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一　

時
過
ぎ
た
る
鶯

　

和
歌
文
学
の
世
界
に
お
い
て
、
鶯
は
古
来
、
春
を
告
げ
る
鳥
と
さ
れ
て
き
た
。

壬
生
忠
岑
が
「
春
来
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の
鳴
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ
」（『
古
今
集
』
春
上
・
一
一
）
と
詠
み
、
源
順
が
「
あ
ら
た
ま
の
年
た
ち

か
へ
る
朝
よ
り
待
た
る
る
も
の
は
鶯
の
声
」（『
拾
遺
集
』
春
・
五
）
と
詠
ん
だ

よ
う
に
、
人
々
は
そ
の
初
声
を
心
待
ち
に
し
て
い
た⑴
。

　

こ
の
誰
も
が
賞
美
す
る
鶯
に
対
し
て
難
癖
を
つ
け
た
の
が
『
枕
草
子
』
で
あ

る
。「
鳥
は
」
の
段
で
、
鶯
が
漢
詩
で
も
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
、

声
は
勿
論
、
姿
も
上
品
で
愛
ら
し
い
と
始
め
に
評
価
し
な
が
ら
論
を
転
じ
、
そ

ん
な
美
点
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
宮
中
で
鳴
か
な
い
し
、
夜
も
鳴
か
な
い
。
一

方
で
、
夏
秋
の
終
わ
り
ま
で
老
い
耄
れ
声
で
鳴
い
て
、「
虫
食
い
」
な
ど
と
呼

ば
れ
る
な
ん
て
、
と
扱
き
下
ろ
し
て
い
る
。
鶯
批
判
は
そ
の
後
ひ
と
し
き
り
続

い
た
後
、「
さ
れ
ば
、
い
み
じ
か
る
べ
き
も
の
と
な
り
た
れ
ば
と
思
ふ
に
、
心

ゆ
か
ぬ
心
地
す
る
な
り
」
と
い
う
文
で
終
結
す
る⑵
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
鶯
の

世
間
的
評
価
が
高
い
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
の
、
最
高
の
も
の
は
完
璧

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
清
少
納
言
流
の
理
屈
な
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
中
で
特
に
合
点
が
行
か
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
春
の
鳥
で
あ

る
べ
き
鶯
が
春
を
過
ぎ
て
も
鳴
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
先
に

掲
げ
た
『
拾
遺
集
』
の
源
順
歌
を
引
い
て
、「
春
鳴
く
ゆ
ゑ
こ
そ
は
あ
ら
め
。『
年

た
ち
か
へ
る
』
な
ど
を
か
し
き
こ
と
に
、
歌
に
も
文
に
も
作
る
な
る
は
。
な
ほ

春
の
う
ち
鳴
か
ま
し
か
ば
、
い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
『
枕
草
子
』
で
鶯
と
比
較
さ
れ
称
讃
さ
れ
る
郭
公
は
、
夏
の
夜
空
を
飛
翔
し

な
が
ら
鳴
く
独
特
の
音
調
が
印
象
的
な
鳥
で
あ
る
。
昼
も
鳴
く
が
、
そ
の
姿
は

な
か
な
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
日
本
に
定
住
し
て
い
る
の
が
鶯
で
、
夏
季
だ
け

日
本
で
過
ご
す
渡
り
鳥
が
郭
公
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
鳥
に
は
生
態
的
な
違
い

が
あ
り
、
清
少
納
言
が
挙
げ
る
鶯
の
欠
点
は
そ
の
習
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。
鳥

に
人
間
側
の
勝
手
な
注
文
を
押
し
つ
け
る
の
は
理
不
尽
な
話
だ
ろ
う⑶
。

　

さ
て
、
清
少
納
言
が
不
服
を
唱
え
た
夏
の
鶯
が
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
二
例

描
か
れ
て
い
る
。
一
例
目
は
兼
家
の
夜
離
れ
が
初
め
て
一
ヶ
月
以
上
続
い
た
時

に
詠
ま
れ
た
鶯
の
和
歌
で
、
独
詠
歌
で
あ
る
。

か
く
て
数
ふ
れ
ば
、
夜
見
る
こ
と
は
三
十
余
日
、
昼
見
る
こ
と
は
四
十
余

日
に
な
り
に
け
り
。
心
も
ゆ
か
ぬ
世
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
ま
だ
い
と
か
か

る
目
は
見
ざ
り
つ
れ
ば
、
見
る
人
々
も
あ
や
し
う
め
づ
ら
か
な
り
と
思
ひ

た
り
。
も
の
し
お
ぼ
え
ね
ば
、
な
が
め
の
み
ぞ
せ
ら
る
る
。
人
目
も
い
と

『
蜻
蛉
日
記
』
の
鶯
と
郭
公

―
道
綱
母
の
心
象
風
景

―

赤
　
　
間
　
　
恵
都
子



― ―61

恥
づ
か
し
う
お
ぼ
え
て
、
落
つ
る
涙
お
し
か
へ
し
つ
つ
、
臥
し
て
聞
け
ば
、

鶯
ぞ
折
は
へ
て
鳴
く
に
つ
け
て
、
お
ぼ
ゆ
る
や
う
、

鶯
も
期
も
な
き
も
の
や
思
ふ
ら
ん
み
な
つ
き
は
て
ぬ
音
を
ぞ
な
く
な

る�

（
中
巻
・
天
禄
元
年
六
月
）

　

こ
れ
は
、
本
来
の
鶯
の
季
節
で
あ
る
春
を
と
う
に
過
ぎ
た
六
月
の
詠
歌
で
あ

る
。
道
綱
母
が
兼
家
の
訪
れ
を
待
ち
続
け
る
日
々
は
も
う
一
ヶ
月
以
上
に
な
っ

て
い
た
。
周
囲
の
侍
女
た
ち
の
目
も
気
に
か
か
り
、
涙
を
こ
ら
え
て
伏
せ
っ
て

い
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
、
鶯
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
夏
の
終
わ
り
に
鳴
く
鶯

は
、
も
う
春
告
げ
鳥
と
し
て
の
意
味
を
持
た
な
い
。
季
節
を
超
え
て
い
つ
ま
で

も
鳴
い
て
い
る
鶯
の
声
に
、
作
者
は
果
て
し
な
い
物
思
い
を
続
け
る
自
分
を
な

ぞ
ら
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
年
後
に
鳴
滝
の
山
寺
に
籠
も
っ
た
際
に
も
、
季

節
を
逸
し
た
鶯
の
声
が
作
者
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
昼
は
日
一
日
、
例
の
行
ひ
を
し
、
夜
は
主
の
仏
を
念
じ
た
て
ま

つ
る
。
め
ぐ
り
て
山
な
れ
ば
、
昼
も
人
や
見
む
の
う
た
が
ひ
な
し
。
簾
巻

き
上
げ
て
な
ど
あ
る
に
、
こ
の
時
過
ぎ
た
る
鶯
の
、
鳴
き
鳴
き
て
、
木
の

立
ち
枯
れ
に
、「
ひ
と
く
ひ
と
く
」
と
の
み
、
い
ち
は
や
く
言
ふ
に
ぞ
、

簾
お
ろ
し
つ
べ
く
お
ぼ
ゆ
る
。
そ
も
う
つ
し
心
も
な
き
な
る
べ
し
。

（
中
巻
・
天
禄
二
年
六
月
）

鶯
の
鳴
き
声
と
し
て
記
さ
れ
る
「
ひ
と
く
ひ
と
く
」
は
、『
古
今
集
』
の
「
梅

の
花
見
に
こ
そ
き
つ
れ
鶯
の
人
く
人
く
と
厭
ひ
し
も
を
る
」（
誹
諧
歌
・

一
〇
一
一
）
に
よ
っ
た
表
現
で
あ
る⑷
。
鶯
が
梅
の
花
と
共
に
詠
ま
れ
る
古
今
歌

の
季
節
は
春
だ
が
、『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
六
月
に
鳴
く
「
時
過
ぎ
た
る
鶯
」
を

取
り
上
げ
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
兼
家
か
ら
離
れ
る
べ
く
山
寺
に
籠
も
っ
た
道
綱
母
は
、
後
を
追
っ

て
来
た
兼
家
を
一
旦
は
ね
つ
け
な
が
ら
、
心
の
底
で
は
も
う
一
度
迎
え
に
来
て

く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
ん
な
自
分
自
身
の
気
持
ち
を
、「
あ
の
人

が
来
る
、
あ
の
人
が
来
る
」
と
鶯
が
声
に
出
し
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え

た
の
は
我
な
が
ら
正
気
で
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
分
析
す
る
。
鶯
は
作
者
が

直
接
口
に
出
せ
な
い
内
心
の
思
い
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
和
歌
的
世
界
に
は
馴
染
ま
な
い
時
節
を
過
ぎ
た
鶯
の
描
写
に

は
、
作
者
の
内
面
世
界
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆

者
は
先
に
別
稿
で
『
蜻
蛉
日
記
』
の
郭
公
の
歌
を
検
討
し
、
兼
家
と
道
綱
母
の

最
初
の
郭
公
の
贈
答
歌
が
日
記
全
体
の
主
題
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
が⑸
、
本
稿
で
は
そ
の
考
察
を
さ
ら
に
進
め
、
郭
公
と
対
照
さ
れ

る
鶯
の
歌
に
つ
い
て
も
見
解
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

郭
公　

―
浮
気
な
夫
の
表
象
と
し
て
―

　
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
郭
公
の
用
例
が
十
六
例
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
ま
で
の
王

朝
散
文
作
品
の
中
で
鶯
と
郭
公
の
用
例
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ど
ち
ら
の
用

例
も
見
え
な
い
の
が
『
竹
取
物
語
』、
二
例
ず
つ
あ
る
の
が
『
伊
勢
物
語
』
で
、

鶯
が
郭
公
よ
り
多
い
作
品
は
『
う
つ
ほ
物
語
』、『
大
和
物
語
』、『
土
佐
日
記
』、

『
源
氏
物
語
』
と
な
る
。
た
だ
し
、
十
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
記
事
し
か

な
い
『
土
佐
日
記
』
に
郭
公
が
登
場
し
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
同
様
に
、

初
夏
に
始
ま
っ
て
正
月
早
々
の
記
事
で
終
わ
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
は
鶯
が

登
場
し
な
い
。

　

そ
の
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
他
に
鶯
よ
り
郭
公
の
用
例
が
多
い
作
品
は
、『
落

窪
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』『
枕
草
子
』
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
郭
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公
び
い
き
の
『
枕
草
子
』
が
最
多
数
の
二
十
例
を
数
え
、『
蜻
蛉
日
記
』
は
『
枕

草
子
』
に
つ
い
で
郭
公
の
用
例
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
鶯
の
用
例
が

最
多
を
数
え
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
郭
公
も
十
八
例
あ
る
が
、
作
品
の
分
量

を
考
慮
す
る
と
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
方
が
よ
り
頻
繁
に
郭
公
が
登
場
す
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。（
表
1
参
照
）

（
表
1
）

郭公

0

18

3

2

2

0

16

4

1

20

11

鶯

0

30

0

2

7

1

12

0

0

4

23

作品名

竹取物語

うつほ物語

落窪物語

伊勢物語

大和物語

土佐日記

蜻蛉日記

和泉式部日記

紫式部日記

枕草子

源氏物語

　

次
に
、『
蜻
蛉
日
記
』
中
の
郭
公
の
登
場
時
期
を
調
べ
て
み
る
と
、
巻
に
よ
っ

て
大
き
な
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。（
表
2
参
照
）

（
表
2
）

郭公

2 （ 2 ）

2 （ １ ）

１2（ ７ ）

１6（１0）

（　）内は和歌の用例数で、
内数を示す

鶯

2 （ 2 ）

5 （ 2 ）

5 （ １ ）

１2（ 5 ）

上巻

中巻

下巻

計

　

郭
公
の
用
例
十
六
例
中
、
十
二
例
が
下
巻
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
最
初
の
贈
答
歌
に
郭
公
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
上
巻
の
冒
頭
で
兼
家
と
道
綱
母
が
初
め
て
交
わ
し
た
贈

答
歌
で
あ
る
。

　

日
記
の
記
事
は
、
右
大
臣
師
輔
の
三
男
兼
家
の
求
婚
を
受
け
た
道
綱
母
の
当

惑
か
ら
始
ま
る
。「
本
朝
第
一
美
人
三
人
内
也
」
と
『
尊
卑
分
脈
』
に
記
さ
れ

た
才
色
兼
備
の
道
綱
母
も
一
介
の
受
領
の
娘
で
あ
り
、
摂
関
家
の
子
息
と
の
婚

姻
を
断
る
す
べ
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
な
の
か
、
あ
る
い
は
兼
家

自
身
の
性
格
な
の
か
、
求
婚
の
文
は
形
式
も
内
容
も
女
に
対
す
る
思
い
や
り
の

な
い
ス
ト
レ
ー
ト
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
や
り
方
に
納
得
が
い
か
ず
返
事
を
躊

躇
す
る
道
綱
母
だ
っ
た
が
、
母
の
意
見
に
従
っ
て
返
歌
を
詠
む
。
道
綱
母
が
兼

家
の
文
を
見
た
部
分
か
ら
の
本
文
を
引
い
て
み
よ
う⑹
。

　

見
れ
ば
、
紙
な
ど
も
例
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
な
し

と
聞
き
ふ
る
し
た
る
手
も
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
悪
し
け
れ
ば
、
い
と

ぞ
あ
や
し
き
。
あ
り
け
る
言
は
、

音
に
の
み
聞
け
ば
か
な
し
な
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
語
ら
は
む
と
思
ふ
心

あ
り

と
ば
か
り
ぞ
あ
る
。「
い
か
に
。
返
り
ご
と
は
す
べ
く
や
あ
る
」
な
ど
、

さ
だ
む
る
ほ
ど
に
、
古
代
な
る
人
あ
り
て
、「
な
ほ
」
と
か
し
こ
ま
り
て

書
か
す
れ
ば
、

語
ら
は
む
人
な
き
里
に
ほ
と
と
ぎ
す
か
ひ
な
か
る
べ
き
声
な
ふ
る
し

そ

求
愛
歌
に
女
が
直
に
返
歌
す
る
こ
と
が
男
の
意
向
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味



― ―63

し
て
い
た
当
時
、
道
綱
母
も
事
態
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
返

歌
で
彼
女
な
り
の
反
旗
を
翻
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
二

人
の
和
歌
の
贈
答
に
何
か
し
っ
く
り
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

道
綱
母
の
返
歌
は
兼
家
の
和
歌
の
下
句
に
詠
ま
れ
た
「
語
ら
は
む
」
と
い
う

語
か
ら
始
ま
り
、
上
句
に
詠
ま
れ
た
郭
公
を
用
い
て
、
形
式
的
に
は
贈
歌
を
受

け
て
い
る
。
し
か
し
、
郭
公
の
用
い
方
に
ず
れ
が
あ
る
。
兼
家
が
姿
を
な
か
な

か
現
さ
な
い
郭
公
に
道
綱
母
を
た
と
え
て
直
接
会
い
た
い
と
い
う
の
に
対
し
て
、

道
綱
母
は
兼
家
を
郭
公
に
た
と
え
、
ど
ん
な
に
鳴
い
て
も
無
駄
で
す
と
答
え
て

い
る
。
二
人
の
歌
が
互
い
に
相
手
を
郭
公
に
た
と
え
て
詠
む
の
は
、
一
組
の
贈

答
歌
と
し
て
考
え
る
と
何
か
引
っ
掛
か
る
。

　

比
較
の
た
め
に
下
巻
に
記
さ
れ
る
道
綱
と
大
和
の
女
と
の
郭
公
の
贈
答
歌
を

引
い
て
み
よ
う
。

五
月
の
は
じ
め
の
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
例
の
、
大
夫
、

う
ち
と
け
て
今
日
だ
に
聞
か
む
ほ
と
と
ぎ
す
し
の
び
も
あ
へ
ぬ
時
は

来
に
け
り

返
り
ご
と
、

ほ
と
と
ぎ
す
か
く
れ
な
き
音
を
聞
か
せ
て
は
か
け
は
な
れ
ぬ
る
身
と

や
な
る
ら
む　

（
天
延
元
年
五
月
）

こ
こ
で
は
大
夫
道
綱
が
女
を
郭
公
に
た
と
え
、
五
月
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
あ
な

た
の
声
を
聞
き
た
い
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
女
も
自
分
を
郭
公
に
た
と
え
て
、

私
の
声
を
す
っ
か
り
聞
か
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
答
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
ね
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
相
手
の
た
と
え
を
受

け
て
答
え
る
の
が
通
常
の
贈
答
形
式
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
息
子
の
詠
歌
の

制
作
に
は
道
綱
母
も
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
と
比
べ
る
と
、

日
記
冒
頭
の
道
綱
母
自
身
の
返
歌
の
頑
な
さ
が
際
だ
っ
て
見
え
る
。

　

兼
家
の
郭
公
の
た
と
え
を
す
り
替
え
て
答
え
た
道
綱
母
の
返
歌
は
、
恋
愛
の

は
ね
つ
け
歌
と
い
う
慣
例
と
は
別
の
意
味
で
、
贈
歌
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
い

な
い
歌
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
返
歌
に
は
、
兼
家
の
求
婚
に
対
し
て
作
者
か

ら
言
っ
て
お
き
た
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
に
考
え
た
時
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
『
古
今
集
』
の
次
の
歌
で
あ
る
。

郭
公
汝
が
鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も
の
か
ら

（
夏
・
一
四
七
）

こ
の
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
に
も
採
ら
れ
、
そ
こ
で
は
浮
気
者
の
女
に
対
し
て
男

が
詠
ん
だ
歌
に
な
っ
て
い
る
が
、
郭
公
を
浮
気
者
に
た
と
え
る
設
定
と
郭
公
が

鳴
く
「
里
」
の
語
と
に
注
目
し
た
い
。

　
『
古
今
集
』
の
こ
の
歌
を
踏
ま
え
る
と
、
道
綱
母
の
返
歌
に
詠
ま
れ
る
郭
公

は
、
た
く
さ
ん
の
里
（
＝
通
い
所
）
を
持
つ
浮
気
者
（
＝
兼
家
）
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
家
が
道
綱
母
を
郭
公
に
見
立
て
て
結
婚

し
た
い
と
申
し
出
た
の
に
対
し
、
道
綱
母
は
兼
家
を
郭
公
に
見
立
て
、
浮
気
者

の
あ
な
た
の
相
手
に
な
る
よ
う
な
女
は
こ
の
里
に
は
い
ま
せ
ん
と
答
え
た
。
結

婚
後
の
道
綱
母
の
状
況
は
、
兼
家
の
あ
ま
た
の
通
い
所
に
苦
し
み
な
が
ら
も
夫

に
執
着
す
る
毎
日
で
あ
り
、『
古
今
集
』
の
こ
の
歌
が
ま
さ
に
当
て
は
ま
っ
て

い
る
。
兼
家
の
求
婚
を
受
け
た
時
点
か
ら
、
道
綱
母
は
そ
の
状
況
を
不
本
意
な

が
ら
も
予
測
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
冒
頭
の
贈
答
の
後
、
日
記
中
の
和
歌
に
郭
公
が
し
ば
ら
く
詠
ま
れ
る
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こ
と
は
な
い
。
そ
の
間
に
結
婚
生
活
は
、
兼
家
が
あ
ま
た
の
里
を
平
気
で
飛
び

回
る
郭
公
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
。
日
記
冒
頭
の
和
歌
以

来
、
郭
公
は
作
者
に
と
っ
て
ど
う
し
て
も
兼
家
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
歌
語
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
束
縛
か
ら
解
か
れ
、
兼
家
か
ら
離
れ
た
郭

公
が
最
初
に
詠
ま
れ
る
の
が
下
巻
二
年
目
の
天
延
元
年
五
月
で
、
先
に
掲
げ
た

道
綱
と
大
和
の
女
の
贈
答
歌
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

翌
天
延
二
年
の
日
記
最
終
年
に
は
、
道
綱
母
が
引
き
取
っ
た
養
女
に
、
道
綱

の
上
司
に
あ
た
る
藤
原
遠
度
が
求
婚
し
て
く
る
。
そ
こ
で
遠
度
と
、
養
女
の
母

の
立
場
に
あ
る
道
綱
母
と
の
間
に
郭
公
の
贈
答
歌
が
集
中
的
に
詠
ま
れ
て
い
く⑺
。

遠
度
と
養
女
と
の
結
婚
が
兼
家
に
も
承
認
さ
れ
、
縁
組
が
順
調
に
進
む
よ
う
に

思
わ
れ
た
二
ヶ
月
後
、
遠
度
の
醜
聞
が
流
れ
て
く
る
。
郭
公
の
贈
答
に
よ
る
求

婚
は
男
の
浮
気
心
に
よ
っ
て
突
然
断
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』
で
郭
公
に
た
と
え
ら
れ
た
男
は
、
あ
ま
た
の
里
を
持
つ
浮
気

者
と
し
て
、
そ
の
正
体
を
現
し
て
い
く
。
道
綱
母
は
養
女
の
結
婚
が
破
談
に

な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
胸
を
な
で
お
ろ
し
て
い
る
が
、
郭
公
に
た
と
え
ら
れ
た

男
と
の
結
婚
は
自
分
一
人
で
十
分
だ
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
に

と
っ
て
郭
公
は
自
分
を
悩
ま
せ
た
夫
兼
家
と
そ
れ
に
連
な
る
世
間
の
男
達
の
象

徴
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三　

鶯　

―
夫
を
待
つ
女
の
表
象
と
し
て
―

　

次
に
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
鶯
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
日
記
中
の
鶯
の
用

例
は
全
十
二
例
、
そ
の
う
ち
和
歌
に
詠
ま
れ
る
も
の
は
五
例
で
あ
る
。
郭
公
に

比
べ
る
と
や
や
少
な
い
が
、
先
に
掲
げ
た
散
文
作
品
の
中
で
は
、
長
編
物
語
で

あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
に
次
い
で
多
い
用
例
数
に
な
っ
て
い
る
。

（
前
掲
表
1
参
照
）

　

鶯
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
中
で
、
郭
公
と
対
比
さ
れ
つ
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
記
中
の
鶯
の
用
例
分
布
を
見
る
と
、
郭
公
ほ
ど
の
偏

り
は
な
い
が
、
郭
公
の
場
合
と
同
様
に
、
上
巻
の
始
め
頃
に
詠
ま
れ
た
道
綱
母

と
兼
家
の
一
対
の
贈
答
歌
が
注
目
さ
れ
る
。（
前
掲
表
2
参
照
）

　

そ
れ
は
天
暦
八
年
秋
の
結
婚
か
ら
し
ば
ら
く
後
の
正
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

正
月
ば
か
り
に
、
二
三
日
見
え
ぬ
ほ
ど
に
、
も
の
へ
渡
ら
む
と
て
、「
人

来
ば
取
ら
せ
よ
」
と
て
、
書
き
お
き
た
る
、

知
ら
れ
ね
ば
身
を
う
ぐ
ひ
す
の
ふ
り
い
で
つ
つ
な
き
て
こ
そ
ゆ
け
野

に
も
山
に
も

返
り
ご
と
あ
り
、

う
ぐ
ひ
す
の
あ
だ
に
て
ゆ
か
ん
山
辺
に
も
な
く
声
き
聞
か
ば
た
づ
ぬ

ば
か
り
ぞ

　
（
上
巻
・
天
暦
九
年
一
月
）

新
婚
生
活
で
初
め
て
迎
え
た
正
月
の
あ
る
日
、
作
者
は
用
事
で
家
を
留
守
に
す

る
こ
と
に
な
り
、
兼
家
に
置
き
手
紙
を
残
し
て
出
か
け
た
。
夫
へ
の
和
歌
に
は
、

自
ら
を
鶯
に
た
と
え
、「
う
ぐ
ひ
す
」
に
「
憂
く
」
を
か
け
て
、
自
分
の
身
の

上
を
悲
観
し
嘆
き
な
が
ら
家
出
し
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
詠
ん
だ⑻
。
ま
だ
結

婚
後
間
も
な
い
こ
ろ
で
あ
り
、
道
綱
母
の
和
歌
は
夫
の
関
心
を
引
こ
う
と
い
う

意
図
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
兼
家
か
ら
の
返
歌
は
、
作
者
を
鶯
に
た

と
え
る
贈
歌
を
受
け
て
、
そ
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
ら
ど
こ
ま
で
も
尋
ね
て
い
く

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

兼
家
が
自
分
を
ど
こ
ま
で
も
尋
ね
て
く
る
と
い
う
返
歌
は
、
道
綱
母
に
と
っ

て
新
婚
時
代
の
思
い
出
に
残
る
う
れ
し
い
和
歌
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
以
後
、
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こ
の
歌
の
鶯
は
作
者
の
化
身
と
し
て
日
記
中
に
登
場
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
郭
公
が
兼
家
を
意
味
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
鶯
は
兼
家
を
待
つ
作
者
自
身
を
意
味
す
る
語
と
し
て
機
能
し
て
い

く
と
み
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
眺
め
る
と
、
こ
の
次
に
登
場
す
る
中
巻
の

鶯
が
、
第
一
節
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
時
節
を
過
ぎ
た
姿
で
あ
る
こ
と
が
頷
け
る
。

　

春
の
到
来
を
歌
い
上
げ
る
べ
き
鶯
が
、
季
節
を
越
え
て
い
つ
ま
で
も
鳴
い
て

い
る
様
子
は
、
新
婚
時
代
に
「
知
ら
れ
ね
ば
身
を
う
ぐ
ひ
す
の
」
と
戯
れ
に
詠

ん
だ
和
歌
の
状
況
が
現
実
と
な
り
、
夫
の
訪
れ
が
な
い
ま
ま
い
つ
ま
で
も
嘆
い

て
い
る
作
者
自
身
の
姿
と
重
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
六

月
の
鶯
が
登
場
す
る
の
は
、
兼
家
と
の
関
係
で
道
綱
母
が
煩
悶
し
て
い
た
中
巻

に
限
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
世
界
に
馴
染
ま
な
い
時
過
ぎ
た
る
鶯
は
、
日
記
世
界

で
作
者
自
身
の
投
影
と
し
て
の
意
味
を
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
鶯
本
来
の
季
節
で
あ
る
春
の
記
事
に
つ
い
て
『
蜻
蛉
日
記
』
を
通
覧
し

て
み
る
と
、
中
巻
最
後
の
天
禄
二
年
か
ら
下
巻
最
後
の
天
延
二
年
ま
で
の
四
年

間
に
毎
年
続
け
て
合
計
六
回
、
一
月
二
月
の
鶯
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
上
巻
で
は
最
初
の
贈
答
歌
以
来
、
春
の
鶯
が
一
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
以
下
、
順
に

見
て
い
こ
う
。

　

中
巻
第
三
年
目
の
天
禄
二
年
は
、
次
の
よ
う
な
作
者
の
心
中
思
惟
で
始
ま
る
。

さ
て
、
年
ご
ろ
思
へ
ば
、
な
ど
に
か
あ
ら
む
、
つ
い
た
ち
の
日
は
見
え
ず

し
て
や
む
世
な
か
り
き
。
さ
も
や
と
思
ふ
心
遣
ひ
せ
ら
る
る
。

天
暦
八
年
（
九
五
四
）
に
結
婚
し
て
か
ら
十
八
年
間
、
考
え
て
み
れ
ば
ど
う
い

う
わ
け
か
、
正
月
一
日
に
兼
家
が
作
者
の
家
を
来
訪
し
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た

と
い
う
。
そ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
事
に
気
づ
く
の
は
、
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
を
失
っ
た
時
で
あ
る
。
そ
の
年
の
正
月
、
兼
家
は
結
婚
後
初

め
て
道
綱
母
宅
へ
の
元
旦
の
訪
問
を
怠
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
道
綱
母
の
家

の
近
く
に
住
ん
で
い
た
近
江
の
女
の
も
と
へ
通
う
た
め
に
、
何
日
も
前
渡
り
を

続
け
た
。

　

数
日
後
に
よ
う
や
く
訪
れ
た
兼
家
は
、
平
然
と
し
た
顔
で
道
綱
母
の
愁
訴
を

聞
き
流
し
た
上
、
戯
れ
て
か
け
て
く
る
。
そ
の
態
度
に
閉
口
し
た
作
者
が
石
木

の
よ
う
に
し
て
夜
を
明
か
し
、
翌
朝
、
兼
家
が
も
の
も
言
わ
ず
に
帰
っ
た
後
の

こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
よ
り
後
、
し
ひ
て
つ
れ
な
く
て
、「
例
の
、
こ
と
わ
り
。
こ
れ
、

と
し
て
か
く
し
て
」
な
ど
あ
る
も
、
い
と
憎
く
て
、
言
ひ
返
し
な
ど
し
て
、

言
絶
え
て
二
十
余
日
に
な
り
ぬ
。「
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
」
と
い
ふ
な
る
日

の
気
色
、
鶯
の
声
な
ど
を
聞
く
ま
ま
に
、
涙
の
浮
か
ぬ
時
な
し
。

（
中
巻
・
天
禄
二
年
一
月
）

兼
家
か
ら
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
縫
物
依
頼
の
文
が
送
ら
れ
て
き
た
。

妻
の
気
持
ち
を
あ
え
て
無
視
し
て
や
り
過
ご
そ
う
と
す
る
の
が
兼
家
の
や
り
口

な
の
だ
。
そ
ん
な
夫
に
対
し
て
、
道
綱
母
が
強
く
反
発
し
言
い
返
し
て
し
ま
っ

て
か
ら
消
息
が
絶
え
、
二
十
日
余
り
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
周
囲
に
は
新
年
の
気

配
が
漂
う
が
、
夫
と
け
ん
か
別
れ
し
た
正
月
に
鶯
の
声
を
聞
く
と
涙
が
と
ま
ら

な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
嘆
き
の
中
で
、
鶯
が
作
者
の
気
持
ち
を
一
層
揺
さ
ぶ

る
の
が
中
巻
の
世
界
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
年
後
の
下
巻
に
な
る
と
様
相
は
異
な
っ
て
く
る
。
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今
日
は
二
十
三
日
、
ま
だ
格
子
は
あ
げ
ぬ
ほ
ど
に
、
あ
る
人
起
き
は
じ

め
て
、
妻
戸
お
し
開
け
て
、「
雪
こ
そ
降
り
た
り
け
れ
」
と
言
ふ
ほ
ど
に
、

鶯
の
初
声
し
た
れ
ど
、
こ
と
し
も
、
ま
い
て
こ
こ
ち
も
老
い
過
ぎ
て
、
例

の
、
か
ひ
な
き
ひ
と
り
ご
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
り
。

（
下
巻
・
天
禄
三
年
一
月
）

こ
の
年
は
鶯
の
初
声
を
聞
い
て
も
、
い
つ
も
の
よ
う
に
「
か
ひ
な
き
ひ
と
り
ご

と
」（
＝
独
詠
歌
）
さ
え
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
そ
れ
を
作
者
自
身
も
不
思
議
に

思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
の
二
月
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

こ
の
ご
ろ
、
空
の
気
色
な
ほ
り
た
ち
て
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
り
。

暖
か
に
も
あ
ら
ず
、
寒
く
も
あ
ら
ぬ
風
、
梅
に
た
ぐ
ひ
て
鶯
を
さ
そ
ふ
。

鶏
の
声
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
う
聞
こ
え
た
り
。（

下
巻
・
天
禄
三
年
二
月
）

春
の
う
ら
ら
か
な
情
景
描
写
の
中
に
余
裕
を
持
っ
て
鶯
を
記
す
作
者
は
、
男
女

の
別
れ
の
時
を
告
げ
る
鶏
の
鳴
き
声
さ
え
冷
静
に
聞
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

兼
家
の
来
訪
を
希
求
す
る
作
者
の
思
い
は
感
じ
取
れ
な
い
。
さ
ら
に
下
巻
二
年

目
に
は
、
鶯
の
声
を
し
み
じ
み
と
受
け
止
め
る
心
情
が
描
か
れ
る
。

　

さ
て
年
暮
れ
は
て
ぬ
れ
ば
、
例
の
ご
と
し
て
、
の
の
し
り
明
か
し
て
、

三
四
日
に
も
な
り
に
た
め
れ
ど
、
こ
こ
に
は
、
改
ま
れ
る
こ
こ
ち
も
せ
ず
。

鶯
ば
か
り
ぞ
い
つ
し
か
音
し
た
る
を
、
あ
は
れ
と
聞
く
。
五
日
ば
か
り
の

ほ
ど
に
昼
見
え
、
ま
た
十
余
日
、
二
十
日
ば
か
り
に
、
人
寝
く
た
れ
た
る

ほ
ど
見
え
、
こ
の
月
ぞ
す
こ
し
あ
や
し
と
見
え
た
る
。

（
下
巻
・
天
延
元
年
一
月
）

　

兼
家
が
正
月
早
々
の
道
綱
母
邸
訪
問
を
怠
る
こ
と
が
も
は
や
通
例
に
な
っ
て

い
た
。
鶯
の
声
は
そ
ん
な
夫
を
待
つ
自
分
自
身
を
「
あ
は
れ
」
と
と
ら
え
さ
せ

た
の
だ
ろ
う
。
正
月
五
日
に
初
め
て
訪
れ
た
兼
家
は
、
そ
の
後
、
普
段
よ
り
道

綱
母
の
も
と
に
足
繁
く
通
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
す
こ
し
あ
や
し

と
見
え
た
る
」（
波
線
部
）
と
記
し
て
い
る
。
作
者
は
夫
の
愛
情
を
信
じ
よ
う

と
す
る
気
持
ち
を
す
で
に
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
年
八
月
、
道
綱
母
は
父

の
所
有
す
る
郊
外
の
別
荘
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
日
記
最
終
年
に
あ
た
る
天
延
二
年
に
は
、
前
年
の
転
居
以
来
、
夫

と
の
関
係
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
顧
み
る
心
情
が
記
さ
れ
、
独
詠
歌
が
詠

ま
れ
て
い
る
。

　

柱
に
寄
り
立
ち
て
、
思
は
ぬ
山
な
く
思
ひ
立
て
れ
ば
、
八
月
よ
り
絶
え

に
し
人
、
は
か
な
く
て
正
月
に
ぞ
な
り
ぬ
る
か
し
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、

涙
ぞ
さ
く
り
も
よ
よ
に
こ
ぼ
る
る
。
さ
て
、

も
ろ
声
に
鳴
く
べ
き
も
の
を
鶯
は
正
月
と
も
ま
だ
知
ら
ず
や
あ
る
ら

む

と
お
ぼ
え
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
巻
・
天
延
二
年
一
月
）

兼
家
と
の
決
別
を
確
認
し
た
途
端
、
涙
が
こ
み
上
げ
て
き
て
、
激
し
く
泣
い
て

し
ま
っ
た
道
綱
母
。
こ
の
独
詠
歌
は
作
品
中
最
後
の
鶯
の
歌
で
あ
る
。
夫
と
離

れ
て
一
人
き
り
に
な
っ
た
道
綱
母
と
一
緒
に
泣
い
て
く
れ
る
は
ず
の
鶯
が
、
正

月
に
な
っ
て
も
鳴
か
な
い
。
あ
の
新
婚
の
日
、
鶯
と
な
っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
自

分
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
い
く
と
言
っ
た
夫
を
信
じ
て
い
た
時
か
ら
、
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ず
っ
と
一
緒
に
鳴
い
て
く
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
鶯
は
正
月
に
な
っ
た
こ
と

を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
作
者
は
詠
ん
だ
。

　

そ
の
年
の
二
月
、
思
い
立
っ
て
出
か
け
た
山
奥
の
寺
で
も
、
も
う
、
鶯
の
声

は
し
な
か
っ
た
。

あ
る
と
こ
ろ
に
、
忍
び
て
思
ひ
立
つ
。「
な
に
ば
か
り
深
く
も
あ
ら
ず
」

と
い
ふ
べ
き
と
こ
ろ
な
り
。
野
焼
な
ど
す
る
こ
ろ
の
、
花
は
あ
や
し
う
お

そ
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
を
か
し
か
る
べ
き
道
な
れ
ど
、
ま
だ
し
。
い
と
奥
山

は
鳥
の
声
も
せ
ぬ
も
の
な
り
け
れ
ば
、
鶯
だ
に
お
と
せ
ず
。
水
の
み
ぞ
、

め
づ
ら
か
な
る
さ
ま
に
、
湧
き
か
へ
り
流
れ
た
る
。

（
下
巻
・
天
延
二
年
二
月
）

　

作
者
の
傍
か
ら
鶯
が
消
え
た
時
、
そ
れ
は
上
巻
で
兼
家
と
鶯
の
贈
答
歌
を
交

わ
し
た
時
点
か
ら
、
す
っ
か
り
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
自
身
の
境
遇
を
作
者
が

自
覚
し
た
時
で
あ
っ
た
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
鶯
は
、
夫
を
待
つ
作
者
自
身
の
投

影
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
待
つ
べ
き
相
手
を
失
っ
た
時
、
日
記
世
界
か
ら
退
場

し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

ま
と
め

　
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
郭
公
と
鶯
の
用
例
を
対
比
し
な
が
ら
本
文
を
読
み
、

二
鳥
の
登
場
場
面
に
お
け
る
作
者
の
内
面
描
写
を
辿
っ
て
き
た
。
鶯
と
郭
公
の

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
で
あ
る
春
と
夏
が
二
〇
回
以
上
も
巡
る
中
で
、『
蜻
蛉
日
記
』

で
二
鳥
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
期
に
は
検
討
す
べ
き
問
題
が
あ
っ
た
。
上
巻
の

最
初
で
、
郭
公
は
求
婚
時
、
鶯
は
新
婚
時
代
に
兼
家
と
道
綱
母
の
贈
答
歌
と
し

て
一
往
復
ず
つ
詠
ま
れ
る
が
、
そ
の
後
、
同
様
な
形
で
二
鳥
が
詠
ま
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
最
初
に
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌
が
、
鶯

と
郭
公
の
日
記
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
ど
こ
ろ
を
定
め
、
そ
の
後
の
用
例
を

左
右
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
す
な
わ
ち
郭
公
は

浮
気
者
の
兼
家
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
鶯
は
兼
家
を
待
つ
道
綱
母
の
象
徴

と
し
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
世
界
の
中
で
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

　

上
巻
か
ら
中
巻
、
さ
ら
に
下
巻
に
進
み
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
関
係
が
変
化

し
て
い
く
に
つ
れ
、
郭
公
と
鶯
の
作
品
内
の
現
れ
方
も
変
わ
っ
て
い
く
。
中
巻

の
途
中
で
郭
公
が
兼
家
の
投
影
と
し
て
の
役
目
か
ら
離
れ
、
下
巻
で
は
遠
度
が

新
た
な
郭
公
と
し
て
道
綱
母
と
贈
答
歌
を
交
わ
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
直
前
に
、

道
綱
母
自
身
を
投
影
し
て
い
た
鶯
も
下
巻
で
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
兼
家
へ
の

信
頼
を
失
い
、
夫
を
待
つ
こ
と
を
断
念
し
て
い
く
道
綱
母
の
心
の
表
象
が
郭
公

と
鶯
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
結
婚
生
活
が
破
綻
に
至
る
ま
で
の
心
の
軌
跡
を
描
く
と
い
う

『
蜻
蛉
日
記
』
の
テ
ー
マ
を
、
作
者
が
郭
公
と
鶯
を
利
用
し
て
表
現
し
た
と
考

え
た
。
和
歌
世
界
の
中
で
、
春
と
夏
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
到
来
を
告
げ
る
鶯

と
郭
公
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
世
界
で
は
協
同
し
て
、
浮
気
な
男
（
郭
公
）
を

待
つ
女
（
鶯
）
の
象
徴
と
し
て
道
綱
母
の
心
象
風
景
の
中
に
鳴
く
鳥
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

注
⑴　

本
稿
の
引
用
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
本
文
に
よ
り
、
漢
字
表
記
を
適
宜
改

め
た
。

⑵　
『
枕
草
子
』
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

⑶　
『
枕
草
子
』
を
読
ん
だ
平
安
人
が
鶯
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
た
か
は
知
る
よ
し
も
な

い
が
、『
万
葉
集
』
と
『
拾
遺
集
』
ま
で
の
勅
撰
和
歌
集
を
総
覧
し
て
み
る
と
、
鶯
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よ
り
郭
公
の
方
が
歌
の
数
が
多
い
。

　

郭
公
の
歌
が
鶯
の
歌
の
三
倍
も
多
い
『
万
葉
集
』
を
筆
頭
に
、
三
代
集
で
も
郭
公

の
歌
は
鶯
の
歌
の
二
倍
程
度
の
数
が
採
ら
れ
て
い
る
。
日
本
古
来
の
和
歌
に
詠
ま
れ

る
鳥
と
し
て
は
、
郭
公
の
方
が
よ
り
好
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

郭公

１50

42

39

40

鶯

50

26

１７

2１

歌集名

万葉集

古今集

後撰集

拾遺集

　

※
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
の
歌
数
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。

⑷　
『
大
和
物
語
』
第
一
七
三
段
に
、
良
岑
宗
貞
が
関
わ
っ
た
五
条
の
女
の
独
詠
歌
と

し
て
、「
よ
も
ぎ
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
を
う
ぐ
ひ
す
の
人
来
と
鳴
く
や
た
れ
と
か
待

た
む
」
が
載
る
。
こ
れ
も
正
月
の
歌
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
歌

に
よ
り
近
い
と
思
わ
れ
る
。

⑸　

拙
稿
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
待
つ
女
―
道
綱
母
の
和
歌
へ
の
こ
だ
わ
り
―
」『
日
記
文

学
研
究　

第
三
集
』（
新
典
社　

二
〇
〇
九
年
十
月
）
所
収

⑹　
『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

⑺　

遠
度
と
道
綱
母
の
贈
答
歌
の
中
で
、
郭
公
は
す
べ
て
遠
度
を
た
と
え
る
形
で
詠
ま

れ
て
い
る
。

⑻　
「
う
ぐ
ひ
す
」
に
「
憂
く
」
を
掛
け
る
詠
み
方
は
、『
古
今
集
』（
恋
五
・
七
九
八
）

「
我
の
み
や
世
を
鶯
と
な
き
わ
び
む
人
の
心
の
花
と
散
り
な
ば
」
に
見
ら
れ
る
。
当

該
歌
は
「
読
人
し
ら
ず
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、『
小
町
集
』
に
載
る
和
歌
で
あ
る
。「
身

を
鶯
の
」
と
「
世
を
鶯
と
」
の
違
い
は
あ
る
が
、
恋
人
に
捨
て
ら
れ
る
女
の
嘆
き
を

鶯
の
鳴
き
声
に
重
ね
る
と
こ
ろ
は
共
通
し
て
い
る
。
他
に
あ
ま
り
例
の
な
い
用
法
で

あ
る
。


