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一

日
本
で
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
編
纂
の
成
功
は
、
後

の
『
後
撰
和
歌
集
』
や
『
拾
遺
和
歌
集
』
な
ど
、
多
く
の
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂

を
促
し
た
。
選
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
で
和
歌
の
組
織
化
を
行
っ

た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
秩
序
を
持
っ
て
歌
を
各
巻
に
収
め
、
並
べ
た
の
だ
ろ
う

か
。
構
造
論
・
配
列
論
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
。
だ

が
、
構
造
論
と
配
列
論
の
区
別
は
曖
昧
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
配
列
論

は
構
造
論
と
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
造
論
の
一
部
を
成
す
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
部
立
て
や
巻
が
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
て
い
る
か
、

巨
視
的
に
捉
え
て
分
析
し
論
じ
る
こ
と
を
「
構
造
論
」、
部
立
て
や
巻
、
歌
が

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
順
番
に
配
置
さ
れ
た
か
、
構
造
を
微
視
的
に
捉
え
、
そ
の
並

ぶ
順
番
に
注
目
し
て
分
析
し
論
じ
る
こ
と
を
「
配
列
論
」
と
す
る
。

二

恋
の
部
は
、
巻
一
一
の
恋
歌
一
か
ら
巻
一
五
の
恋
歌
五
ま
で
の
五
巻
で
成
立

し
て
い
る
。
こ
の
五
巻
の
構
造
に
つ
い
て
、
久
曾
神
昇
氏
は
、
恋
歌
一
を
「
慕

ひ
そ
め
る
恋
」、
恋
歌
二
を
「
親
し
く
な
る
恋
」、
恋
歌
三
を
「
会
ふ
恋
」、
恋

歌
四
を
「
別
れ
て
後
の
恋
」、
恋
歌
五
を
「
離
れ
行
く
恋
」
と
し
て
、
各
巻
が

主
題
を
持
ち
、
主
題
に
合
っ
た
歌
が
集
合
・
配
列
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る⑴
。

こ
の
他
に
も
、
恋
愛
の
プ
ロ
セ
ス
に
従
っ
た
集
合
・
配
列
と
い
う
論
に
、
恋
歌

五
巻
が
時
間
的
系
列
に
お
い
て
秩
序
立
て
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
松
田
武

夫
氏
の
論
が
あ
る⑵
。
恋
歌
一
・
恋
歌
二
は
恋
愛
初
期
段
階
の
「
不
会
恋
」
に
お

け
る
忍
ぶ
恋
の
歌
を
、
ま
た
、
恋
歌
三
と
恋
歌
四
の
前
半
ま
で
は
、
恋
歌
三
の

「
相
会
ふ
夜
」
を
恋
愛
成
就
の
頂
点
と
し
、
恋
歌
四
で
は
恋
心
の
高
ま
り
が
徐
々

に
冷
却
に
向
か
う
と
い
う
「
会
恋
」
に
お
け
る
歌
を
、
恋
歌
四
の
後
半
と
恋
歌

五
で
は
、
冷
却
に
向
か
っ
た
恋
愛
感
情
が
破
綻
し
、
恋
愛
と
は
諦
観
に
終
わ
る

も
の
だ
と
帰
結
す
る
恋
愛
後
期
の
「
会
不
会
恋
」
に
お
け
る
歌
を
、
恋
愛
の
時

間
的
系
列
を
基
準
と
し
た
分
類
や
、
一
首
中
に
詠
み
込
ま
れ
た
事
物
を
中
心
に

分
類
し
、
類
歌
の
意
識
的
な
集
中
配
列
法
に
よ
っ
て
組
織
立
て
ら
れ
て
い
る
と

す
る
。
ま
た
、
部
分
的
に
詠
者
や
出
典
と
し
て
の
歌
合
な
ど
が
分
類
基
準
と
な

る
箇
所
も
見
ら
れ
、
複
雑
に
組
織
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

恋
の
部
が
時
間
的
推
移
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
、
類
歌
の
意
識
的
な
集
中
配
列
法

が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
松
田
氏
の
論
は
多
く
の
研
究
者
か
ら
賛
同
を
得
て
お

り
、
現
在
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
、
恋
歌
四
を
前
後
に
二
分
す

る
こ
と
は
巻
の
ま
と
ま
り
を
無
視
し
て
お
り
適
切
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
や
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
構
造
と
配
列

―
恋
の
部
を
中
心
に

―

谷
　
　
崎
　
　
た
ま
き
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必
ず
し
も
時
間
的
推
移
に
よ
っ
た
構
造
で
は
な
い
、
一
直
線
上
の
時
間
的
推
移

に
な
ら
っ
て
い
る
か
は
疑
問
が
残
る
、
恋
愛
成
就
期
を
境
に
成
就
前
、
成
就
後

と
分
け
る
構
造
分
析
は
、
そ
の
よ
う
に
読
も
う
と
す
れ
ば
「
そ
れ
も
可
能
」
で

あ
る
だ
け
で
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
、
な
ど
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る⑶
。

新
井
栄
蔵
氏
は
、
恋
部
五
巻
は
恋
歌
一
か
ら
五
へ
と
一
直
線
上
の
構
造
を
有

す
る
の
で
は
な
く
、
巻
頭
末
歌
の
詠
者
に
対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
点
や
、
巻
ご

と
に
作
者
名
の
附
さ
れ
る
歌
と
作
者
未
詳
の
歌
の
集
中
的
・
連
続
的
構
造
と
分

散
的
・
断
続
的
構
造
と
い
う
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
恋
歌
一
か
ら

恋
歌
四
の
四
巻
と
、
そ
れ
に
付
加
的
に
添
え
ら
れ
た
恋
歌
五
と
い
う
二
部
で
構

成
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る⑷
。
ま
た
、
鈴
木
宏
子
氏
は
、
恋
の
部
は
時
間
的

系
列
に
、
恋
愛
の
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
通
説
を
認
め

な
が
ら
も
、
恋
歌
一
か
ら
五
ま
で
が
一
直
線
上
に
で
は
な
く
、
恋
歌
一
か
ら
四

と
恋
歌
五
の
二
部
構
造
で
あ
る
と
し
て
い
る⑸
。
他
に
も
、
吉
川
栄
治
氏
は
恋
の

部
の
構
造
を
『
万
葉
集
』
と
比
較
し
て
歌
の
作
者
名
が
附
さ
れ
る
歌
と
作
者
未

詳
の
歌
の
「
集
中
排
列
、
対
置
構
造
の
量
的
、
序
列
的
照
応
性
」
が
認
め
ら
れ

る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
心
象
表
現
に
着
眼
し
、
恋
歌
一
か
ら
五
の
う
ち
「
恋
」

と
「
思
（
物
思
）」
の
使
用
語
数
は
、
恋
歌
一
・
二
の
前
半
部
分
で
は
恋
歌
三

以
下
の
巻
に
比
べ
て
心
象
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
規
範
的
歌

巻
と
し
て
の
恋
歌
一
・
二
と
、
時
間
的
展
開
の
中
に
恋
愛
の
実
像
を
投
入
し
た

拾
遺
的
歌
巻
と
し
て
の
恋
歌
三
・
四
・
五
と
い
う
二
部
構
造
で
成
り
立
っ
て
い

る
と
結
論
付
け
て
い
る⑹
。

恋
の
部
五
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
組
織
立
て
ら
れ
た
の
か
を
見
て
み
る

と
、
や
は
り
恋
歌
一
・
二
は
恋
歌
三
以
降
と
は
違
い
、
歌
の
作
者
に
よ
る
分
類

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
恋
歌
一
は
撰
者
時
代
の
歌
が
前
半
に

集
中
し
て
並
び
、
そ
れ
以
降
の
約
七
〇
首
は
全
て
作
者
未
詳
の
歌
が
並
ん
で
い

る
。
恋
歌
二
は
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
小
野
小
町
の
三
首
か
ら
始
ま
り
、
そ
の

後
は
撰
者
時
代
の
歌
が
並
ん
で
い
る
。
中
で
も
撰
者
で
あ
る
紀
友
則
、
紀
貫
之
、

凡
河
内
躬
恒
、
壬
生
忠
岑
の
四
人
の
歌
は
多
く
収
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は

恋
歌
二
の
六
十
四
首
中
三
十
八
首
と
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

恋
歌
一
・
二
に
お
い
て
は
、
歌
の
作
者
、
作
者
名
の
有
無
に
は
っ
き
り
と
し
た

特
徴
が
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
撰
者
が
恋
歌
一
・
二
を
編
纂
す
る
際
に
、
意

識
的
に
作
者
の
有
無
を
区
別
し
、
作
者
を
時
代
ご
と
に
分
類
し
て
組
織
立
て
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
恋
歌
三
以
降
で
は
そ
の
よ
う
な
作
者
に
よ
る
分

類
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
作
者
の
分
類
に
よ
る
恋
歌
一
・
二
と
、
作
者
の
区
分

の
な
い
恋
歌
三
・
四
・
五
と
い
っ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
恋
と
い
う
部
立
て
の
中
で
、
そ
れ
を
機
械
的
に
一
か
ら
五
ま
で
分
け

た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
歌
の
数
が
多
い
た
め
便
宜
上
、
と
い
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
な
ぜ
数
あ
る
歌
の
中
で
そ
の
部
分
を
区
切
り
と
し

た
の
か
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
冒
頭
は
、
巻
の
切
り
替
わ
る
展
開
部
分

と
し
て
重
要
な
歌
と
な
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
各
巻
の
冒
頭
歌
三
首
を
比
較

し
て
み
た
い
。

恋
歌
一

　
　
　

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
知
ら
ず

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

（
四
六
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

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（

四
七
〇
）
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紀
貫
之

吉
野
川
岩
波
高
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し�

（
四
七
一
）

恋
歌
二

　
　
　

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
小
町

思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を

（
五
五
二
）

う
た
た
ね
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
も
の
は
た
の
み
そ
め
て
き

（
五
五
三
）

い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は
む
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
か
へ
し
て
ぞ
着
る（

五
五
四
）

恋
歌
三

　
　

弥
生
の
つ
い
た
ち
よ
り
、
忍
び
に
人
に
も
の
ら
言
ひ
て
後
に
、

　
　

雨
の
そ
ほ
降
り
け
る
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る�

在
原
業
平
朝
臣

起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
く
ら
し
つ

（
六
一
六
）

　
　

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　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

敏
行
朝
臣

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

（
六
一
七
）

　
　

か
の
女
に
代
り
て
返
し
に
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
平
朝
臣

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（

六
一
八
）

恋
歌
四

　
　

題
知
ら
ず�

よ
み
人
知
ら
ず

陸
奥
の
安
積
の
沼
の
花
か
つ
み
か
つ
み
る
人
に
恋
ひ
や
わ
た
ら
む（

六
七
七
）

あ
ひ
見
ず
は
恋
し
き
こ
と
も
な
か
ら
ま
し
音
に
ぞ
人
を
聞
く
べ
か
り
け
る

（
六
七
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

石
上
ふ
る
の
中
道
な
か
な
か
に
見
ず
は
恋
し
と
思
は
ま
し
や
は�

（
六
七
九
）

恋
歌
五

五
条
の
后
の
宮
の
西
の
対
に
住
み
け
る
人
に
、
本
意
に
は

あ
ら
で
、
も
の
言
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
睦
月
の
十
日
あ
ま

り
に
な
む
、
ほ
か
へ
か
く
れ
に
け
る
。
あ
り
所
は
聞
き
け

れ
ど
、
え
も
の
も
言
は
で
、
ま
た
の
年
の
春
、
梅
の
花
ざ

か
り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
去
年
を
恋
ひ
て
、

か
の
西
の
対
に
行
き
て
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
、
あ
ば
ら

な
る
板
敷
に
ふ
せ
り
て
よ
め
る�

在
原
業
平
朝
臣

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て（

七
四
七
）
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題
知
ら
ず�

藤
原
仲
平
朝
臣

花
薄
わ
れ
こ
そ
下
に
思
ひ
し
か
穂
に
出
で
て
人
に
結
ば
れ
に
け
り（

七
四
八
）

藤
原
兼
輔
朝
臣

よ
そ
に
の
み
聞
か
ま
し
も
の
を
音
羽
川
渡
る
と
な
し
に
み
な
れ
そ
め
け
む

（
七
四
九
）

以
上
が
恋
歌
一
か
ら
五
ま
で
の
冒
頭
歌
の
三
首
で
あ
る
。
恋
歌
一
の
冒
頭
三

首
は
、
理
屈
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
恋
の
本
質
を
詠
ん
だ
巻
頭
歌
に
、「
音
に

の
み
聞
く
」
と
、
噂
で
の
み
聞
い
て
い
る
恋
愛
初
期
の
歌
、
恋
の
始
ま
り
を
自

覚
す
る
歌
が
並
ん
で
い
る
。
恋
歌
二
の
冒
頭
三
首
は
全
て
「
夢
」
を
詠
ん
だ
小

野
小
町
に
よ
る
歌
で
、
恋
し
い
人
に
会
い
た
い
、
夢
で
も
い
い
か
ら
一
目
見
た

い
と
い
う
恋
し
い
人
へ
の
情
熱
的
な
思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
恋
歌
三
の
冒
頭

三
首
は
、
い
ず
れ
も
『
伊
勢
物
語
』
に
載
る
歌
で
あ
る
。
六
一
六
番
歌
は
二
段
、

六
一
七
・
六
一
八
番
歌
は
一
〇
七
段
に
見
ら
れ
る
。
詞
書
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

六
一
六
番
歌
は
密
か
に
恋
人
と
会
っ
た
後
に
恋
人
に
贈
っ
た
歌
で
、
六
一
七
・

六
一
八
番
歌
は
敏
行
朝
臣
が
業
平
の
家
に
い
る
恋
人
に
贈
っ
た
歌
と
、
女
性
に

代
わ
っ
て
業
平
が
返
し
た
歌
の
贈
答
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
首
は
恋
歌

一
・
二
の
歌
と
は
違
い
、
恋
人
に
贈
る
歌
、
す
な
わ
ち
恋
が
成
就
し
男
女
関
係

が
成
立
し
て
い
る
時
の
歌
で
あ
る
。
恋
歌
四
の
冒
頭
三
首
で
は
、
六
七
七
番
歌

は
そ
れ
ま
で
の
会
い
た
い
気
持
ち
が
成
就
し
、
会
う
よ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、

ず
っ
と
恋
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
六
七
七
・
六

七
八
番
歌
は
逢
わ
ず
に
い
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
ん
な
恋
し
い
と
思
わ
ず
に
楽
だ
っ

た
と
、
恋
人
へ
の
思
い
が
募
り
苦
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
三

首
は
い
ず
れ
も
成
就
し
て
も
な
お
恋
し
く
思
う
心
が
詠
ま
れ
、
六
七
七
・
六
七

八
番
歌
で
は
そ
こ
に
苦
し
み
さ
え
も
読
み
取
れ
る
。
恋
歌
五
は
、『
伊
勢
物
語
』

の
四
段
に
載
る
歌
が
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
自
分
以
外
の
全
て
が
変
わ
っ
て

し
ま
い
、
取
り
残
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
孤
独
感
を
詠
ん
だ
歌
で
、
五
条
の
后
が

入
内
し
て
し
ま
い
、
手
の
届
か
な
い
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
業
平
の
嘆
き
が
読

み
取
れ
る
。
次
の
七
四
七
番
歌
は
、
密
か
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
人
が
他
の
人

と
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
で
、『
伊
勢
集
』
に
お
い
て
は
、
仲
平
が
、

伊
勢
と
兄
の
時
平
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
嘆
い
た
歌
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。

七
五
〇
番
歌
は
、「
よ
そ
に
の
み
聞
か
ま
し
も
の
を
」「
み
な
れ
そ
め
け
む
」
と

あ
り
、
恋
人
に
対
す
る
慣
れ
、
馴
染
み
が
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
恋
歌
五
の
冒
頭
三
首
は
成
就
し
て
な
お
恋
に
苦
し
む
恋
歌
四
と
は
打
っ

て
変
わ
り
、
恋
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
歌
や
、
成
就
し
な
か
っ
た

恋
を
嘆
く
歌
、
恋
の
と
き
め
き
が
な
く
な
り
、
恋
人
に
慣
れ
は
じ
め
て
し
ま
っ

た
歌
が
詠
ま
れ
、
恋
歌
一
か
ら
続
い
た
恋
に
思
い
悩
む
歌
か
ら
一
転
し
、
恋
の

終
わ
り
を
迎
え
た
歌
が
並
ん
で
い
る
。

各
巻
の
冒
頭
三
首
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
恋
愛
の
プ
ロ
セ
ス
が

見
え
て
く
る
。
選
者
た
ち
は
恋
歌
一
か
ら
五
ま
で
の
五
巻
を
通
し
て
段
階
的
に

恋
愛
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
表
し
、
巻
が
進
む
ご
と
に
恋
愛
が
進
展
し

て
い
く
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
恋
の
部
の
構
造
は
、

作
者
の
有
無
に
よ
る
分
類
と
作
者
の
時
代
に
よ
る
分
類
が
行
わ
れ
た
恋
歌
一
・

二
と
そ
れ
以
外
の
三
か
ら
五
と
い
う
構
造
と
、
巻
が
進
む
ご
と
に
恋
愛
が
進
展

し
、
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
表
し
た
一
か
ら
五
ま
で
と
い
う
二
重
の
意
識

の
も
と
で
組
織
さ
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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三

具
体
的
な
配
列
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
松
田
氏
の
類
歌
の
意
識
的
な
集
中
配

列
法
の
他
に
、
直
前
の
和
歌
に
反
発
し
異
を
唱
え
た
り
、
同
調
し
て
賛
同
し
た

り
、
あ
る
い
は
贈
答
的
、
物
語
的
な
部
分
や
、
こ
と
ば
遊
び
の
要
素
も
見
受
け

ら
れ
る
配
列
が
施
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
片
桐
洋
一
氏
の
論⑺
や
、
一
首
の
歌

が
複
数
の
歌
に
作
用
す
る
よ
う
な
建
築
的
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す

る
石
田
譲
二
氏
の
論⑻
、
本
来
贈
答
歌
で
は
な
い
二
首
を
贈
答
歌
の
よ
う
に
並
べ

た
贈
答
的
配
列
を
指
摘
す
る
奥
村
恒
哉
氏
、
佐
籐
和
喜
氏
の
論⑼
、
同
様
の
比
喩

を
用
い
た
歌
を
近
く
に
並
べ
、
一
首
一
首
が
孤
立
し
な
い
配
列
を
指
摘
す
る
小

沢
正
夫
氏⑽
の
論
な
ど
が
あ
り
、
近
年
で
も
恋
の
部
の
構
造
や
配
列
は
様
々
な
視

点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

現
在
通
説
と
な
っ
て
い
る
松
田
氏
の
論
で
は
、
主
題
を
同
じ
く
す
る
歌
群
を

形
成
し
、
全
て
の
歌
を
歌
に
読
ま
れ
た
感
情
内
容
と
表
現
語
句
の
類
似
を
基
準

と
し
て
歌
群
に
分
類
し
て
い
る
。
歌
群
の
項
目
名
は
仮
に
附
し
た
も
の
で
あ
る

た
め
確
定
的
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
異
な
る
認
識
も
可
能
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

歌
群
に
よ
っ
て
組
織
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
点
で
は
狂
い
が
な
い
と
し

て
い
る
。
だ
が
、
分
類
の
正
確
さ
や
撰
者
た
ち
が
意
図
し
て
歌
群
を
形
成
し
た

の
か
な
ど
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
本
当
に
全
て
の
歌

が
歌
群
に
属
す
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
松
田
氏
の
分
析
を
参
照
し
な
が

ら
古
今
集
の
配
列
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

〈
つ
れ
な
き
人
〉

来
む
世
に
も
は
や
な
り
な
な
む
目
の
前
に
つ
れ
な
き
人
を
昔
と
思
は
む

（
五
二
〇
）

つ
れ
も
な
き
人
を
恋
ふ
と
て
山
び
こ
の
こ
た
へ
す
る
ま
で
嘆
き
つ
る
か
な

（
五
二
一
）

行
く
水
に
数
書
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
な
り
け
り

（
五
二
一
）

人
を
思
ふ
心
は
わ
れ
に
あ
ら
ね
ば
や
身
の
ま
ど
ふ
だ
に
知
ら
れ
ざ
る
ら
む

（
五
二
三
）

〈
夢
に
見
え
ず
〉

思
ひ
や
る
さ
か
ひ
は
る
か
に
な
り
や
す
る
ま
ど
ふ
夢
路
に
あ
ふ
人
の
な
き

（
五
二
四
）

夢
の
う
ち
に
あ
ひ
見
む
こ
と
を
頼
み
つ
つ
暮
ら
せ
る
宵
は
寝
む
方
も
な
し

（
五
二
五
）

恋
ひ
死
ね
と
す
る
わ
ざ
な
ら
し
む
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
夢
に
見
え
つ

つ�

（
五
二
六
）

涙
川
枕
流
る
る
う
き
寝
に
は
夢
も
さ
だ
か
に
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る（

五
二
七
）

〈
篝
火
に
寄
す
〉

恋
す
れ
ば
わ
が
身
は
影
と
な
り
に
け
り
さ
り
と
て
人
に
そ
は
ぬ
も
の
ゆ
ゑ

（
五
二
八
）

篝
火
に
あ
ら
ぬ
わ
が
身
の
な
ぞ
も
か
く
涙
の
川
に
浮
き
て
燃
ゆ
ら
む

（
五
二
九
）

篝
火
の
影
と
な
る
身
の
わ
び
し
き
は
な
か
れ
て
下
に
浮
き
て
燃
ゆ
ら
む

（
五
三
〇
）

〈
水
に
寄
す
〉

早
き
瀬
に
み
る
め
生
ひ
せ
ば
わ
が
袖
の
涙
の
川
に
植
ゑ
ま
し
も
の
を

（
五
三
一
）
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沖
辺
に
も
寄
ら
ぬ
玉
藻
の
波
の
上
に
乱
れ
て
の
み
や
恋
ひ
わ
た
り
な
む

（
五
三
二
）

葦
鴨
の
騒
ぐ
入
江
の
白
波
の
知
ら
ず
や
人
を
か
く
恋
ひ
む
と
は（

五
三
三
）

〈
山
に
寄
す
〉

人
知
れ
ぬ
思
ひ
を
つ
ね
に
す
る
が
な
る
富
士
の
山
こ
そ
わ
が
身
な
り
け
れ

（
五
三
四
）

飛
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
奥
山
の
深
き
心
を
人
は
知
ら
な
む

（
五
三
五
）

〈
関
に
寄
す
〉

逢
坂
の
ゆ
ふ
つ
け
鳥
も
わ
が
ご
と
く
人
や
恋
ひ
し
き
音
の
み
な
く
ら
む

（
五
三
六
）

逢
坂
の
関
に
流
る
る
岩
清
水
言
は
で
心
に
思
ひ
こ
そ
す
れ

（
五
三
七
）

〈
知
ら
ぬ
人
〉

浮
草
の
上
は
し
げ
れ
る
淵
な
れ
や
深
き
心
を
知
る
人
の
な
き

（
五
三
八
）

以
上
全
て
が
読
み
人
知
ら
ず
、
題
知
ら
ず
の
歌
で
巻
一
一
・
恋
歌
一
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。
上
部
の
カ
ッ
コ
内
は
松
田
氏
に
よ
る
歌
群
の
主
題
で
あ
る
。
こ

の
一
九
首
の
歌
を
松
田
氏
は
七
つ
の
歌
群
に
分
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
分
類

の
仕
方
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
残
る
。

ま
ず
、
分
類
の
根
拠
に
曖
昧
な
箇
所
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
松
田
氏
は
五

二
〇
番
歌
か
ら
五
二
三
番
歌
ま
で
を
「
つ
れ
な
き
人
」
歌
群
だ
と
す
る
分
類
の

根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
一
・
第
二
首
に
「
つ
れ
な
き
人
」「
つ
れ
も
な
き
人
」
と
あ
り
、
第
三

首
に
も
「
思
は
ぬ
人
」
と
あ
る
。
第
四
首
に
は
単
に
「
人
」
と
あ
る
が
、

第
一
・
第
二
・
第
三
首
に
お
け
る
と
等
し
く
、「
つ
れ
な
き
人
」
或
ひ
は

「
思
は
ぬ
人
」
と
解
さ
れ
る
の
で
、「
つ
れ
な
き
人
」
へ
の
恋
の
四
首
と
見

て
さ
し
つ
か
へ
な
い
と
思
は
れ
る

こ
の
場
合
、
五
二
三
番
歌
を
こ
の
歌
群
に
分
類
す
る
理
由
は
、
前
の
三
首
が
そ

う
で
あ
っ
た
か
ら
同
様
に
「
人
」
を
「
つ
れ
な
き
人
」
と
解
し
「
つ
れ
な
き
人
」

歌
群
に
分
類
す
る
と
い
う
も
の
で
、
実
に
消
極
的
な
配
列
の
分
析
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
「
人
」
が
、
前
の
三
首
か
ら
の
連
想
で
「
つ
れ
な
き
人
」
を
示
す
の

だ
と
い
う
解
釈
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
が
、
次
に
続
く
五
二
四
番
歌
と
「
ま

ど
ふ
」
と
い
う
語
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
む
し
ろ
「
恋
の
た

め
に
心
が
自
分
の
も
の
で
な
く
な
り
、
残
さ
れ
た
わ
が
身
が
ま
ど
う
」
と
い
う

五
二
三
番
歌
と
、「
恋
の
た
め
に
夢
の
中
で
心
が
ま
ど
う
」
と
い
う
五
二
四
番

歌
で
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
二
首
で
「
ま
ど
う
恋
」
歌
群
を
形
成
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
実
際
、
松
田
氏
も
五
二
三
番
歌
が
二
三

四
番
歌
に
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
認
め
て
お
り
、
五
二
三
番
歌
は
必
ず
し

も
「
つ
れ
な
き
人
」
歌
群
の
中
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
歌
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
「
篝
火
に
寄
す
」
歌
群
に
も
い
え
る
。
こ
の
三
首
が
歌

群
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
松
田
氏
は
、

第
二
首
と
第
三
首
と
で
は
、
忍
ぶ
恋
に
身
を
焦
が
す
の
を
、「
篝
火
」
あ

る
ひ
は
「
篝
火
の
影
」
に
譬
へ
て
ゐ
る
。
第
一
首
の
「
わ
が
身
は
影
と
な

り
に
け
り
」
が
、
第
三
首
の
「
影
と
な
る
身
」
に
通
じ
る
も
の
と
考
へ
る

と
、
第
一
首
の
「
影
」
も
、
篝
火
の
影
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、「
篝
火
に

寄
す
」
三
首
と
、
認
め
て
差
し
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
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と
述
べ
て
い
る
。
五
二
八
番
歌
は
後
の
歌
に
「
篝
火
」、「
篝
火
の
影
」
が
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
五
二
八
番
歌
の
「
影
」
を
「
篝
火
の
影
」
で
あ
る
と
解
す

る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
歌
群
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
や
『
新
編
日
本
文
学
全
集⑾
』
で
は
「
影
」
を
、
篝

火
の
影
で
は
な
く
、
影
法
師
の
よ
う
な
恋
に
や
つ
れ
痩
せ
た
姿
を
意
味
す
る
と

し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
影
」
は
必
ず
し
も
「
篝
火
の
影
」
と
は
解
釈
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
配
列
か
ら
歌
意
を
特
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
は

確
か
だ
が
、
そ
れ
は
全
て
の
歌
を
歌
群
に
収
め
る
た
め
に
歌
を
都
合
よ
く
解
釈

し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
も
伴
う
。
こ
の
五
二
八
番
歌
で
は
、
五
二
九
、
五
三
〇
番

歌
の
よ
う
に
水
に
関
す
る
表
現
も
無
く
、「
篝
火
の
影
」
を
連
想
さ
せ
る
歌
と

解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
て
も
、「
篝
火
の
影
」
を
さ
す
と
解
釈
し
て
よ

い
か
は
疑
わ
し
い
。

次
に
、
松
田
氏
の
歌
群
分
類
で
は
、
歌
群
を
構
成
す
る
歌
の
数
が
大
き
く
異

な
る
点
で
あ
る
。
五
三
八
番
歌
は
一
首
の
み
の
で
「
知
ら
ぬ
人
」
と
し
て
分
類

さ
れ
て
い
る
。
松
田
氏
は
、
内
容
的
に
類
似
す
る
の
は
「
深
き
心
を
人
は
知
ら

な
む
」
と
あ
る
「
山
に
寄
す
」
歌
群
の
五
三
五
番
歌
だ
が
、「
淵
」、「
深
き
心

を
知
る
人
ぞ
な
き
」
が
一
首
前
（
五
三
七
番
歌
）
の
「
石
清
水
」、「
い
は
で
心

に
思
ひ
こ
そ
す
れ
」
に
通
じ
る
た
め
、
こ
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
と
し
て
い

る
。
松
田
氏
が
恋
の
部
に
お
い
て
、
一
首
の
み
で
分
類
し
て
い
る
例
は
五
三
八

番
歌
だ
け
で
は
な
い
。
恋
歌
一
「
春
に
寄
す
」、
恋
歌
二
「
草
に
寄
す
」「
藻
に

寄
す
」「
雪
に
寄
す
」「
夢
に
見
る
」「
真
菰
に
寄
す
」「
山
路
に
寄
す
」「
弓
に

寄
す
」、
恋
歌
三
「
あ
ひ
見
る
」
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
周
辺

の
歌
と
何
か
し
ら
の
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
後
の
主
題
を
持
っ
た
歌
群

に
完
全
に
属
す
こ
と
は
で
き
な
い
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
恋
歌
三
の

「
会
は
ず
し
て
帰
る
」、
恋
歌
四
の
「
心
変
わ
り
を
恨
む
」
歌
群
は
恋
の
部
の
中

で
一
番
歌
数
が
多
い
一
一
首
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
歌
群
を
構
成
す
る
歌
の
数

が
歌
群
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
て
不
自
然
で
あ
る
。

四

こ
れ
ま
で
、
松
田
氏
の
論
を
確
認
し
な
が
ら
そ
の
疑
問
点
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
。
で
は
、
松
田
氏
の
論
じ
る
構
造
論
・
配
列
論
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
な

い
と
な
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
の
部
は
ど
の
よ
う
な
構
造
で
配
列
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
歌
群
を
構
成
し
な
が
ら
配
列
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
通
説
を
意
識
せ
ず
、
一
首
一
首
の
歌
の
対
応
関
係
に
注
目
し
て
こ
の
一

九
首
が
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
考
え
て
い
き
た
い
。

五
二
〇
番
歌
は
「
来
む
世
」「
目
の
前
」「
昔
」
と
い
う
語
を
用
い
て
来
世
・

現
世
・
前
世
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
み
こ
ん
で
い
る
点
が
特
徴
的
な
歌
で
、
薄
情
な
思

い
人
へ
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。
五
二
一
番
歌
も
「
山
び
こ
の
こ
た
へ
す
る
ま

で
嘆
き
つ
る
か
な
」
と
い
う
表
現
で
も
っ
て
薄
情
な
人
を
恋
い
慕
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
対
す
る
嘆
き
の
大
き
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
二
首
は
「
つ
れ
な
き

人
」・「
つ
れ
も
な
き
人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
詠
ま
れ
、
薄
情
な
思
い
人
を
持
っ
た
こ

と
へ
の
嘆
き
の
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
た
め
隣
同
士
に
配

列
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
首
に
続
く
五
二
二
番
歌
は
「
行
く

水
に
数
書
く
」
こ
と
よ
り
も
「
思
わ
ぬ
人
を
思
ふ
」
こ
と
の
方
が
は
か
な
い
こ

と
で
あ
る
と
対
比
し
た
歌
で
、
前
の
二
首
の
よ
う
に
「
つ
れ
な
き
」
と
い
う
語

句
は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、「
思
は
ぬ
人
」
は
自
分
の
こ
と
を
思
わ
な
い
人

を
指
す
と
考
え
ら
れ
、「
つ
れ
も
な
き
人
」
に
準
じ
た
表
現
と
し
て
五
二
一
番

歌
の
後
に
配
列
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
二
三
番
歌
は
「
心
」
と
「
身
」
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
詠

ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
身
」
と
「
心
」
を
分
け
て
詠
む
歌
は
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恋
の
部
以
外
に
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
恋
の
部
で
は
こ
の
他
に
恋
歌
三
の
三
七

三
番
歌
と
恋
歌
五
の
七
八
七
番
歌
が
該
当
し
、
し
ば
し
ば
現
実
に
置
か
れ
た
我

が
「
身
」
の
状
態
と
は
裏
腹
な
状
態
に
あ
る
「
心
」
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
五
二
三
番
歌
の
場
合
は
、「
心
」
は
人
を
思
っ
て
「
身
」
と
は
別
々

の
状
態
に
あ
り
、「
身
」
は
恋
に
思
い
悩
ん
で
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
知
ら
れ
ざ
る
ら
む
」
と
あ
り
、「
心
」
が
自
分
の

「
身
」
の
状
態
を
認
識
で
き
ず
に
い
る
こ
と
を
客
観
的
な
立
場
か
ら
詠
ん
だ
歌

で
あ
る
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歌
は
、「
人
を
思
ふ
心
」
が
前
歌
の
「
思

は
ぬ
人
を
思
う
」
に
通
じ
る
表
現
と
し
て
こ
の
位
置
に
配
列
さ
れ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

続
く
五
二
四
番
歌
は
、
思
い
を
馳
せ
る
場
所
が
遥
か
遠
く
に
な
っ
た
た
め
に

恋
に
ま
ど
い
な
が
ら
辿
る
夢
路
に
お
い
て
も
会
う
人
が
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
実
際
の
距
離
感
が
夢
の
中
に
も
反
映
さ
れ
た
と
考
え
る
歌
で
、
五
二
三

番
歌
と
は
「
ま
ど
ふ
」
の
語
が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
に
配
列
さ
れ
る
五

二
五
番
歌
と
は
「
夢
路
」
と
「
夢
」
の
語
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

五
二
四
番
歌
は
夢
を
見
て
も
そ
こ
で
会
え
ず
、
五
二
五
番
歌
で
は
「
寝
む
方
も

な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夢
で
会
い
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
眠
れ
ず
に
い
る
こ

と
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
の
で
、「
夢
」
と
い
う
語
の
共
通
は
見
ら
れ
て
も
状
況

は
異
な
る
二
首
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
続
く
二
首
も
ま
た
、「
夢
」
と

い
う
語
が
共
通
し
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
五
二
六
番
歌
は
夢
で
会
い
た
い
と

強
く
思
う
五
二
四
・
五
二
五
番
歌
と
は
対
照
的
に
、
夜
の
間
ず
っ
と
恋
し
い
人

が
夢
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
辛
い
、
と
嘆
く
歌
に
な
っ
て
い
る
。
五
二
七
番
歌

は
、「
夢
も
さ
だ
か
に
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
五
二
五
番
歌
と

同
様
に
夢
を
見
た
い
の
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
。
五
二
四
番

歌
か
ら
五
二
七
番
歌
ま
で
の
四
首
は
全
て
「
夢
」
の
語
が
共
通
し
て
い
る
が
、

歌
の
内
容
は
見
た
夢
に
つ
い
て
詠
む
五
二
四
・
五
二
六
番
歌
と
、
夢
を
見
た
い

の
に
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
こ
と
を
詠
む
五
二
五
・
五
二
七
番
歌
が
交
互
に
配

列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五
二
八
番
歌
の
「
影
」
は
二
で
先
述
し
た
通
り
、
恋
に
や
つ
れ
て
痩
せ
た
姿

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。
恋
に
よ
っ
て
や
つ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
同
じ

「
影
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
光
に
よ
っ
て
生
じ
る
影
と
し
て
恋
す
る
人
に
寄
り
添

う
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
「
影
」
と
い
う
語
の
特
徴
を
活
か
し
た
歌
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
歌
の
配
列
と
は
異
な
り
、
前
の
歌
と
明
確
な
共
通
点
が
無

い
。
こ
れ
は
五
二
九
番
歌
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
は
共
通
語
句
に

よ
っ
て
結
び
つ
く
配
列
が
続
い
て
一
連
の
流
れ
を
保
っ
て
き
た
が
、
五
二
八
・

五
二
九
番
歌
は
こ
れ
ら
と
は
違
っ
た
基
準
で
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
歌
が
周
辺
の
歌
と
は
何
の
関
係
も
無
く
、
突
発
的
に
こ
の
場

所
に
置
か
れ
た
の
で
は
無
い
こ
と
は
、
周
辺
の
歌
の
見
て
み
る
と
は
っ
き
り
し

て
い
る
。

ま
ず
、
五
二
七
・
五
二
九
・
五
三
一
番
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
「
涙
河
」・「
涙
の
川
」

と
い
う
歌
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
氏
は
、「
古
今
集

に
お
け
る
「
涙
川
」
の
歌
は
八
首
も
（「
涙
の
川
」
の
二
首
を
含
め
て
）
あ
り
、

<

袖
の
涙>

の
他
の
ど
の
表
現
よ
り
も
登
場
率
が
高
い
こ
と
は
、「
涙
川
」
が

歌
語
と
し
て
成
立
し
、
歌
人
の
注
目
を
あ
び
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る⑿
。「
涙
川
」
が
当
時
注
目
さ
れ
た
歌
語
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、「
涙
川
」

を
詠
ん
だ
歌
八
首
の
う
ち
三
首
が
一
首
隔
て
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で

は
な
く
、
撰
者
が
意
図
し
て
集
中
的
に
配
列
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
五
二
八
番
歌
は
「
わ
が
身
は
影
と
な
り
に
け
り
」、
五
三
〇
番
歌
は
「
影

な
る
身
」
と
あ
り
、「
涙
川
」
の
歌
を
隔
て
る
二
首
も
ま
た
、
一
首
隔
て
て
「
影
」

の
語
が
共
通
し
、「
我
が
身
」
が
「
影
」
と
な
る
と
い
う
詠
み
方
も
類
似
し
て
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い
る
。
よ
っ
て
、
五
二
七
番
歌
か
ら
五
三
一
番
歌
の
五
首
は
そ
れ
ま
で
の
共
通

の
素
材
で
詠
ん
だ
歌
を
隣
同
士
に
配
列
し
て
い
く
方
法
と
は
違
っ
た
対
応
関
係

で
成
り
立
ち
、「
涙
河
」
と
「
影
」
が
交
互
に
並
ぶ
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
、

撰
者
が
共
通
語
句
を
持
つ
歌
を
隣
に
置
い
て
い
く
配
列
に
こ
だ
わ
っ
た
の
な
ら

ば
、
涙
川
が
詠
ま
れ
た
三
首
と
篝
火
を
詠
ん
だ
二
首
を
、
歌
群
を
形
成
す
る
よ

う
に
配
列
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

涙
川
枕
流
る
る
う
き
寝
に
は
夢
も
さ
だ
か
に
見
え
ず
ぞ
あ
り
け
る（

五
二
七
）

早
き
瀬
に
み
る
め
生
ひ
せ
ば
わ
が
袖
の
涙
の
川
に
植
ゑ
ま
し
も
の
を

（
五
三
一
）

篝
火
に
あ
ら
ぬ
わ
が
身
の
な
ぞ
も
か
く
涙
の
川
に
浮
き
て
燃
ゆ
ら
む

（
五
二
九
）

篝
火
の
影
と
な
る
身
の
わ
び
し
き
は
な
か
れ
て
下
に
浮
き
て
燃
ゆ
ら
む

（
五
三
〇
）

恋
す
れ
ば
わ
が
身
は
影
と
な
り
に
け
り
さ
り
と
て
人
に
そ
は
ぬ
も
の
ゆ
ゑ

（
五
二
八
）

右
の
よ
う
に
配
列
す
れ
ば
、
前
後
の
歌
が
共
通
の
語
句
を
持
つ
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
と
同
様
の
配
列
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、
撰
者

が
共
通
の
素
材
で
詠
ま
れ
た
歌
を
並
べ
る
配
列
や
、
歌
群
の
形
成
に
重
き
を
置

い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
単
調
な
共
通
語
句
を

持
つ
歌
の
連
続
を
避
け
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
配
列
を
行
っ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

共
通
、
あ
る
い
は
類
似
し
た
表
現
で
詠
ま
れ
た
歌
を
一
首
隔
て
て
配
列
す
る

パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
は
石
田
氏
や
貫
井
有
紀
氏
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が⒀
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
同
時
に
、
五
二
九
番
歌
と
五
三
〇
番
歌
が
ど
ち
ら

も
「
篝
火
」
と
い
う
素
材
で
詠
ま
れ
て
お
り
、
前
後
間
の
対
応
関
係
も
認
め
ら

れ
る
。
よ
っ
て
、
五
二
七
番
歌
か
ら
五
三
一
番
歌
ま
で
の
五
首
は
、
一
首
隔
て

た
配
列
が
二
つ
重
な
り
、
同
時
に
前
後
の
対
応
関
係
も
含
ん
だ
、
複
雑
な
配
列

と
な
っ
て
い
る
。

五
三
二
番
歌
は
「
沖
辺
」・「
玉
藻
」・「
波
」、
五
三
三
番
歌
は
「
入
江
」・「
白

波
」
と
、
水
に
縁
の
あ
る
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
早
き
瀬
」、「
み
る

め
」
が
詠
ま
れ
る
五
三
一
番
歌
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
の
内
容
は
ば
ら

ば
ら
で
、
片
思
い
を
嘆
く
歌
と
い
う
他
に
は
、
特
に
共
通
や
関
連
す
る
点
は
見

当
た
ら
な
い
。
五
三
一
番
歌
か
ら
五
三
三
番
歌
ま
で
の
三
首
は
「
早
き
瀬
に
み

る
め
生
ひ
せ
ば
」
と
い
う
表
現
を
筆
頭
に
、
同
じ
語
句
の
使
用
は
無
い
が
水
に

縁
の
あ
る
語
が
共
通
し
て
詠
ま
れ
た
歌
を
連
続
し
て
配
列
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

水
の
歌
三
首
の
後
は
、
水
と
は
無
関
係
の
「
す
る
が
な
る
富
士
の
山
」
が
詠

ま
れ
た
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
五
三
三
番
歌
の
「
知
ら
ず
や
人
を
か

く
恋
ひ
む
と
は
」
が
五
三
四
番
歌
「
人
知
れ
ぬ
思
ひ
を
つ
ね
に
す
る
が
な
る
」

に
対
応
し
、
隣
同
士
に
配
列
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
次
の
五
三
五
番

歌
は
「
奥
山
」
と
い
う
語
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
山
で
五
三
四
番
歌
と
対
応
し
て

お
り
、
五
三
三
番
歌
か
ら
五
三
五
番
歌
は
人
知
れ
ぬ
恋
心
と
い
う
共
通
の
素
材

で
詠
ま
れ
た
三
首
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
続
く
五
三
六
番
歌
は
「
ゆ
ふ
つ
け
鳥
」「
音
の
み
な
く
ら
む
」
が
五
三

五
番
歌
の
「
飛
ぶ
鳥
の
声
」
と
対
応
し
て
こ
の
位
置
に
置
か
れ
た
歌
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、「
逢
坂
」
は
五
三
七
番
歌
「
逢
坂
の
関
」
と
対
応
し
て
お
り
、

共
通
の
素
材
の
歌
を
並
べ
る
配
列
が
再
び
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
歌
の
内
容

は
声
を
あ
げ
て
泣
く
と
い
う
五
三
六
番
歌
に
対
し
、
五
三
七
番
歌
は
「
い
は
で
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心
に
思
ひ
こ
そ
す
れ
」
と
あ
り
、
声
に
す
る
、
し
な
い
で
正
反
対
の
こ
と
を
詠

ん
だ
二
首
で
も
あ
る
。
五
三
七
番
歌
は
五
二
八
番
歌
と
「
石
清
水
」
の
縁
で
「
浮

草
」・「
淵
」
が
詠
ま
れ
た
歌
が
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
二
首
は
「
言
は

で
心
に
思
ひ
こ
そ
す
れ
」
と
「
深
き
心
を
知
る
人
の
な
き
」
も
心
に
秘
め
た
思

い
と
い
う
点
で
対
応
し
て
い
る
。

以
上
、
一
九
首
が
周
辺
の
歌
と
ど
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
も
っ
て
配
列
さ
れ

て
い
る
か
を
見
て
き
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
周
辺
の
歌
と
、
歌
に
詠
ま
れ
る
語
句
や
詠
ま
れ
る
心
情
な

ど
、
何
か
し
ら
の
関
係
を
持
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
共
通
語
句
を
有
す
る
歌

を
前
後
に
並
べ
る
配
列
が
多
く
、
部
分
的
に
は
複
雑
で
変
則
的
な
、
一
首
を
隔

て
た
配
列
や
、
水
に
縁
の
あ
る
語
が
集
中
的
に
配
列
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
配
列
の
結
果
と
し
て
、
松
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
類
歌
に
よ
る
歌
群
を
形

成
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
て
の
歌
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
部
分
的
に
、
先
述
の
よ
う
な
配
列
の
性
質
上
、
類
歌
が
集
中
配
列
さ
れ
て

歌
群
を
形
成
す
の
で
あ
る
。

歌
の
内
容
は
、
全
首
が
恋
に
嘆
く
歌
と
い
う
点
で
共
通
点
し
て
い
る
。
前
後

で
歌
の
内
容
が
似
通
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
前
後
で
同
じ
言
葉
を
用
い
て

い
て
も
内
容
は
異
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
一
貫
性
は
な
い
。
恋
の
部
の
構
造
は
、

恋
愛
の
巻
が
進
む
ご
と
に
恋
愛
が
進
展
す
る
と
述
べ
た
が
、
恋
歌
一
に
配
列
さ

れ
た
歌
が
内
容
に
一
貫
性
の
無
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
巻
の
中
に
収
め
ら
れ

て
い
る
歌
自
体
は
、
一
直
線
上
の
恋
愛
の
軸
・
時
間
軸
で
進
行
す
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

恋
歌
一
の
配
列
は
、
恋
愛
初
期
の
恋
に
嘆
く
歌
を
、
使
用
語
句
な
ど
の
表
現

や
歌
意
に
対
応
関
係
の
あ
る
歌
を
隣
り
合
わ
せ
に
配
列
す
る
こ
と
を
大
き
な
流

れ
の
軸
と
し
つ
つ
、
単
調
な
共
通
語
句
を
持
つ
歌
の
連
続
を
避
け
る
よ
う
に
、

あ
え
て
複
雑
で
変
則
的
な
配
列
も
行
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

五

こ
れ
ま
で
、『
古
今
和
歌
集
』
恋
の
部
の
構
造
と
配
列
に
つ
い
て
考
察
し
て

き
た
。
今
回
扱
っ
た
箇
所
は
恋
の
部
の
ご
く
一
部
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
恋

の
部
や
恋
歌
一
の
構
造
全
体
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
構
造
の
一
部

を
な
す
箇
所
を
微
視
的
に
見
る
こ
と
で
、
繊
細
な
巻
や
歌
の
対
応
関
係
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
各
巻
は
恋
愛
が
段
階
的
に
進
行
す
る
よ
う
役
割
を
担
っ

て
並
び
、
各
巻
に
収
め
ら
れ
た
歌
は
、
一
首
一
首
が
孤
立
し
な
い
よ
う
に
、
周

辺
の
歌
と
何
か
し
ら
の
対
応
関
係
を
持
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
対
応

関
係
の
連
続
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
も
、
時
に
は
単
調
な
配
列
を
避
け
る

配
列
や
、
当
時
注
目
さ
れ
て
い
た
歌
語
の
集
中
配
列
も
見
ら
れ
、
こ
の
作
品
を

単
調
な
も
の
に
す
ま
い
と
す
る
撰
者
の
意
図
が
窺
え
る
。
撰
者
は
『
古
今
和
歌

集
』
を
秀
で
た
歌
の
寄
せ
集
め
に
留
め
ず
、
構
造
や
配
列
に
様
々
な
工
夫
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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