅
人
が
往
来
す
る
地
で
あ

っ
た
。
定
家
自
身
は
東
国
に
旅
を
し
た
経
験
は
無
い
が
、
同
時
代
の
歌
人

で
は
、
寂
蓮
・
雅
経
・
長
明
が
東
国
に
往
還
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。

浄
見
関
の
地
形
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
旅
を
し
た
人
か
ら
話
に
聞
く
機
会

が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
更
に
、
本
百
首
の
八
年
前
、
承
元
元
年

（
一
二
〇
七
）
に
詠
進
さ
れ
た
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
で
も
清
見

関
が
設
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
顧
み
る
と
、
障
子
絵
を
通
じ
て
浄
見
潟
の

特
徴
的
な
地
形
を
知
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。



- 11 -

さ
て
、
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
は
、
後
鳥
羽
院
が
建
立
し
た
最

勝
四
天
王
院
の
内
部
を
飾
る
た
め
に
、
全
国
か
ら
選
ん
だ
四
十
七
箇
所
の

歌
枕
を
障
子
絵
に
描
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
当
代
を
代
表
す
る
歌
人
十
名

に
和
歌
を
詠
進
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
本
百
首
の
設
題
と
『
最
勝
四
天
王

院
障
子
和
歌
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
が

あ
り
（
十
二
）

、
ま
た
稿
者
も
前
稿
で
は
そ
の
問
題
を
中
心
に
考
察
し
た
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
が
、
歌
枕
を
絵
画
化
す

る
障
子
絵
と
い
う
催
し
に
よ
っ
て
、
現
実
に
存
在
す
る
土
地
と
し
て
の
歌

枕
の
空
間
表
現
に
定
家
が
接
す
る
機
会
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
重
視

し
た
い
。
視
覚
化
さ
れ
る
障
子
絵
は
、
言
語
上
の
表
現
で
あ
る
和
歌
よ
り

も
、
現
実
と
の
相
違
が
問
題
視
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
画
師
の
一
人
で
あ

る
兼
康
は
、
「
伝
々
の
説
」
だ
け
で
は
描
く
こ
と
が
難
し
い
、
現
地
を
実

地
に
見
て
来
た
い
と
許
し
を
請
い
、
定
家
も
そ
れ
を
許
可
し
た
の
で
あ
っ

た
（
『
明
月
記
』
承
元
元
年
五
月
十
六
日
）。
名
所
の
表
現
に
、
現
実
と
の

齟
齬
の
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
て
の
判
断
で
あ
る
。
詠
進
歌
人
の
一
人
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
障
子
絵
の
監
督
と
し
て
も
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和

歌
』
の
制
作
に
関
わ
っ
た
経
験
は
、
定
家
に
と
っ
て
、
た
と
え
実
見
し
た

こ
と
の
な
い
歌
枕
で
あ
っ
て
も
、
文
学
の
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
幻
想
的
存

在
か
ら
、
実
在
す
る
手
応
え
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
、
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
と
の
比
較
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
、
次

の
一
首
で
あ
る
。

あ
は
ぢ
し
ま
む
か
ひ
の
く
も
の
む
ら
し
ぐ
れ
そ
め
も
を
よ
ば
ぬ
す
み

よ
し
の
松

（
一
二
五
三

・
冬
〈
三
首
目
〉・
住
吉
浦
）

こ
の
歌
は
、
題
の
住
吉
浦
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
海
を
挟
ん
だ
向
か
い

に
あ
る
淡
路
島
を
詠
む
こ
と
で
、
空
間
的
広
が
り
を
一
首
に
も
た
ら
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
「
住
吉
乃

岸
尓
向
有

淡
路
嶋

阿
怜
登
君
乎

ス
ミ
ヨ
シ

ノ

キ
シ

ニ

ム
カ
ヘ
ル

ア
ハ

ヂ

シ
マ

ア
ハ

レ

ト

キ
ミ

ヲ

不
言
日
者
無
」（
『
万
葉
集
』
巻
十
二
・
三
一
九
七

・
非
レ

別
歌
／
『
拾
遺
集
』

イ
ハ
ヌ

ヒ

ゾ

ナ
キ

恋
五
・
九
二
六

・
人
麻
呂
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
歌
は
、
『
定

家
八
代
抄
』（
恋
四
・
一
一
六
九

）
に
採
ら
れ
、
ま
た
『
五
代
簡
要
』
に
も
「
海
、

嶋

住
吉
の
岸
に
む
か
へ
る
あ
は
ぢ
し
ま
」
と
抜
き
書
き
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
『
八
雲
御
抄
』
に
も
「
あ
は
ぢ
［
万

す
み
よ
し
の
き
し
に
む
か

淡

へ
る
］
」
（
巻
第
五
名
所
部
・
嶋
）
の
記
述
が
あ
る
。
万
葉
歌
は
、
「
淡
路

島
」
か
ら
同
音
反
復
で
第
四
句
の
「
あ
は
れ
」
を
導
く
一
方
、
会
い
た
い

が
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
恋
人
を
思
う
心
理
的
距
離
を
、
住
吉
と
淡
路
島

と
い
う
大
阪
湾
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
二
つ
の
名
所
の
地
理
的
距
離
に
重
ね

て
詠
む
。
定
家
は
、
遠
景
と
し
て
淡
路
島
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
時
雨
に

色
を
変
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
住
吉
の
松
の
隔
絶
し
た
様
を
そ
こ
に
表
現

し
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
住
吉
浦
は
畿
内
の
歌
枕
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
に
随
行
し
た
熊

野
参
詣
の
折
な
ど
、
定
家
も
幾
度
も
目
に
し
た
経
験
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

住
吉
を
定
家
は
十
九
回
詠
ん
で
い
る
が
、
淡
路
島
と
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
の

は
本
百
首
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
に
も
住

吉
浜
が
設
題
さ
れ
て
お
り
、
俊
成
女
・
家
隆
・
雅
経
・
秀
能
の
四
名
が
淡

路
島
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
障
子
絵
に
も
淡
路
島
が
描
か
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
の
際
に
は
、

定
家
は
「
し
ら
ぎ
く
の
に
ほ
ひ
し
秋
も
わ
す
れ
ぐ
さ
お
ふ
て
ふ
き
し
の
春

の
う
ら
風
」
（
一
九
二
四

・
住
吉
浜
）
と
詠
ん
で
い
た
。
季
が
春
で
あ
っ
た
住

吉
浜
を
「
白
菊
の
匂
ひ
し
秋
も
忘
れ
草
」
と
い
う
逆
説
的
表
現
で
表
す
こ

と
に
眼
目
が
あ
り
、
淡
路
島
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。
屏
風
絵
に
描
か
れ

た
景
に
単
純
に
対
応
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
景
を

想
像
の
中
に
描
き
出
す
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
方
法
を
用
い
て
い
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た
（
十
三
）

。
一
方
、
あ
く
ま
で
も
言
辞
上
で
情
景
を
紡
ぎ
出
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
本
百
首
で
は
、
現
実
的
地
理
感
覚
を
喚
起
す
る
措
辞
と
し

て
「
住
吉
の
岸
に
向
か
へ
る
淡
路
島
」
に
注
目
し
、
一
首
に
取
り
込
ん
だ

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
徴
④
「
万
葉
摂
取
」
と

も
関
わ
る
が
、
現
地
詠
で
あ
る
万
葉
歌
は
、
現
実
的
地
理
を
表
現
し
た
先

例
と
し
て
も
本
百
首
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
十
四
）。

中
世
和
歌
に
お
い
て
、
歌
枕
と
は
必
ず
し
も
現
実
の
景
に
密
着
す
る
も

の
で
は
な
い
。
地
名
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
連
想
や
、
古
歌
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な
土
地

で
あ
る
の
か
は
二
次
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
節

で
述
べ
た
よ
う
に
、
歌
枕
の
固
有
性
と
は
、
古
典
文
学
で
ど
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
伝
統
の
蓄
積
に
あ
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
歌
枕
が
現
実
に
存
在
す
る
地
で
あ
る
以
上
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う

、
、
、
、
、
、
、

に
存
在
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
歌
枕
の
根
源
的
な
固
有
性
を
形
成
す

、る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
「
ど
こ
に
」
の
問
題
は
、
歌
学
書
で
も
所
在
国

を
記
す
と
い
う
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
ど
の
よ
う
に
」
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
歌
学
書
で
は
断
片
的
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

「
ど
の
よ
う
に
」
存
在
す
る
か
と
い
う
点
は
、
決
し
て
看
過
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
所
在
国
の
よ
う
に
知
識
と
し
て
簡
単
に
伝
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
細
か
で
具
体
的
に
な
り
、
記
述
す
る
の
に
限
界
が
あ
る
。

具
体
的
な
地
形
、
位
置
関
係
を
歌
学
書
類
の
み
に
頼
っ
て
学
ぶ
の
は
不
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
」
と
い
う
歌

枕
の
現
実
に
根
ざ
し
た
表
現
が
先
行
歌
に
見
い
だ
せ
る
場
合
、
そ
れ
を
一

首
に
取
り
入
れ
る
と
、歌
枕
の
固
有
性
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
地
を
実
際
に
訪
れ
た
経
験
や
、
絵
画
化
さ
れ
た
も
の
を
見
る
機
会

が
な
い
限
り
、
現
実
的
地
理
を
和
歌
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
確
か
に
困
難

な
方
法
で
あ
る
。
特
に
、
本
百
首
に
は
、
実
在
の
疑
わ
れ
る
歌
枕
も
含
ま

れ
て
お
り
（
十
五
）

、
現
実
に
立
脚
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。

し
か
し
、
地
名
か
ら
導
か
れ
る
修
辞
や
伝
統
的
景
物
と
の
組
み
合
わ
せ
の

枠
内
で
景
を
構
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
可
能
な
場
合
は
そ
こ
に
現
実
の
景

を
反
映
さ
せ
て
歌
枕
の
固
有
性
を
保
と
う
と
す
る
定
家
の
姿
勢
は
、
本
百

首
に
お
け
る
表
現
を
考
え
る
上
で
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
定
家
が
歌
枕
の
現
実
に
も
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
を
、
久
保
田

淳
氏
（
十
六
）

が
次
の
『
明
月
記
』
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
九
月
二
十
五
日

条
か
ら
指
摘
す
る
。

（
…
略
…
）
下
二

遣
信
濃
一

使
者
法
師
帰
来
。
召
出
問
二

国
事
一

。
先
無

レ

梯
、
皆
作
二

其
路
一

為
二

人
馬
通
路
一

。
更
級
里
対
二

于
姑
棄
山
一

［
在
二

里
之
南
西
一

云
々
］。
あ
さ
ま
の
嵩
燃
［
峰
石
之
焼
也
、
昼
黒
煙
立
、

夜
火
気
見
］
。
ち
く
ま
河
大
河
也
、
廻
二

流
于
国
中
一

、
入
レ

国
自
二

南

端
一

及
二

于
北
方
一

。（
…
略
…
）

こ
の
記
事
に
よ
る
と
定
家
は
、
信
濃
国
に
下
っ
た
使
い
を
召
し
て
、
信

濃
の
国
情
を
尋
ね
る
と
と
も
に
、
木
曽
の
梯
の
有
無
、
更
級
里
と
姨
捨
山

の
位
置
関
係
、
浅
間
山
の
噴
火
の
状
態
、
千
曲
川
の
回
流
状
態
を
問
う
て

い
る
。
こ
う
し
た
定
家
の
姿
勢
に
つ
い
て
久
保
田
氏
は
、
「
結
局
〝
歌
人

は
居
な
が
ら
に
し
て
名
所
を
知
る
〟
方
法
に
徹
し
た
と
は
言
え
、
こ
の
よ

う
な
形
で
現
実
と
和
歌
的
風
土
と
の
回
路
を
繋
ご
う
と
、
少
な
く
と
も
努

め
て
は
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
歌
枕
を
単
に
知
識
・
修
辞
と

し
て
利
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
知
識
・
修
辞
が
現
実
に
即
し
た
も

の
で
あ
る
か
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
本

百
首
の
詠
進
よ
り
も
十
二
年
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
定
家
が
「
現
実
と
和

歌
的
風
土
と
の
回
路
」
を
意
識
し
つ
つ
詠
作
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
百
首

の
表
現
に
も
そ
の
一
端
を
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
定
家
は
歌
枕
の
現
実
的
地
理
を
、
単
に
そ
の
歌
枕
に
臨
ん
だ

現
地
詠
の
よ
う
に
は
詠
ま
な
か
っ
た
。
歌
枕
の
地
理
的
空
間
も
、
漢
詩
文

に
よ
る
措
辞
に
重
ね
合
わ
せ
た
表
現
（
浄
見
関
詠
）
や
、
万
葉
歌
の
本
歌

取
り
（
住
吉
浦
）
な
ど
、
伝
統
的
な
和
歌
表
現
の
枠
内
で
、
修
辞
技
巧
を

用
い
て
紡
ぎ
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
新
し
さ
・
珍
し
さ

へ
の
指
向
に
傾
き
す
ぎ
ず
、
和
歌
的
表
現
・
伝
統
的
表
現
を
重
ん
じ
た
上

で
独
創
性
を
打
ち
出
さ
ね
ば
ら
な
ら
な
い
と
い
う
定
家
の
姿
勢
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結
び
に

歌
枕
の
伝
統
と
独
創
性
、
そ
し
て
固
有
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
百
首

に
お
け
る
定
家
の
表
現
意
図
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
、
名
所
題

詠
と
歌
枕
の
固
有
性
を
考
え
る
と
、
先
に
参
照
し
た
渡
邉
氏
の
、
歌
枕
の

名
称
か
ら
自
律
的
に
展
開
す
る
〈
詞
〉
の
中
に
、
歌
枕
の
固
有
性
が
溶
解

し
て
し
ま
う
例
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
、
重
く
振
り
返
ら
れ
る
。
本
百
首

が
「
名
所
百
首
」
と
銘
打
っ
た
催
し
で
あ
り
、
歌
枕
そ
の
も
の
を
題
に
組

み
込
ん
で
主
題
と
す
る
詠
作
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
固
有

性
の
溶
解
は
本
末
転
倒
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
題
と
し
て
立
て
ら
れ
、

歌
枕
を
用
い
る
必
然
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
本
来
な
ら
ば
そ

の
歌
枕
の
固
有
性
を
中
心
と
し
て
和
歌
を
構
想
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
家
自
身
は
、
伝
統
と
の
結
び
付
き
や
、

地
理
上
の
特
質
に
配
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
歌
枕
で
な
く
て
は
成
立
し
え
な

い
表
現
を
求
め
た
。
伝
統
と
独
創
性
の
両
立
、
そ
し
て
表
現
内
部
に
お
け

る
歌
枕
の
固
有
性
を
、
決
し
て
放
棄
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
微
小
な
立
脚
点
で
成
立
し
て
い
る
歌
が
あ
る

こ
と
を
、
最
後
に
問
題
点
と
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
夏
九
首
目
の
美
豆

御
牧
詠
を
一
例
と
し
て
挙
げ
る
。

渡
す
る
を
ち
か
た
人
の
そ
で
か
と
や
み
づ
の
に
し
ろ
き
ゆ
ふ
が
ほ
の

花

（
一
二
二
九

・
夏
〈
九
首
目
〉・
美
豆
御
牧
）

美
豆
御
牧
題
で
は
、
「
さ
み
だ
れ
は
み
づ
の
み
ま
き
の
ま
こ
も
ぐ
さ
か

り
ほ
す
ひ
ま
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
」
（
『
後
拾
遺
集
』
夏
・
二
〇
六

・
相
模
）
を

本
歌
と
し
て
五
月
雨
や
真
菰
を
詠
む
歌
人
が
多
い
中
、
定
家
だ
け
は
夕
顔

を
詠
ん
で
い
る
。
美
豆
御
牧
詠
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
が
詳
細
に
分
析
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
す
る
。
美
豆
御
牧
は
、
「
同
（
山
城
）

み
づ
野

ヨ

ド
ノ
方
ナ
リ
、
河
チ
カ
シ
」
（
『
和
歌
初
学
抄
』
所
名
・
野
）
と
あ
る
よ
う

に
、
木
津
川
・
宇
治
川
・
桂
川
が
合
わ
さ
っ
て
淀
川
へ
と
流
れ
る
合
流
地

帯
に
近
く
、
ま
た
湿
地
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
川
に
近
い
地
で
あ

る
こ
と
が
、
「
渡
り
す
る
」
と
い
う
表
現
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
定
家
は
、
「
渡
り
す
る
」
か
ら
「
う
ち
わ
た
す

お

ち
か
た
人
に
も
の

（
を
）

ま
う
す
わ
れ
そ
の
そ
こ
に
し
ろ
く
さ
け
る
は
な
に
の
は
な
ぞ
も
」（
『
古
今

集
』
雑
体
・
旋
頭
歌
・
一
〇
〇
七

・
読
人
不
知
「
だ
い
し
ら
ず
」
）、
お
よ
び
こ

れ
を
引
歌
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
次
の
場
面
を
手
繰
り
寄
せ
踏

ま
え
て
い
る
。

切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か
か
れ

る
に
、
白
き
花
ぞ
、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
み
の
眉
ひ
ら
け
た
る
。

（
源
氏
）

「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
御
随

身
つ
い
ゐ
て
、（
随
身
）

「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は

べ
る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は

べ
り
け
る
」
と
申
す
。

『
古
今
集
』
歌
を
引
用
し
て
白
い
花
の
名
を
尋
ね
る
源
氏
と
、
夕
顔
で

あ
る
と
答
え
る
随
身
の
や
り
と
り
の
場
面
を
導
き
、
そ
れ
を
一
首
に
組
み
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込
ん
で
、
物
語
性
と
夏
の
風
情
を
付
与
し
て
い
る
。
田
中
氏
は
美
豆
御
牧

詠
を
「
定
家
は
美
豆
御
牧
を
、
淀
の
河
ま
で
も
含
む
舞
台
と
し
て
設
定
し
、

御
牧
と
し
て
の
性
格
は
捨
象
し
て
い
る
も
の
の
、
歌
学
書
に
み
え
る
「
み

づ
の
」
の
伝
統
性
に
従
い
つ
つ
、
新
し
さ
を
み
い
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
詠
み
方
を
脱
し
て
い
る
点
に
は
（
…
引
用
者
、

略
…
）
独
自
性
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
「
歌
枕
の
美
的
要
素
を
物
語
に

求
め
た
」
と
評
価
す
る
。
美
豆
御
牧
詠
は
、
先
に
挙
げ
た
本
百
首
の
定
家

詠
の
特
徴
、
①
②
③
⑤
に
該
当
し
、
本
百
首
の
定
家
詠
の
代
表
的
な
も
の

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
考
え
に
入
れ
て
も
、
定
家
が
夕
顔
を
美
豆
御
牧
に
組

み
合
わ
せ
た
の
は
、
全
く
独
創
的
で
あ
る
。
伝
統
的
に
真
菰
草
を
詠
み
合

せ
る
美
豆
御
牧
で
、
別
の
夏
草
で
あ
る
夕
顔
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
伝
統

か
ら
離
れ
た
選
択
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
描
き
出
さ
れ
た
夕

顔
と
美
豆
御
牧
と
を
結
び
付
け
る
の
は
、
「
渡
り
す
る
」
と
い
う
美
豆
御

牧
の
地
理
的
特
徴
・
空
間
性
を
内
包
す
る
詞
が
導
く
、
『
古
今
集
』
の
本

歌
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
美
豆
御
牧
の
固
有
性
は
、
「
渡
り
す
る
」
一
語
が

担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
首
を
美
豆
御
牧
詠
と
し
て
成
立
さ
せ

る
に
は
、
あ
ま
り
に
小
さ
く
、
微
細
な
立
脚
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

定
家
は
本
百
首
で
、
伝
統
や
現
実
的
地
理
に
立
脚
し
て
、
歌
枕
の
固
有

性
を
保
と
う
と
し
た
。
し
か
し
、
類
想
に
陥
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
、
あ

か
ら
さ
ま
で
は
っ
き
り
と
し
た
結
び
付
き
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
美
豆
御

牧
詠
の
よ
う
に
、
な
ぜ
そ
の
歌
枕
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う

歌
枕
の
固
有
性
・
必
然
性
が
分
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の

で
あ
る
。
「
渡
り
す
る
」
と
い
う
た
っ
た
一
語
に
美
豆
御
牧
の
固
有
性
を

託
す
、
こ
う
し
た
方
法
を
、
大
歌
人
・
定
家
の
隔
絶
し
た
手
法
と
言
う
の

は
簡
単
で
あ
る
。
歌
枕
表
現
の
極
限
に
挑
む
、
冒
険
的
で
前
衛
的
な
姿
勢

を
本
百
首
に
見
い
だ
し
た
上
で
、
伝
統
と
独
創
の
両
立
、
そ
し
て
歌
枕
の

固
有
性
が
、
際
ど
く
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
、
定
家
の
晦
渋
さ
を
指

摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
岩
崎
禮
太
郎
『
新
古
今
歌
風
と
そ
の
周
辺
』
（
昭

・
笠
間
書
院
）
第
四

53

章
４
「
内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
定
家
・
家
隆
・
俊
成
女
の
歌
」

（
二
）
田
村
柳
壹
『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
』
（
平

・
笠
間
書
院
）
Ⅴ
一
「
建

10

保
三
年
内
裏
名
所
百
首
考

―
成
立
・
作
者
・
歌
題
・
伝
本
な
ど
の
基
礎
的

諸
問
題
を
め
ぐ
っ
て

―
」

（
三
）
田
中
初
恵
「
定
家
の
名
所
歌

―
内
裏
名
所
百
首
を
中
心
と
し
て

―
」

（
『
中
世
文
学
』

、
昭

・
５
）

32

62

（
四
）
伊
駒
山
の
所
在
地
を
、
歌
学
書
で
は
『
和
歌
初
学
抄
』
所
名
・
山
と
『
和

歌
色
葉
』
で
は
河
内
国
と
す
る
。
『
八
雲
御
抄
』
に
は
、
所
在
地
を
大
和
国

と
し
な
が
ら
も
、
「
両
国
名
所
歟
」
と
あ
る
。
本
百
首
に
は
、
歌
題
の
下
に

歌
枕
の
所
在
国
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
伊
駒
山
は
諸
本
間
で
「
大
和
国
」「
河

内
国
」
と
異
同
が
あ
る
が
、
こ
の
注
記
は
元
来
は
無
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
定
家
は
伊
駒
山
を
河
内
国
所
在
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。

（
五
）
今
井
明
「
建
保
期
の
歌
壇
」
（
和
歌
文
学
論
集
８
『
新
古
今
集
と
そ
の
時

代
』
平
３
・
風
間
書
房

所
収
）

（
六
）
田
尻
嘉
信
「
名
所
題
詠
の
成
立
」（
『
跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
３
、
昭

）
40

（
七
）
た
と
え
ば
、
俊
成
が
「
古
郷
の
た
よ
り
お
も
は
ぬ
な
が
め
か
な
花
ち
る
比

の
う
つ
の
や
ま
ご
え
」
（
『
新
宮
撰
歌
合
』
一
二

・
六
番
・
宮
内
卿
・
羈
中
見
レ
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花
・
右
・
持
）
に
対
し
て
「
う
つ
の
や
ま
ご
え
、
『
伊
勢
物
語
』
に
も
「
つ

た
か
へ
で
し
げ
り
て
」
な
ど
こ
そ
申
し
た
れ
、
花
に
は
よ
み
な
ら
は
さ
ず
や

は
べ
ら
ん
」
、
ま
た
「
宇
津
の
山
夕
越
え
来
れ
ば
霙
降
り
袖
ほ
し
か
ね
つ
哀

こ
の
旅
」
（
『
六
百
番
歌
合
』
冬
上
・
五
二
七

・
顕
昭
・
廿
四
番
・
左
・
持
）
に

対
し
て
「
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
に
、「
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
ゝ
に
も
」
な
ど
い

へ
る
所
に
も
、
霙
降
れ
り
と
も
見
え
ず
。
そ
の
故
な
き
な
ら
ば
、
霙
降
り
ぬ

べ
か
ら
ん
山
も
、「
哀
れ
こ
の
旅
」
と
い
は
ん
所
も
多
く
侍
ら
ん
か
し
。「
宇

津
の
山
」
、
故
無
く
て
は
、
さ
ま
で
拠
り
所
な
く
や
侍
ら
ん
」
と
批
判
し
て

い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
本
百
首
で
は
、
宇
津
山
は
春
十
二
首
目
に
設
題

さ
れ
て
い
る
が
、
俊
成
が
『
伊
勢
物
語
』
本
文
に
無
い
と
批
判
し
た
桜
花
を
、

順
徳
天
皇
・
知
家
・
康
光
が
詠
ん
で
い
る
。

（
八
）
渡
邉
裕
美
子
『
新
古
今
時
代
の
表
現
方
法
』
（
平

・
笠
間
書
院
）
第
五

22

章
「
『
内
裏
名
所
百
首
』
の
万
葉
名
所
歌
」
に
は
、
伊
香
保
沼
の
菖
蒲
を
、「
「
夏
」

で
「
沼
」
と
く
れ
ば
「
あ
や
め
」
を
連
想
す
る
の
は
、
王
朝
和
歌
の
常
識
で

あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
前
稿
で
は
、
歌
枕
と
四
季
と
の
結
び

付
き
に
本
歌
を
求
め
ら
れ
な
い
歌
枕
が
、
四
季
部
六
十
題
の
う
ち
十
三
題
あ

る
と
述
べ
た
が
、
伊
香
保
沼
が
抜
け
て
い
た
の
で
、
十
四
題
と
改
め
た
い
。

伊
香
保
沼
に
は
小
葱
も
し
く
は
杜
若
が
付
随
す
る
が
、
こ
れ
は
晩
春
の
景
物

で
あ
り
夏
と
は
結
び
付
か
な
い
た
め
で
あ
る
。

（
九
）
前
掲
注
（
八
）
渡
邉
氏
著
書

（
十
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
の
基
と
な
っ
た
口
頭
発
表
「
『
内
裏
名
所
百

首
』
組
題
の
方
法
」
（
和
歌
文
学
会
例
会
、
平

・

、
東
京
成
徳
短
期
大

17

12

学
）
を
行
っ
た
際
に
、
浅
田
徹
氏
か
ら
ご
教
示
を
受
け
た
。

（
十
一
）
こ
の
よ
う
な
、
本
歌
や
本
意
を
強
固
に
意
識
す
る
が
ゆ
え
に
成
立
す
る

逆
説
的
表
現
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
本
歌
の
否
定

―
藤
原
良
経
『
正
治
初

度
百
首
』
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
『
山
邊
道
』

、
平

・
３
）
で
論
じ
た
。

53

23

（
十
二
）
岩
崎
禮
太
郎
『
新
古
今
歌
風
と
そ
の
周
辺
』
（
昭

・
笠
間
書
院
）
第

53

三
章
３
「
内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
伝
統
の
継
承
と
創
造
」
、
田
尻
嘉
信
「
『
内

裏
名
所
百
首
』
小
考
」（
『
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
』

・

合
併
号
、
昭

31

32

59

・
４
）
、
前
掲
注
（
二
）
田
村
氏
著
書
、
三
木
麻
子
「
中
世
和
歌
の
展
開
と

歌
枕

―
建
保
三
年
内
裏
名
所
百
首
題
の
地
名
を
中
心
に
し
て

―
」（
『
歌

枕
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
平
６
・
世
界
思
想
社

所
収
）。

（
十
三
）
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
に
お
け
る
定
家
の
住
吉
浜
詠
に
つ
い
て

は
、
前
掲
注
（
八
）
渡
邉
氏
著
書
第
四
章
第
三
節
「
『
伊
勢
物
語
』
関
連
名

所
歌
」
、
及
び
同
氏
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
全
釈
』（
平

・
風
間
書
房
）

19

六
六

番
歌
補
説
に
詳
し
い
。

（
十
四
）
同
様
の
例
に
、
恋
歌
で
は
あ
る
が
、
筑
波
山
詠
が
上
げ
ら
れ
る
。

あ
し
ほ
山
や
ま
ず
心
は
つ
く
ば
ね
の
そ
が
ひ
に
だ
に
も
見
ら
く
な
き

こ
ろ

（
一
二
六
四

・
恋
〈
四
首
目
〉・
筑
波
山
）

こ
の
筑
波
山
詠
に
つ
い
て
は
、
「
内
談
事
」
に
「
『
そ
が
ひ
に
だ
に
も
』

と
は
な
ん
ぞ
と
候
は
ゞ
、
い
か
し
て
た
ま
は
り
候
べ
し
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
。「
そ
が
ひ
」
は
「
筑
波
祢
尓

曽
我
比
尓
美
由
流

安
之
保
夜
麻

安

ツ
ク
バ

ネ

ニ

ソ

ガ

ヒ

ニ

ミ

ユ

ル

ア

シ

ホ

ヤ

マ

ア

志
可
流
登
我
毛

左
祢
見
延
奈
久
尓
」（
『
万
葉
集
』
巻
十
四
・
三
三
九
一

・
相
聞

シ

カ

ル

ト

ガ

モ

サ

ネ

ミ

エ

ナ

ク

ニ

・
常
陸
国
歌
、
底
本
傍
訓
第
四
句
「
ア
シ
カ
ル
ト
ワ
レ
モ
」
）
に
拠
る
詞
で
、

『
五
代
簡
要
』
に
「
山
ソ
ガ
ヒ

つ
く
ば
ね
に
そ
が
ひ
に
み
ゆ
る
あ
し
ほ
山
」
、

常

陸

『
八
雲
御
抄
』
巻
五
名
所
部
・
山
に
「
同
（
筑
波
）

あ
し
ほ[

つ
く
ば
ね
の
そ
が

安

之

保

ひ
に
み
ゆ
る]

」
と
見
え
る
。
定
家
歌
も
こ
の
万
葉
歌
を
本
歌
取
り
し
、
筑

波
嶺
と
足
尾
山
と
の
位
置
関
係
を
、
空
間
表
現
と
し
て
一
首
に
取
り
込
ん
で

い
る
。

（
十
五
）
前
掲
注
（
八
）
渡
邉
氏
著
書
に
指
摘
が
あ
る
。

（
十
六
）
久
保
田
淳
「
定
家
と
信
濃
国
の
歌
枕
」（
『
古
典
和
歌
必
携
』
平
５
・
学

燈
社
）
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和
歌
の
歌
番
号
は
、
『
万
葉
集
』
は
旧
編
国
歌
大
観
番
号
、
他
は
新
編
国
歌

大
観
番
号
に
拠
る
。
本
文
の
引
用
は
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
和
歌
は
新
編

国
歌
大
観
に
、
歌
論
・
歌
学
書
は
日
本
歌
学
大
系
に
拠
る
。『
拾
遺
愚
草
』『
五

代
簡
要
』
『
和
歌
初
学
抄
』『
後
拾
遺
集
』
『
詠
歌
一
体
』
…
冷
泉
家
時
雨
亭

叢
書
（
朝
日
新
聞
社
）
、『
内
裏
名
所
百
首
』
…
『
内
裏
名
所
百
首

曼
殊
院

蔵
』（
昭

・
臨
川
書
店
）
、『
万
葉
集
』
…
『
校
本
万
葉
集

別
冊
一
～
三
廣

58

瀬
本
』（
平
６
・
岩
波
書
店
）
、
『
古
今
集
』
『
新
古
今
集
』
『
壬
二
集
』
…
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書
（
臨
川
書
店
）
、『
八
雲
御
抄
』
…
『
八

雲
御
抄

伝
伏
見
院
筆
本
』（
平

・
和
泉
書
院
）
、「
名
所
百
首
哥
之
時
与
家

17

隆
卿
内
談
事
」
…
『
歌
論
集

一
』（
昭

・
三
弥
井
書
店
）
、『
伊
勢
物
語
』

46

『
源
氏
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
、『
六
百
番
歌
合
』

『
海
道
記
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
、『
白
氏
文
集
』
…
『
金

澤
文
庫
本

白
氏
文
集
』（
昭

・
財
団
法
人
大
東
急
文
庫
）

58

［
付
記
］

『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
第

号
が
発
刊
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
和
歌
文
学
の

30

勉
強
会
で
あ
る
あ
す
な
ろ
会
が
発
足
し
て
今
年
で
十
年
を
迎
え
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
論
文
を
投
稿
し
た
。
第
一
回
あ
す
な
ろ
会
は
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
。
当
時

Ｏ
Ｄ
で
あ
っ
た
私
に
、
博
士
一
年
生
の
阿
尾
あ
す
か
さ
ん
、
修
士
一
年
生
の
舟
見

一
哉
君
・
人
形
寺
英
利
子
さ
ん
が
、
和
歌
の
勉
強
会
を
し
た
い
と
言
い
出
し
て
く

れ
て
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
初
、
京
都
大
学
の
院
生
の
み
で
始
め
た
会
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
、
他
の
大
学
院
に
在
籍
す
る
人
、
大
学
院
を
出
た
人
も
参
加
し

て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
京
都
大
学
の
院
生
を
中
心
と
は
す
る
が
、

若
手
の
和
歌
文
学
研
究
者
に
よ
る
勉
強
会
と
い
う
性
格
で
続
い
て
い
る
。

十
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
何
か
記
念
と
な
る
形
で
残
し
た

い
と
考
え
、
『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
に
会
員
諸
氏
（
阿
尾
・
有
松
・
関
本
）

が
論
文
を
投
稿
し
た
次
第
で
あ
る
。
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
分

か
る
通
り
、
会
員
の
研
究
対
象
は
和
歌
だ
け
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
会
員
諸
氏

は
、
あ
す
な
ろ
会
で
の
研
究
発
表
を
通
じ
て
、
研
究
の
楽
し
さ
や
難
し
さ
を
共
有

し
て
き
た
。
会
が
始
ま
っ
た
当
時
か
ら
比
べ
る
と
、
私
を
含
め
、
就
職
し
て
関
西

を
離
れ
て
い
る
者
も
い
る
。
各
自
が
仕
事
や
家
庭
を
持
ち
、
年
々
研
究
会
に
参
加

し
づ
ら
く
な
る
状
況
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
に
会
を
重
ね
て
ゆ
け
る
こ
と
を
、
と

て
も
喜
ば
し
く
思
う
。

（
こ
や
ま

じ
ゅ
ん
こ
・
国
文
学
研
究
資
料
館
准
教
授
）


