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は
じ
め
に

素
性
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
三
六
首
の
和
歌
が
収
載
さ
れ
、
撰
者
で
あ
る
紀

貫
之
、
凡
河
内
躬
恒
、
紀
友
則
に
次
い
で
四
番
目
に
多
く
、
撰
者
の
一
人
で
あ

る
壬
生
忠
岑
と
並
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
素
性
は
撰
者
を
除
く
と
入
集
歌
数
第

一
位
の
歌
人
と
な
る
。『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
素
性
の
歌
は
多
く
の
部
立

に
幅
広
く
収
載
さ
れ
て
お
り
、
素
性
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
た
ち
か
ら
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
、『
古
今
和
歌
集
』
成
立
時
に
素
性
が
卓
越
し
た
歌

人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
三
六
首
が
入
集
さ
れ
た
素
性

の
歌
の
う
ち
、
僧
と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
恋
歌
一
か
ら
恋
歌
五
ま
で
の
恋

部
に
は
計
九
首
の
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
素
性
の
ど
の
よ
う
な
歌
が

『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
表
現
の
傾
向
を
明
ら
か
に

す
る
。

一　

屛
風
歌
作
者
と
し
て
の
素
性

　
　

寛
平
御
時
御
屛
風
に
歌
か
か
せ
給
ひ
け
る
時
、

　
　

詠
み
て
書
き
け
る                

忘
草
な
に
を
か
種
と
思
ひ
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り

（
恋
歌
五
・
八
〇
二
・
素
性
法
師
）

恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
の
う
ち
、
詞
書
が
あ
る
歌
は
右
に
挙
げ
た
一

首
の
み
で
あ
る
。
詞
書
か
ら
こ
の
歌
が
宇
多
天
皇
の
時
代
に
詠
ま
れ
た
屛
風
歌

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
お
い
て
、
屛
風
歌
で
あ
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
当
該
歌
の
み
で
あ
り
、
八
〇
二
番
は
歌
恋
の
情

趣
を
詠
ん
だ
屛
風
歌
と
し
て
撰
者
た
ち
に
評
価
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

素
性
の
屛
風
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
右
の
歌
を
含
め
て
四
首
収
載
さ
れ

て
い
る
。
素
性
の
屛
風
歌
で
詠
歌
時
期
の
早
い
歌
と
し
て
、
次
の
『
古
今
和
歌

集
』
二
九
三
番
歌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、

　
　

御
屛
風
に
竜
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
を
か

　
　

け
り
け
る
を
題
に
て
よ
め
る

も
み
ぢ
葉
の
流
れ
て
と
ま
る
み
な
と
に
は
紅
深
き
波
や
た
つ
ら
む

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
九
三
・
素
性
）

ち
は
や
ぶ
る
神
世
も
聞
か
ず
た
つ
た
河
か
ら
紅
に
水
く
く
る
と
は

『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
お
け
る
素
性
歌

谷
　
　
崎
　
　
た
ま
き
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（
古
今
集
・
秋
下
・
二
九
四
・
業
平
朝
臣
）

右
に
挙
げ
た
二
首
は
屛
風
に
描
か
れ
た
「
竜
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
」
の

絵
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
詞
書
の
「
二
条
の
后
」
と
は
藤
原
高
子
を
指

し
、
こ
れ
ら
の
歌
が
、
高
子
が
「
東
宮
の
御
息
所
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
に
詠
ま

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
高
子
が
「
東
宮
の
御
息
所
」
で
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
、

高
子
が
東
宮
の
母
の
御
息
所
で
あ
っ
た
時
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る⑴
。
そ
れ

に
従
っ
て
考
え
る
と
、
高
子
の
子
で
あ
る
貞
明
親
王
は
、
貞
観
十
年
（
八
六
八
）

に
生
ま
れ
、
翌
年
に
は
立
太
子
、
翌
年
の
十
一
月
に
受
禅
し
て
元
慶
元
年
（
八

七
七
）
に
豊
楽
殿
に
お
い
て
即
位
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
藤
原
高
子
が
東
宮
の

御
息
所
と
呼
ば
れ
た
の
は
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
か
ら
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）

の
七
年
間
で
、
右
の
二
首
の
詠
歌
時
期
も
こ
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

高
子
が
貞
明
親
王
を
出
産
す
る
際
に
建
立
さ
れ
た
元
慶
寺
は
、
素
性
の
父
で

あ
る
遍
照
が
御
持
僧
で
あ
り
、
素
性
が
早
い
時
期
に
こ
の
歌
を
詠
む
機
会
を
得

た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
縁
が
背
景
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
縁
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、『
古
今
和
歌
集
』
二
九
三
・
二
九
四
番
歌
を

通
し
て
、
素
性
が
貞
観
年
間
に
は
既
に
藤
原
高
子
に
召
さ
れ
て
六
歌
仙
の
一
人

に
数
え
ら
れ
る
業
平
と
並
ん
で
屛
風
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
素
性
は
屛
風
歌
を
詠
む
だ
け
で
な
く
、
書
き
手
と
し
て
も
優
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る⑵
。
八
〇
二
番
の
詞
書
き
に
「
御
屛
風
に
歌
か
か
せ
給

ひ
け
る
時
」
と
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
、『
古
今
和
歌
集
』
三
五
三
番
歌
の
詞

書
に
は
「
元
康
の
皇
子
の
七
十
の
賀
の
う
し
ろ
の
屛
風
に
詠
み
て
書
き
け
る
」、

三
五
七
番
歌
の
詞
書
に
は
「
尚
侍
の
、
右
大
将
藤
原
朝
臣
の
四
十
の
賀
し
け
る

時
に
、
四
季
の
絵
か
け
る
う
し
ろ
の
屛
風
に
書
き
た
り
け
る
と
き
」
と
あ
り
、

素
性
が
歌
を
詠
む
だ
け
で
な
く
、
書
き
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
『
続
後
撰
和
歌
集
』
一
一
三
七
番

歌
の
詞
書
に
は
「
法
師
を
め
し
て
御
屛
風
歌
書
か
せ
ら
れ
け
る
に
、
ま
か
り
い

で
け
る
時
、
御
前
に
め
し
て
お
ほ
み
き
た
ま
ひ
け
る
つ
い
で
に
、
御
さ
か
づ
き

た
ま
は
す
と
て
」
と
あ
り
、
素
性
が
屛
風
歌
を
詠
み
書
き
す
る
腕
前
は
醍
醐
天

皇
に
召
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
素
性
は
屛
風
歌
が
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
醍

醐
朝
以
前
か
ら
い
く
つ
も
の
屛
風
歌
を
詠
み
、
書
き
手
と
し
て
も
活
躍
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
素
性
は
、『
古
今
和
歌
集
』
撰
集
の
こ
ろ
に
は
六
十
代
に

差
し
掛
か
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
貫
之
な
ど
の
『
古
今
和
歌
集
』
撰
者
に

と
っ
て
素
性
は
年
齢
的
に
も
歌
人
と
し
て
の
経
験
も
先
輩
に
あ
た
る
。『
貫
之

集
』
に
は
素
性
の
死
に
際
し
て
詠
ん
だ
貫
之
と
躬
恒
の
哀
傷
歌
が
残
さ
れ
て
お

り
、
素
性
は
先
輩
歌
人
と
し
て
撰
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る⑶
。
素
性
は
『
古
今
和
歌
集
』
編
纂
当
時
、
既
に
屛
風
歌
作
者
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
唯
一
の
屛
風
歌
と
し
て
八
〇

二
番
歌
が
入
集
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

女
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌

音
に
の
み
菊
の
白
露
夜
は
お
き
て
昼
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
け
ぬ
べ
し 

 

（
恋
歌
一
・
四
七
〇
・
素
性
法
師
）  

秋
風
の
身
に
寒
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き
人
を
ぞ
た
の
む
暮
る
る
夜
ご
と
に 

 

（
恋
歌
二
・
五
五
五
・
素
性
法
師
） 

は
か
な
く
て
夢
に
も
人
を
見
つ
る
夜
は
朝
の
と
こ
ぞ
起
き
う
か
り
け
る 

 

（
恋
歌
二
・
五
七
五
・
素
性
法
師
）

今
来
む
と
言
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
か
な 

 

（
恋
歌
四
・
六
九
一
・
素
性
法
師
）
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秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
う
つ
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

 

（
恋
歌
四
・
七
一
四
・
素
性
法
師
）

底
ひ
な
き
淵
や
は
さ
わ
ぐ
山
河
の
浅
き
瀬
に
こ
そ
あ
だ
な
み
は
た
て

 

（
恋
歌
四
・
七
二
二
・
素
性
法
師
）

思
ふ
と
も
か
れ
な
む
人
を
い
か
が
せ
む
あ
か
ず
散
り
ぬ
る
花
と
こ
そ
見
め

 

（
恋
歌
五
・
七
九
九
・
素
性
法
師
）

秋
の
田
の
い
ね
て
ふ
こ
と
も
か
け
な
く
に
何
を
憂
し
と
か
人
の
か
る
ら
む

 

（
恋
歌
五
・
八
〇
三
・
素
性
法
師
）

右
に
挙
げ
た
八
首
は
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
題
知
ら
ず
の
素
性
の
歌
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
屛
風
歌
、
八
〇
二
番
歌
以
外
の
八
首
に
は
詞
書
が
な
く
、
詠
歌
状

況
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
八
首
の
和
歌
を
見
て
み
る
と
、『
古

今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
に
は
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
が

多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
五
五
五
番
歌
は
秋
風
が
身
に
し
み
て
寒
い
の
で
、
夜
に

な
る
ご
と
に
つ
れ
な
い
男
の
訪
れ
を
期
待
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
、
と
い
う
趣
旨

の
歌
で
あ
り
、
秋
風
の
冷
た
い
こ
と
を
契
機
と
し
て
つ
れ
な
い
男
の
訪
れ
を
あ

て
に
し
て
し
ま
う
、
待
つ
女
性
の
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る
。

ま
た
、
後
に
『
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
た
六
一
九
番
歌
は
、
男
が
今
す
ぐ

に
来
る
と
言
っ
た
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
が
出
る
ま
で
男
の
訪
れ
を
待
っ

て
し
ま
っ
た
、
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
顕
昭
の
『
顕

注
密
勘
』
に
「
長
月
の
在
明
の
月
と
は
、
な
が
月
の
夜
の
な
が
き
に
在
明
の
月

の
い
づ
る
ま
で
人
を
待
と
よ
め
り
。
大
方
万
葉
に
も
、
な
が
つ
き
の
在
明
の
月

と
つ
け
た
る
歌
あ
ま
た
あ
り
」
と
い
う
女
が
一
夜
男
の
訪
れ
を
待
っ
た
と
す
る

注
が
あ
る
一
方
、
定
家
は
「
大
略
同
じ
。
今
こ
む
と
い
ひ
し
ひ
と
を
月
来
待
つ

程
に
秋
も
く
れ
月
さ
へ
在
明
に
な
り
ぬ
と
ぞ
、
よ
み
侍
り
け
ん
。
こ
よ
ひ
ば
か

り
は
な
ほ
心
づ
く
し
な
ら
ず
や
」
と
し
て
女
が
何
か
月
も
待
っ
た
と
い
う
月
来

説
を
提
唱
し
、
以
来
一
夜
説
と
月
来
説
の
両
説
が
対
立
し
て
い
る⑷
。
し
か
し
、

こ
の
歌
も
ま
た
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
の
一
首
と
い
え
る
。

七
九
九
番
歌
は
、
あ
の
人
の
こ
と
を
思
っ
て
い
て
も
、
離
れ
て
い
こ
う
と
す

る
人
を
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
満
足
し
な
い
う
ち
に
散
っ
て
し
ま
う

花
だ
と
思
っ
て
見
よ
う
、
と
詠
み
、「
離
れ
な
む
人
」
を
惜
し
ん
で
い
る
。
こ

こ
で
い
う
「
離
れ
な
む
人
」
は
男
を
指
す
の
か
、
女
を
指
す
の
か
。『
古
今
和

歌
集
』
の
恋
歌
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
離
る
」
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
小

野
小
町
の
「
み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
海
人
の
足

た
ゆ
く
来
る
」（
古
今
集
・
恋
歌
三
・
六
二
三
）
で
は
「
離
れ
」
と
「
刈
れ
」

の
掛
詞
と
し
て
用
い
、
男
が
絶
え
る
こ
と
な
く
通
っ
て
く
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
業
平
の
「
今
ぞ
知
る
苦
し
き
も
の
と
人
待
た
む
里

を
ば
離
れ
ず
と
ふ
べ
か
り
け
り
」（
古
今
集
・
雑
歌
下
・
九
六
九
）
で
は
自
分

の
こ
と
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
女
の
里
に
絶
え
る
こ
と
な
く
通
う
べ
き
で
あ
っ

た
、
と
詠
ん
で
お
り
、「
離
る
」
は
い
ず
れ
も
男
が
女
の
元
に
通
わ
な
く
な
る
、

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
素
性
の
七
九
九
番

歌
は
、
自
分
の
も
と
に
通
っ
て
く
る
男
の
足
が
遠
の
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
き
、
そ
の
男
を
満
足
す
る
前
に
散
っ
て
し
ま
う
花
だ
と
思
お
う
と
す
る
、

女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、「
秋
の

田
の
稲
」
と
い
う
風
景
か
ら
掛
詞
を
駆
使
し
、
飽
き
た
の
で
去
っ
て
し
ま
え
な

ど
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
何
を
い
や
だ
と
思
っ
て
あ
の
人
は
離

れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
詠
む
八
〇
三
番
の
歌
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
、

や
は
り
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
全
九

首
の
う
ち
、
四
首
が
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
素
性
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は
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
一
つ
考
え
ら
れ
る
の

は
、
先
に
も
述
べ
た
屛
風
歌
の
作
者
と
し
て
の
技
術
で
あ
る
。
女
の
立
場
で
詠

ま
れ
た
歌
は
虚
構
の
恋
歌
で
あ
る
。
屛
風
歌
は
屛
風
に
描
か
れ
た
絵
図
に
歌
を

書
き
添
え
る
が
、
画
中
の
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
歌
を
詠
む
こ
と
が
そ
の
常
套

手
段
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
詠
歌
状
況
の
わ
か
ら
な
い
こ
れ
ら
の
歌
も
、
屛
風

に
描
か
れ
た
女
性
の
立
場
に
立
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
も
、
屛
風
歌
作
者
と
し
て
画
中
の
人
物
の

立
場
で
歌
を
詠
む
こ
と
を
通
し
て
、
女
の
立
場
で
歌
を
詠
む
こ
と
に
長
け
て
い

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
男
性
で
あ
り
な
が
ら
女
の
立
場
で
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
つ
い
て
、
素

性
の
父
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
父
・
遍
照
は
六
歌
仙
の
一
人
で

あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
二
首
の
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ

き
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
歌
も
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

我
が
宿
は
道
も
な
き
ま
で
荒
れ
に
け
り
つ
れ
な
き
人
を
待
つ
と
せ
し
ま
に

 

（
古
今
集
・
恋
歌
五
・
七
七
〇
・
僧
正
遍
照
）

今
来
む
と
言
ひ
て
別
れ
し
朝
よ
り
思
ひ
く
ら
し
の
音
を
の
み
ぞ
な
く

 

（
古
今
集
・
恋
歌
五
・
七
七
一
・
僧
正
遍
照
）

七
七
〇
番
歌
は
つ
れ
な
い
人
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
る
間
に
私
の
家
は
道
が
見

え
な
く
な
る
ほ
ど
に
荒
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
詠
み
、
七
一
番
歌
は
す
ぐ
に
来
る

と
言
っ
て
別
れ
た
朝
か
ら
、
私
は
毎
日
あ
な
た
を
思
い
な
が
ら
日
を
暮
ら
し
、

蜩
の
よ
う
に
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
い
る
、
と
詠
ん
で
お
り
、
ど
ち
ら
も
男
の
訪

れ
を
待
つ
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
七
七

一
番
歌
は
「
今
来
む
と
」
と
い
う
初
句
が
素
性
の
六
九
一
番
歌
「
今
来
む
と
言

ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
か
な
」
と
初
句
を
同
じ
く

し
、
素
性
の
六
九
一
番
歌
、
遍
照
の
七
七
一
番
歌
は
共
に
、
今
す
ぐ
に
来
る
と

男
に
言
わ
れ
た
た
め
に
、
来
な
い
男
の
訪
れ
を
待
ち
続
け
る
女
の
立
場
で
詠
ま

れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
遍
照
の
歌
と
素
性
の
歌
が
同
じ
場
で
詠

ま
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
前
後
関
係
が
あ
る
も
の
な
の
か
は
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
女
の
立
場
で
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
の
嘆

き
を
親
子
で
複
数
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

男
が
女
の
立
場
で
歌
を
詠
む
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
、『
古
今
和
歌
集
』

に
収
載
さ
れ
る
次
の
贈
答
歌
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

　
　

業
平
朝
臣
の
家
に
は
べ
り
け
る
女
の
も
と
に
、
よ
み
て
つ

　
　

か
は
し
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
涙
川
袖
の
み
濡
れ
て
あ
ふ
よ
し
も
な
し

 

（
古
今
集
・
恋
歌
三
・
六
一
七
・
敏
行
朝
臣
）

　
　

か
の
女
に
代
は
り
て
返
し
に
よ
め
る　
　

浅
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
川
身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
た
の
ま
む

 

（
古
今
集
・
恋
歌
三
・
六
一
八
・
業
平
朝
臣
）

右
に
挙
げ
た
贈
答
歌
の
答
歌
は
、
業
平
が
女
の
歌
を
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
成
立
当
時
、
男
性
が
女
性
が
詠
む
歌
を
代
作
す
る
こ
と
は
珍

し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
素
性
や
遍
照
が
女
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
は
、

い
ず
れ
も
女
の
立
場
で
男
の
訪
れ
を
待
ち
嘆
く
独
詠
歌
で
あ
り
、
代
作
で
詠
ま

れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

男
が
女
の
立
場
で
、
男
の
訪
れ
を
待
ち
嘆
く
歌
を
詠
む
と
い
う
遍
照
と
素
性
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の
共
通
点
に
は
、
閨
怨
詩
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
閨
怨
詩
と
は
、『
玉
台
新

詠
』
に
多
く
収
載
さ
れ
て
お
り
、
男
性
詩
人
が
孤
閨
の
女
性
の
立
場
に
な
っ
て
、

帰
ら
ぬ
夫
を
嘆
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
早
く
は
『
凌
雲
集
』
に

一
首
見
え
、『
文
華
秀
麗
集
』
に
は
隆
盛
を
迎
え
「
艶
情
」
の
詩
群
が
成
立
し

て
い
る
。
井
実
充
史
氏
は
閨
艶
詩
に
つ
い
て
「
男
性
が
女
性
の
内
面
を
思
い

や
っ
て
描
い
た
、
い
わ
ば
想
像
の
産
物
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
お
り⑸
、
素
性
や

遍
照
の
女
性
仮
託
の
歌
に
通
じ
る
詩
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

中
野
方
子
氏
は
、
漢
籍
や
仏
典
に
見
ら
れ
る
表
現
の
「
型
」
を
照
射
す
る
こ

と
で
、
和
歌
で
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
語
誕
生
の
過
程
を
明
確
化
さ
れ
た
。
そ
の

中
で
、
閨
怨
詩
に
お
け
る
類
型
素
材
の
一
つ
と
し
て
「
孤
閨
寒
風
」
の
影
響
を

指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
素
性
の
歌
を
含
む
次
の
三
首

を
挙
げ
て
い
る⑹
。

秋
風
の
身
に
寒
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き
人
を
ぞ
た
の
む
暮
る
る
夜
ご
と
に

 

（
恋
歌
二
・
五
五
五
・
素
性
）

来
ぬ
人
を
待
つ
夕
暮
の
秋
風
は
い
か
に
吹
け
ば
か
わ
び
し
か
る
ら
む

 

（
恋
歌
五
・
七
七
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

吹
き
ま
よ
ふ
野
風
を
寒
み
秋
は
ぎ
の
う
つ
り
も
行
く
か
人
の
心
の

 

（
恋
歌
五
・
七
八
一
・
雲
林
院
の
み
こ
）

中
野
氏
は
、「
昭
陽
辞
恩
寵　

長
信
独
離
居　

団
扇
含
愁
詠　

秋
風
怨
有
余
」

（
嵯
峨
天
皇
「
婕
妤
怨
」『
文
華
秀
麗
集
』
五
八
）
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
「
秋
風
」

が
「
秋
閨
怨
」
の
素
材
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
恋
人
を
待
ち
わ
び
る
女
性

の
立
場
に
立
っ
て
詠
む
『
古
今
集
』
の
恋
歌
に
見
ら
れ
る
「
風
」
は
、
帰
ら
ぬ

夫
を
待
つ
妻
を
歌
う
閨
怨
詩
の
類
型
素
材
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
可
能
性

が
高
い
」
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素

性
歌
を
見
て
み
る
と
、
次
に
挙
げ
る
七
一
四
番
歌
も
ま
た
「
秋
閨
怨
」
の
素
材

で
あ
る
「
秋
風
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
う
つ
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

 

（
恋
歌
四
・
七
一
四
・
素
性
法
師
）

こ
の
歌
は
秋
風
に
「
飽
き
」
の
掛
詞
を
活
か
し
、
秋
風
が
吹
い
て
山
の
木
の

葉
が
色
を
変
え
る
と
、
飽
き
風
に
よ
っ
て
あ
の
人
の
心
も
ど
う
だ
ろ
う
か
、
心

変
わ
り
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
不
安
な
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ

る
。『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
は
「
初
雁
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
世
の
中
の
人
の

心
の
秋
し
う
け
れ
ば
」（
古
今
集
・
恋
五
・
八
〇
四
・
紀
貫
之
）
な
ど
の
よ
う

に
秋
に
「
飽
き
」
の
意
を
掛
け
て
恋
人
が
自
分
に
飽
き
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
い

た
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。
歌
を
詠
ん
だ
だ
け
で
は
、
こ
れ
が
男
女
ど
ち
ら
の
立

場
で
詠
ま
れ
た
か
を
確
定
で
き
る
決
定
的
な
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
秋
風
が
契
機
と
な
っ
て
恋
の
嘆
き
を
詠
む
と
い
う
点
で
は
五
五
五
番

と
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
「
秋
風
」
を
「
閨
怨
詩
」
の
素
材
に
由
来
す
る
表
現

と
考
え
た
場
合
、
七
一
四
番
歌
も
ま
た
、
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
が
、
秋
風
に

よ
っ
て
相
手
の
心
変
わ
り
を
予
感
し
、
不
安
に
思
う
女
の
立
場
で
詠
ん
だ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

ま
た
、
中
野
氏
は
「
月
」
も
ま
た
閨
怨
詩
の
素
材
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
指

摘
す
る
。
閨
怨
詩
の
影
響
下
に
あ
る
可
能
性
の
あ
る
歌
と
し
て
次
の
素
性
の
歌

を
挙
げ
る
が
、
本
格
的
な
閨
怨
の
「
月
」
は
、
勅
撰
集
に
お
い
て
は
も
う
少
し
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時
代
が
下
っ
て
か
ら
登
場
す
る
と
し
て
い
る
。

今
来
む
と
言
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
か
な

 

（
恋
歌
四
・
六
九
一
・
素
性
法
師
）

こ
の
歌
も
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
待
つ
女
の
立
場
に
な
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
で

あ
る
。
中
野
氏
の
指
摘
に
付
け
加
え
る
と
、
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
る
「
有
明
の
月
」

は
明
け
方
の
月
を
意
味
す
る
が
、『
文
華
秀
麗
集
』
に
は
「
日
暮
深
宮
裡　

重

門
閉
不
開　

秋
風
驚
桂
殿　

暁
月
照
蘭
台
」（「
長
門
怨
」『
文
華
秀
麗
集
』
嵯

峨
天
皇
）
や
「
昭
陽
辞
恩
寵　

長
信
独
離
居　

団
扇
含
愁
詠　

秋
風
怨
有
余
」

（
嵯
峨
天
皇
「
婕
妤
怨
」『
文
華
秀
麗
集
』
五
八
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
暁
月
」

に
通
じ
る
素
材
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
夜
を
通
し
て
男
の
訪
れ
を
待

つ
女
が
明
け
方
の
月
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
閨
怨
詩
に
由
来
す
る
表
現
方

法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
中
野
氏
は
遍
照
の
七
七
〇
番
歌
に
つ
い
て
も
「
秋
閨
怨
」
の
「
廃

屋
の
風
景
」
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

我
が
宿
は
道
も
な
き
ま
で
荒
れ
に
け
り
つ
れ
な
き
人
を
待
つ
と
せ
し
ま
に

 

（
古
今
集
・
恋
歌
五
・
七
七
〇
）

来
な
い
人
の
訪
れ
を
待
つ
う
ち
に
道
が
な
く
な
る
ま
で
に
草
が
生
い
茂
る
、
と

い
う
こ
の
歌
は
、「
昔
邪
生
戸
牖　

庭
内
成
林
」（「
情
詩
五
首
」『
玉
台
新
詠
』

巻
二
）
の
よ
う
に
、
荒
廃
し
た
女
の
家
と
草
の
繁
茂
は
夫
の
い
な
く
な
っ
た
家

を
表
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
先
に
挙
げ
た
秋
風
や
、
荒
廃
し
た
女
の

家
は
、
素
性
や
遍
照
の
歌
に
限
ら
ず
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、
閨
怨
詩
に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
和
歌
の
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
男
性
で
あ
る
遍
照
や
素
性
が
女
の
立
場
で
男
の

訪
れ
を
待
ち
嘆
く
歌
を
詠
む
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
閨
怨
詩
の
形
式

に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
遍
照
と
素
性
に
共
通
す
る
一
つ
の

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
遍
照
と
素
性
は
ど
の
よ
う
な
場
で
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ

う
か
。
片
桐
洋
一
氏
は
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
で
、
素
性
と
遍
照
が
女
の
立

場
に
立
っ
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
触
れ
て
「
素
性
や
遍
照
が
虚
構
の
歌
を

作
り
、
心
を
許
し
合
っ
た
人
々
が
集
ま
っ
た
場
で
、
披
講
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
」

と
述
べ
て
お
り⑺
、
仲
間
内
で
の
芝
居
が
か
っ
た
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
若
き

日
の
素
性
は
常
康
親
王
と
遍
照
を
中
心
と
し
て
雲
林
院
で
行
わ
れ
て
い
た
文
学

活
動
に
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
の
作
歌
活
動
が
素
性
の
和
歌
の

基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
常
康
親
王
は
、
父
で
あ
る
仁
明
天

皇
が
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
に
崩
御
し
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
文
徳
天
皇

が
即
位
す
る
と
、
翌
年
の
仁
寿
元
年
（
八
五
一
）
に
出
家
し
、
雲
林
院
に
住
ん

で
詩
作
に
ふ
け
っ
た
。
常
康
親
王
と
遍
照
は
と
も
に
仁
明
天
皇
の
死
を
契
機
に

出
家
し
、
貞
観
十
一
年
に
常
康
親
王
が
没
す
る
ま
で
の
間
、
遍
照
と
深
く
関

わ
っ
て
い
た
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
遍
照
・
素
性
親
子
が
常
康
親
王
と
交
流

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
収
載
さ
れ
る
次
の
二
首
か
ら
も
窺

え
る
。

　
　

雲
林
院
の
み
こ
の
も
と
に
、
花
見
に
、
北
山
の
辺
に

　
　

ま
か
れ
り
け
る
時
に
よ
め
る　
　
　
　
　

い
ざ
今
日
は
春
の
山
辺
に
ま
じ
り
な
ん
く
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
影
か
は

 

（
古
今
集
・
春
歌
下
・
九
五
・
素
性
）
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雲
林
院
の
み
こ
の
舎
利
会
に
山
に
の
ぼ
り
て
か
へ
り
け
る
に
、

　
　

桜
の
花
の
も
と
に
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　

山
風
に
桜
吹
き
巻
き
乱
れ
な
む
花
の
ま
ぎ
れ
に
君
と
ま
る
べ
く

 

（
古
今
集
・
離
別
歌
・
三
九
四
・
僧
正
遍
照
）

蔵
中
ス
ミ
氏
は
雲
林
院
で
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
、
雲
林
院
で
詠
ま
れ
た
漢

詩
が
複
数
残
る
こ
と
か
ら
、
漢
詩
が
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
時
代
に
は
漢
詩
文
製
作

の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る⑻
。
し
か
し
、
遍
照
や
素
性
の
漢
詩

は
一
首
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
雲
林
院
で
の
作
詩
活
動
に
遍
照
・
素
性
親
子
が
参

加
し
て
い
た
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
素
性
が
こ
の
よ
う
な
場

に
身
を
置
い
て
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
漢
詩
の
教
養
を
身
に
着

け
る
機
会
は
十
分
に
あ
っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は

中
野
氏
が
「
秋
風
」
が
「
秋
閨
怨
」
の
素
材
で
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
の
恋

歌
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
し
て
例
に
挙
げ
ら
れ
た
「
吹
き
ま
よ
ふ
野
風
を
寒

み
秋
は
ぎ
の
う
つ
り
も
行
く
か
人
の
心
の
」（
恋
歌
五
・
七
八
一
・
雲
林
院
の

み
こ
）
の
作
者
、
雲
林
院
の
み
こ
と
は
、
こ
の
常
康
親
王
な
の
で
あ
る
。『
古

今
和
歌
集
』
恋
部
に
お
い
て
、
男
性
で
あ
り
な
が
ら
女
の
立
場
で
恋
の
歌
を
詠

み
、
そ
こ
に
閨
怨
詩
の
影
響
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
歌
を
詠
ん
だ
素
性
・
遍

照
・
常
康
親
王
は
み
な
雲
林
院
で
の
文
学
活
動
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

素
性
が
雲
林
院
で
文
芸
を
学
ん
だ
の
は
ま
だ
若
い
こ
ろ
と
想
定
さ
れ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
に
は
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た

歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
父
で
あ
る
遍
照
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
れ
ら
が
閨
怨
詩
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が

雲
林
院
で
の
文
学
活
動
を
通
し
て
身
に
着
け
た
歌
の
詠
み
方
で
あ
る
可
能
性
に

つ
い
て
指
摘
し
た
。『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
九
首
中
四
首
、
閨

怨
詩
の
影
響
を
認
め
て
七
一
四
番
歌
を
女
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
と
認
め
る
の
な

ら
ば
五
首
の
歌
が
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、
こ
う
し
た
素
性
の
歌
が

撰
者
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

三　

新
古
の
融
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

素
性
法
師

音
に
の
み
き
く
の
白
露
夜
は
お
き
て
昼
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
べ
し

 

（
古
今
集
・
恋
歌
一
・
四
七
〇
）

右
に
挙
げ
た
四
七
〇
番
歌
は
掛
詞
や
縁
語
と
い
っ
た
修
辞
を
駆
使
し
た
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
特
徴
的
な
修
辞
を
盛
り
込
ん
で
お
り
、『
古
今
和
歌
集
』
中

で
も
ひ
と
際
複
雑
に
修
辞
が
用
い
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
ま
ず
、「
き
く
」
に
「
菊
」

と
「
聞
く
」、「
お
き
」
に
「
露
が
置
く
」
と
「
起
き
る
」、「
思
ひ
」
の
「
ひ
」

に
は
露
を
消
し
て
し
ま
う
「
日
」、「
消
ぬ
」
に
は
「（
露
が
）
消
え
る
」
と
「（
私

が
）
死
ぬ
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
は
二
句
目
ま
で
が

序
詞
で
、
主
想
と
な
る
第
三
句
以
下
の
中
に
序
詞
の
一
部
の
縁
語
も
あ
る
と
い

う
複
雑
な
構
造
で
成
り
立
っ
て
い
る
。「
噂
に
だ
け
聞
い
て
、
夜
は
眠
れ
ず
起

き
て
い
て
、
昼
は
恋
の
思
い
に
堪
え
切
れ
ず
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
だ
」
と
い
う

人
事
の
文
脈
と
、「
菊
の
上
に
白
露
が
、
夜
は
置
い
て
昼
は
消
え
て
し
ま
い
そ

う
だ
」
と
い
う
自
然
を
詠
む
文
脈
の
二
重
構
造
で
、
自
然
を
詠
む
文
脈
が
比
喩

と
し
て
人
事
の
文
脈
に
作
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
菊
は
『
万
葉
集
』
で
は
詠

ま
れ
な
か
っ
た
素
材
で
あ
り
、
和
歌
の
素
材
と
し
て
新
し
か
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
素
性
の
四
七
〇
番
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
風
と
し

て
特
徴
的
な
修
辞
を
多
用
し
、
菊
と
い
う
新
た
な
素
材
を
用
い
た
、
こ
の
時
代

の
新
し
い
歌
の
詠
み
方
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
恋
部
に
収
載
さ
れ
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る
素
性
の
歌
の
中
で
こ
の
他
に
も
掛
詞
や
縁
語
を
多
用
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
。

「
秋
の
田
の
い
ね
て
ふ
こ
と
も
か
け
な
く
に
何
を
憂
し
と
か
人
の
か
る
ら
む
」

（
恋
歌
五
・
八
〇
三
・
素
性
法
師
）
は
、「
秋
」
と
「
飽
き
」、「
稲
」
と
「
往
ね
」、

「
架
く
」
と
「
掛
く
」、「
離
る
」
と
「
刈
る
」
が
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

素
性
は
修
辞
を
多
用
し
て
自
然
と
人
事
の
文
脈
の
二
重
構
造
を
詠
む
、
新
し
い

表
現
方
法
を
実
践
し
、
長
け
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
四
七
〇
番
歌
の
表
現
に
は
『
万
葉
集
』
に
収
載
さ

れ
る
歌
と
通
じ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
田
中
常
正
氏
は
著
書
『
万
葉
集

よ
り
古
今
集
へ
』
に
お
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
歌
人
の
恋
歌
の
表
現
を
『
万

葉
集
』
の
先
行
歌
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
視
点
で
分
析
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

素
性
の
四
七
〇
番
歌
は
『
万
葉
集
』
の
複
数
の
歌
の
表
現
を
組
み
合
わ
せ
て
構

成
さ
れ
た
歌
で
あ
る
と
指
摘
し
て
次
の
歌
を
挙
げ
て
い
る⑼
。

奥
山
の
岩
に
苔
む
し
か
し
こ
く
も
問
ひ
た
ま
ふ
か
も
思
ひ
あ
へ
な
く
に

 

（『
万
葉
集
』・
巻
六
・
九
六
二
）

梅
の
花
散
ら
す
あ
ら
し
の
音
に
の
み
聞
き
し
我
妹
を
見
ら
く
し
良
し
も

 

（『
万
葉
集
』・
巻
八
・
一
六
六
〇
）

秋
萩
の
上
に
置
き
た
る
白
露
の
消
か
も
し
な
ま
し
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は

 

（『
万
葉
集
』・
巻
一
〇
・
二
二
五
四
）

夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
白
露
の
消
ぬ
べ
き
恋
も
我
は
す
る
か
も

 

（『
万
葉
集
』・
巻
一
二
・
三
〇
三
九
）

『
万
葉
集
』
二
二
五
四
番
歌
は
、
恋
い
焦
が
れ
て
い
な
い
で
秋
萩
の
上
に
置

い
た
白
露
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
、
と
詠
ん
で
お
り
、
植
物
の

上
に
置
い
た
白
露
が
消
え
る
は
か
な
さ
を
わ
が
身
に
な
ぞ
ら
え
て
恋
の
嘆
き
を

詠
む
点
で
素
性
の
四
七
〇
番
歌
に
通
じ
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

二
二
五
四
番
歌
の
「
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
白
露
」
と
い
う
の
も
素
性
の
四
七

〇
番
歌
「
き
く
の
白
露
夜
は
お
き
て
昼
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
べ
し
」
に
通
じ

る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

田
中
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
右
の
四
首
に
は
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
素
性
の
四
七
〇
番

歌
に
通
じ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
二
二
五
四
番
歌
や
三
〇
三
九
番

歌
は
素
性
の
四
七
〇
番
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四
七
〇
番
歌

が
『
万
葉
集
』
九
六
二
番
の
「
思
ひ
あ
へ
な
く
に
」
や
一
六
六
〇
番
の
「
音
に

の
み
聞
き
し
我
妹
」
と
い
っ
た
表
現
を
直
接
的
に
用
い
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い

が
、
四
七
〇
番
歌
の
表
現
が
こ
れ
ら
の
表
現
を
念
頭
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
四
七
〇
番
歌
は
、『
万
葉
集
』
の
表
現
を
用
い
つ
つ
、

新
た
な
素
材
で
あ
る
菊
や
、
新
た
な
修
辞
で
あ
る
掛
詞
や
縁
語
を
駆
使
し
て
古

い
歌
と
新
し
い
歌
を
融
合
さ
せ
た
歌
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
素
性
が
女
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
と
し
て
先
述
し
た
六
九
一
番
歌
も
ま

た
、『
万
葉
集
』
収
載
歌
と
通
じ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。

今
来
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
か
な

 

（
古
今
集
・
恋
歌
四
・
六
九
一
）

こ
の
歌
の
、「
長
月
の
有
明
の
月
」
と
い
う
表
現
は
『
万
葉
集
』
の
次
の
二

首
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

白
露
を
玉
に
な
し
た
る
長
月
の
有
明
の
月
を
見
れ
ど
飽
か
か
ぬ
も

 

（
万
葉
集
・
巻
一
〇
・
二
二
二
九
）

　

九
月
の
有
明
の
月
夜
あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
ば
我
恋
ひ
め
や
ば
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（
万
葉
集
・
巻
一
〇
・
二
三
〇
〇
）

右
に
挙
げ
た
二
二
二
九
番
歌
は
、
白
露
を
玉
の
よ
う
に
輝
か
せ
る
九
月
の
在
明

の
月
に
つ
い
て
詠
ん
で
お
り
、
二
三
〇
〇
番
歌
は
「
長
月
の
在
明
の
月
夜
」
ま

で
が
第
三
句
目
の
「
あ
り
」
を
起
こ
す
序
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
長

月
の
在
明
の
月
」
と
い
う
表
現
は
『
万
葉
集
』
に
既
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、
次
に
挙
げ
る
『
万
葉
集
』
二
六
七
一
番
歌
は
、「
今
夜
の

有
明
の
月
」
と
少
差
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
素
性
六
九
一
番
歌
に
通
じ
る
表

現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
素
性
の
「
有
明
の
月
」
に
は
閨
怨
詩
の
素

材
と
し
て
の
「
暁
月
」
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
の
訪
れ
を
待

つ
女
が
明
け
方
の
月
を
見
る
、
と
い
う
表
現
は
次
に
挙
げ
る
『
万
葉
集
』
歌
に

も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
夜
の
有
明
の
月
夜
あ
り
つ
つ
も
君
を
お
き
て
は
待
つ
人
も
な
し

 

（
万
葉
集
・
巻
一
〇
・
二
六
七
一
）  

こ
の
歌
は
、『
万
葉
集
』
二
三
〇
〇
番
歌
と
同
様
に
初
め
の
二
句
が
三
句
目
の

「
あ
り
」
を
起
こ
す
序
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
君
を
お
き
て
は
待
つ
人

も
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
素
性
の
『
古
今
和
歌
集
』
六
九
一
番
歌
は
、「
長

月
の
在
明
の
月
」
と
い
う
表
現
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
表
現
を
受
け
継
い
で
用

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
閨
怨
詩
の
素
材
と
し
て
の
「
暁
月
」
に
通
じ
る
有
明

の
月
を
用
い
て
男
の
訪
れ
を
待
つ
歌
の
詠
み
方
も
『
万
葉
集
』
に
既
に
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
限
定
せ
ず
、
素
性
の
詠
歌
を
見
渡
す
と
、
こ
の
他

に
も
『
万
葉
集
』
に
収
載
さ
れ
る
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の

が
複
数
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
約
一

五
〇
年
の
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
の
間
に
は
漢
詩
が
文
芸
の
中
心
と
な
る
時
代
を

挟
む
こ
と
と
な
る
。
は
た
し
て
、『
万
葉
集
』
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
の

歌
人
た
ち
に
享
受
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
川
口
常
孝
氏
は
、「
伝

説
・
伝
誦
歌
謡
の
範
囲
が
、
古
今
集
歌
人
の
対
古
代
の
知
識
で
あ
り
、
古
今
集

歌
人
は
『
万
葉
集
』
を
読
み
こ
な
す
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
」
と
し
て
、『
古
今

和
歌
集
』
歌
人
の
『
万
葉
集
』
の
直
接
的
な
享
受
を
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
た⑽
。

し
か
し
、
研
究
が
進
む
中
で
こ
の
認
識
は
大
き
く
異
な
っ
て
き
て
お
り
、
北
住

敏
夫
氏
は
「『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
風
は
著
し
く
異
質
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、『
万
葉
集
』
の
歌
が
伝
誦
さ
れ
て
い
く
過
程

で
変
化
し
た
類
歌
と
、
そ
の
他
に
『
万
葉
集
』
の
歌
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
歌
も

確
認
で
き
る
」
と
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
伝
誦
に
よ
る
『
万
葉
集
』
の

類
歌
の
他
に
、『
万
葉
集
』
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
歌
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し⑾
、
田
中
常
正
氏
は
「『
万
葉
集
』
は
『
古
今
集
』
歌
人
に
と
っ
て
絶
対
の

も
の
で
あ
り
、
教
本
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、『
万
葉
集
』
の
歌
を
中
古
的
な
言

葉
で
絵
取
る
こ
と
が
、
古
今
集
歌
人
の
歌
構
成
の
全
て
で
あ
っ
た
と
強
く
主
張

し
て
い
る⑿
。『
万
葉
集
』
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
、
ど
の
く
ら
い
享
受
さ
れ
て

い
た
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
素
性
の
歌

や
、
貫
之
な
ど
の
古
今
集
歌
人
た
ち
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
彼
ら

の
和
歌
を
見
る
限
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
に
つ
い
て
、
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そ
の
表
現
の
傾
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
素
性
は
年
齢
的
に
も
歌
人
と
し

て
の
経
験
も
撰
者
た
ち
よ
り
も
上
回
っ
て
い
た
。
恋
部
に
唯
一
の
屛
風
歌
と
し

て
収
載
さ
れ
る
の
も
、
屛
風
歌
の
作
者
と
し
て
の
素
性
を
撰
者
た
ち
が
評
価
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
で
目
を
引
く
女
の
立
場
で
恋

歌
を
詠
ん
だ
歌
は
閨
怨
詩
の
影
響
下
に
詠
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
歌
が
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
の
は
素
性
だ
け
で
な
く
、
若
き
日
に
素

性
が
参
加
し
て
い
た
雲
林
院
の
文
学
グ
ル
ー
プ
の
主
要
人
物
で
あ
る
常
康
親
王

と
父
・
遍
照
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
素
性
の
恋
歌
の
中

に
は
、
新
た
な
修
辞
で
あ
る
掛
詞
や
縁
語
を
積
極
的
に
用
い
る
一
方
で
『
万
葉

集
』
以
来
の
表
現
を
用
い
る
と
い
う
、
古
い
歌
と
新
し
い
歌
を
融
合
さ
せ
た
歌

が
存
在
す
る
。
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
が
編
纂
さ
れ
る

に
あ
た
り
、
和
歌
の
文
芸
的
意
義
が
見
直
さ
れ
よ
う
と
す
る
中
、
古
い
歌
の
表

現
を
継
承
し
つ
つ
、
新
た
な
歌
の
詠
み
方
を
試
み
よ
う
と
し
た
素
性
の
挑
戦
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
が
、

一
般
的
な
恋
歌
の
褻
の
要
素
か
ら
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
恋
部
に
収
載
さ
れ
る
素
性
の
歌
は
晴
の
場
で
詠
ま
れ
る
屛
風

歌
や
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
歌
、
表
現
の
面
で
新
た
な
試
み
を
実
践
し

た
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
『
古
今
和
歌
集
』
撰
者
に
よ
っ

て
高
く
評
価
さ
れ
、
撰
集
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

注
・
引
用
文
献

和
歌
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
よ
り
、『
文
華
秀
麗
集
』
の
引
用
は

『
日
本
古
典
大
系　

懐
風
藻　

文
華
秀
麗
集　

本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）

に
よ
る
。
適
宜
私
に
仮
名
漢
字
の
表
記
を
改
め
、
句
読
点
を
施
し
た
。

注
⑴　

小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店　

一
九
八
九
年
）・

片
桐
洋
一
『
古
今
和　

歌
集
全
評
釈　

中
』（
講
談
社　

一
九
九
八
年
二
月
）
な
ど

⑵　

渡
辺
秦
「
新
撰
和
歌
に
お
け
る
素
性
法
師
」（『
国
文
学
攷
』
一
二　

一
九
五
四
年

五
月
）・
山
口
博
『
王
朝
歌
壇
の
研
究　

宇
多
醍
醐
朱
雀
朝
篇
』（
桜
楓
社　

一
九
七

三
年
）
な
ど

⑶　
『
貫
之
集
』
に
、
素
性
が
没
し
た
際
に
詠
ま
れ
た
次
の
贈
答
歌
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　

素
性
う
せ
ぬ
と
聞
き
て
躬
恒
が
も
と
に
お
く
る

　
　
　

石
上
古
く
住
み
こ
し
君
無
く
て
山
の
霞
は
立
ち
ゐ
わ
ぶ
ら
む                    

　
　
　
　
　

返
し
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　
　
　

君
無
く
て
ふ
る
の
山
べ
の
春
霞
い
た
づ
ら
に
こ
そ
立
ち
わ
た
る
ら
め

　
　
　
　
　

と
あ
る
に
又

　
　
　

消
え
に
き
と
身
こ
そ
聞
こ
え
め
石
上
古
き
名
う
せ
ぬ
君
に
ぞ
有
り
け
る

 

（『
貫
之
集
』・
七
七
二
～
七
七
四
）

⑷　

久
曽
神
昇
編
『
日
本
歌
学
大
系　

別
五
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
八
一
年
一
一
月 

）

⑸　

井
実
充
史
「
勅
撰
三
集
の
閨
怨
詩
に
つ
い
て
―
嵯
峨
朝
思
婦
像
の
諸
相
―
」（『
福

島
大
学
教
育
学
部
論
集
（
人
文
科
学
）』
二
〇
〇
四
年
六
月
）

⑹　

中
野
方
子
『
平
安
前
期
歌
語
の
和
漢
比
較
文
学
的
研
究
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇

五
年
）

⑺　

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈　

中
』（
講
談
社　

一
九
九
八
年
二
月
）

⑻　

蔵
中
ス
ミ
『
歌
人
素
性
の
研
究
』（
桜
楓
社　

一
九
八
〇
年
）

⑼　

田
中
常
正
『
万
葉
集
よ
り
古
今
集
へ　

第
二
』
笠
間
書
院　

一
九
八
九
年

⑽　

川
口
常
孝
「
万
葉
か
ら
古
今
へ
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

万
葉
集
Ⅱ
』
一

九
七
〇
年
）

⑾　

北
住
敏
夫
「『
古
今
集
』
と
『
万
葉
集
』
の
関
係
」（『
古
代
和
歌
の
諸
相
』
一
九

七
一
年
）

⑿　

注
⑼
に
同
じ


