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見
学
園
女
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大
学
国
文
学
科
報

第
二
十
七
号

(平
成
十

一
年
三
月
十
八
日
)

『定
家
卿
自
歌
合
』
箋

註

(
二
)

川

平

ひ

と

し

(承
前
)

1

本

自

歌
合

の

「
二
十

四
」
と

い
う

番

い
の
構

成

に

つ
い
て
も

、

一
度

は

立

ち
停

ま

っ
て
そ

の
意
味

を
思

案

し

て
み
る

べ
き
か

も
知

れ
な

い
。
も

ち

ろ
ん
、

こ

の
番

い
の
数

は
、
前

回
検

討

し
た
序

に
相

当
す

る
文
章

中

に
述

べ
ら

れ

て

い
た

よ
う

に
、

「
う

た

の
数

四
十

八

に
さ

た
む

る
事

は
、
か

の

弥

陀

の
本
願

に
な

す
ら

へ
て
」

の
も

の
に
他

な
ら
な

い
の
だ
と

す
れ
ば

、

著

者

み
ず

か
ら
歌
数

を

四
十

八
首

と
定

め
た

こ
と

か
ら
、

お

の
ず
と
生

じ

た
帰
結

で
あ

っ
た

こ
と

に
な

る
。

し
か

し
想
定

さ

れ
る
と

こ

ろ

の
プ

ソ
イ

ド

ー
定

家

の
意

図

如
何

を

一
旦
留
保

し
て
お

い
て
、

こ
の

「
二
十

四
」
と

い
う
形

式
を

私

た
ち

の
目

で
確

か

め

て
お

こ
う

。

定
家

に
近

し

い
範
囲

で

「
二
十

四
番
」

の
歌
合

の
催

し
を
拾

え
ば

、

ω

正

治

二
年

(
一
二
〇

〇
)
九

月
院
当

座

歌
合

題

月
契
多
秋

・
暮
見
紅
葉

・
暁
更
聞
鹿

②

建
暦
三
年

(
=

=

三
)
入
月
七
日
内
裏
歌
合

題

山
暁
月

・
野
夕
風

・
河
朝
霧

㈲

建
保
七
年
二
月
十
二
日

(
=

二

九
)
当
座
歌
合

題

・深
山
春

・
夕
帰
雁

・
水
郷
秋

・
朝
野

鹿

・
被
知
恋

・
暁
更
恋

な
ど
に
目
が
止
ま
る
。
し
か
し
定
家
も
出
詠
し
て
い
る
②
を
も
含
め
て
、

こ
れ
ら
が
本
書
の
直
接
の
模
範
な
ど
に
な

っ
て
い
る
痕
跡
は
窺
え
そ
う
に

な
い
。
右
に
掲
出
し
た
各
歌
合
の
歌
題
と
本
歌
合
の
そ
れ
と
の
間
で
一
致

す
る
も
の
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
方
、

定
家
の
時
代
の
の
ち
の

「
二
十
四
番
」
の
歌
合
と
し
て
、

ω

永
仁
五
年

(
一
二
九
七
)
入
月
十
五
夜
歌
合

題

寄
月
秋

・
寄
月
恋

・
寄
月
雑

㈲

元
亨
四
年

(
=
ご
二
四
)
年
二
月
二
十
八
日
石
清
水
社
歌
合
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題

社
頭
花

・
霞
中
帰
雁

・
山
家
眺
望

㈲

文
明
六
年

(
一
四
七
四
)
六
月
十
七
日
武
州
江
戸
歌
合

題

海
上
夕
立

・
深
山
納
涼

・
連
夜
待
恋

ω

文
明
七
年

(
一
四
七
五
)
公
武
歌
合

題

湖
上
月

・
禁
中
月

・
月
下
竹

(1
)

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
う
ち
ω
の
題
の

「寄
月
恋
」
は
本
歌
合

二
十
番
左
の
題
と

一
致
し
て
お
り
注
意
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
歌
合

と
と
も
に
、
本
歌
合
と
の
親
密
な
繋
が
り
を
具
体
的
に
は
見
出
し
難
い
。

ち
な
み
に
神
宮
文
庫
蔵
本

『二
十
四
番
歌
合
書
抄
』
(三

・
一
〇

一
三
)

の
や
や
長
文
の
跋
文
な
ど
に
も
、
「二
十
四
番
」
に
特
別
の
意
味
を
付
与

(
2

)

ん
　ノす

る

よ
う
な

言
辞

は
見

ら
れ

な

い
。
結

局

、
本
歌

合

の

「
二
十

四
」

と

い

う

番

い
の
数
自

体

に
決
定

的
な
準

拠

と
な

る
特
定

の
先

例

や
、
逆

に
後

々

の
踏
襲
例

を
差

し
当

た
り

中
世

に
は
見

出

し
得

な

い
と

す

べ
き

よ
う

だ
。

こ

の
よ
う

に

一
種

の

「
不
在

証
明

」
あ

る

い
は

「
除
外
診

断
」
を

施

す

こ

と

に
す

れ
ば
、
事

は

最
初

に
戻

っ
て
、

問
う

べ
き

な

の
は

「
二
十

四
」

で

は

な
く

「
四
十

八
」

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
、
序

に
云

う

「
う
た

の
数

四
十

八

に
さ

た
む

る
事

」

と

い
う

著
者

の
設
定

し

た
枠

そ

の
も

の
を
対

象
化

し

て
、

「
か

の
弥

陀

の
本

願

に
な

す

ら

へ
て
」

と

い
う
意

図

の
内

実

と
、

そ

れ
を
促

し
、
ま

た
可
能

な

ら
し
め

た
諸
条

件
を

私
た

ち
は

あ
ら

た
め

て
検

証

し

て
み
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

2

追
究
の
方
向
を
、
仮
に
次
の
よ
う
に
四
つ
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

・つ
。

一

定
家

と
阿

弥
陀

四
十

入
願
と

の
接
点

を
検

出

し

て
、
真

正
性

の
側

か

ら
吟

味
す

る

こ
と
。

二

中
世

の
浄

土
門

の
諸
流

に

お
け

る

「
四
十

入
願

」

の
概

念

の
、
教

理

的
な

あ

る

い
は
布

教
上

の
広

が
り

と
そ

の
様

相

に
照

ら
し

て
み

る
こ

と
。

三

和

歌

の
領
域

で

「
四
十

八
願
」

が
焦

点
と

な

る
表

現
史

的

な
そ
し

て

歌
論
史

的

な
状
況

の
中

に
当
該

例
を

置

い
て
み
る

こ
と

。

四

本

書

に
云
う

四
十

入

の

「
弥
陀

の
本

願
」

は
仏
教

的
な

理
念

で
あ

り

な
が

ら
も
、

編
者

と
し

て

の
プ

ソ
イ

ド

ー
定

家

の
信
仰

そ

の
も

の
と

ど

の
よ
う
な

深
度

に
お

い
て
結

び

つ
い
て

い
た

か
、
言

い
換
え

れ
ば

、

信

仰
自
体

か

ら
ど

れ
ほ
ど

遊
離

し
、

か

つ

「
四
十

八
」

と

い
う

名
数

へ
の
形
式

的

な
関
心

が
ど

れ

ほ
ど
主
導

的

に
働

い
て
い
た
か
を

考
え

て
み

る
こ
と

。

以

上

の
よ

う

な
方
向

を

掘

り

下
げ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「弥

陀

の
本

願
」

の

「
四
十

八
」

を

テ
キ

ス
ト

の
枠

と

し

て
導

入
し

て

い
る

こ
と

の
意
味

を

よ
り
精

細

に
読

解

し

て
、

「
か

の
弥

陀

の
本

願

に
な

す

ら

へ
て
」

と
す

る

編
者

の

「
な
す

ら

へ
」

る
と

い
う

行
為

に

つ
い
て
の
意
識

〈
テ
キ

ス

ト
意
識
〉
に
繋
が
る
も
の
ー

の
質
と
深
層
を
追
究
し
得
る
に
ち
が
い
な

い
。
た
だ
し
上
記
の
諸
論
点
と
私
見
に
つ
い
て
は
前
稿
で
す
で
に
略
説
し

た
。
上
に
仮
に
立
て
た
四
つ
の
方
向
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
追
究
す
べ
き

問
題
は
さ
ら
に
枝
分
か
れ
し
、
伸
び
広
が
っ
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
本
箋

註
の
進
行
の
途
上
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
枝

々
に
幾
度
か
立
ち
戻
っ
て
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検

討

す

る
こ
と

に
し

た

い
。

3

結
番

と
歌

題

に

つ
い
て
は

、
具
体

的

に
は

こ
の

の
ち
各

番

に
即

し

て
見

る

こ
と

に
す

る

が
、
あ
ら

か
じ

め
以

下

の
諸
点

の
み
を
確

認

し

て
お
こ
う

。

ま
ず

二
十

四
番

の
構
成

(特

に
部

立
は
表

示

さ
れ

て

い
な

い
)

は
、

四

季

・
恋

・
雑

の
枠

を
宛

て

て
言
え

ば

、

一
番

か

ら
六
番

ま

で
が
春
、

七

・

八

・
九

の
三
番

は
夏

、
十

番

か
ら
十

五
番
ま

で
秋

、
十

六
、
十

七
、

十

八

の
三
番

は
夏

と
対
応

す

る
よ
う

に
冬

で
あ

る
。
歌

題
も

上
記

の
部
立

に

ふ

さ
わ

し

い
題

が
季
節

を
追

っ
て
左

右

に
配

さ
れ

て

い
る
。
そ

の
内
、

三
番

右

そ

し

て
同

題

の
四
番
右

の

「山

路
旅

行
」

は
必

ず

し
も

春

を
思
わ

せ
な

い
が
、
当

該

の
い
ず

れ

の
歌
も
花

を
歌

材
と

し

て
お
り

、
春

の
位
置

に
収

め
る

べ
く
矛
盾

の
な

い
題

と
認

め

て
処

置

さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う

。
以

上

の

四
季

に
続

く
十

九
番

は
左

「
初
逢

恋
」

右

「
旅
宿
恋

」

と
右

に

「
旅

」

の

要
素

が
交

わ

る
も

の

の
、

と
も

に
恋
題

が
並

ぶ
。

し
か

し
後
続

の
二
十

番

か

ら

二
十

三
番

ま

で
は
、

二
十

番

左

・
寄
月

恋

右

・
月
前

述
懐

,

,

二
十

一
番

左

・
夕
待

恋

右

・
述
懐

二
十

二
番

左

・
冬
恋

右

・
山
路

二
十

三
番

左

・
暁
別

恋

右

・
山
家

の
よ
う

に
、
左

に
恋
を

右

に
雑
を

組

み
合

わ

せ

て

い
る
。

そ
し

て
最
末

の

二
十

四
番

は
上

の
結
番

の
型

と
は

ま
た
異

な
り

、
左

「
社

頭
鐘
」

右

「
社

頭
松

」
と

「
社

頭
」

に
か

か
わ

る
祝

意
性

の
濃

い
二
首

を
並

べ
て
結
び

と

し

て

い
る
。
比
較

的
小

規
模

の
歌
合

な

が
ら
、

こ

こ
に
は

一
定

の
配
列
意

識
、
構

成
意

識

を
窺

い
得

る
。

ち

な

み
に

「
同
題
」

の
箇

所
が

三
箇
所

含
ま

れ

て

い
る
。
前
掲

の

「山

〆
路

旅

行
」

と
十

二
番

の
左

右

の

「山

路

月
」
、
続

く
十

三
番

左

右

の

「海

辺
月
」

の
三
箇
所

が

そ
れ

で
あ

る

。
特

に

「
山
路

旅
行

」

は
番

い
を
越
え

て
右

・
左
と

同
題

の
並

ぶ
例

こ

の
事

例
自
体

は

た
と
え

ば

『定

家
卿

百
番
自

歌
合

』
な
ど

に
も
存
在

し

て
お
り

、
特
異

で
は

な

い
ー

で
あ
り

、

そ
れ
が
意
図
的
に
巧
ま
れ
た
配
列
で
あ
っ
た
か
、
結
果
と
し
て
採
用
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
、
い
わ
ば
窮
余
の
策
で
あ
っ
た
の
か
は
今
は
問
わ
な
い

と
し
て
も
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
無
作
為
に
題
を
並
べ
置
い
た
の
で
は
な
く
、

一
定
の
意
識
の
連
な
り
の
中
で
な
さ
れ
た
操
作
の
跡
を
認
め
る
べ
き
だ
と

思
う
。
な
お
歌
題
四
十
八

(同
題
の
も
の
を
含
め
て
)
の
内
、
既
知
の
定

家
作
品
に
も
見
え
る
も
の
は
、
そ
の
数
十
七
。
残
り
の
三
十

一
題
、
す
な

わ
ち
本
歌
合
の
題
の
過
半
は
定
家
作
品
に
例
を
見
な
い
も
の
で
、
う
ち
七

(3
)

題
は
た
と
え
ば

『平
安
和
歌
歌
題
索
引
』
掲
出
の
諸
題
に
見
え
ず
、
同
書

を
目
安
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
王
朝
か
ら
定
家
ら
の
時
代
に
か
け
て
必
ず

し
も

一
般
的
で
は
な
か
っ
た
題
だ
と
言
え
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ

う
な
経
緯
を
通
じ
て
本
歌
合
の
中
に
所
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

惣
じ
て
私
た
ち
が
本
テ
キ
ス
ト
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
歌
々
を

案
出
し
な
が
ら
四
十
八
首
を
題
と
も
ど
も
綴
り
合
わ
せ
る
者
、
言
い
換
え

れ
ば
、
作
り
-
編
む
者
の
営
為
の
跡
で
あ
る
。
さ
て
問
題
は
、
定
家
の
「真

正
性
」
を
包
み
覆
う
よ
う
に
、
あ
る
い
は

「真
正
性
」
と
せ
め
ぎ
合
う
よ

テ
に
存
在
し
て
い
る

「擬
(偽
)託
性
」
を
双
方
見
失
わ
な
い
よ
う
に
計
測
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し
な
が

ら
、
当

の
作

り

-
編

む
者

の
営

為

の
跡
を

テ
キ

ス
ト

に
ど

の
よ
う

(4
)

に
辿
り
、
読
み
取
る
か
で
あ
る
。

な
お
本
文
は
前
稿
と
同
じ
く
ひ
と
ま
ず
群
書
類
従
本

(巻
二
二
〇
)
に

拠
り
、
必
要
に
応
じ
て
他
本
を
参
看
す
る
こ
と
に
す
る
。

4

冒
頭

一
番
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
番左

早
春
梅

春
さ
む
き
梢
は
雪
に
う

つ
も
れ
て
さ
か
ぬ
も
ま
か
ふ
軒
の
梅
か
枝

右

海
邊
霞

浦
人
の
あ
し
わ
け
を
舟
こ
き
出
て
さ
は
る
か
た
な
く
か
す
む
春
哉

左

の
題

の

「
早
春
梅

」
は
前
節

で
述

べ
た
、
定
家

作
品

に
例

を
見
ず

『平

安
和

歌

歌
題
索

引
』

に
も
見

え

な

い
類

で
あ

る
。

い
ま
仮

に
本

書

の
歌
題

で
定

家

の
他

の
作
品

に
も
見

え

る
題
を

「
A
型
」
、
見
え

な

い
題
を

「
B
型
」

と

し
、
A

・
B
そ

れ
ぞ
れ

を

『
平
安
和

歌
歌

題
索

引
』
所
掲

の

「
A
1
型
」

と

「
B

1
型
」
、

非
所

掲

の

「
A

2
型

」
と

「
B

2
型
」

に
分

け

る
と

す

れ
ば
、
.右

の

「
海
邊

霞
」

は

「
B

1
型

」

で
あ
り

、
定
家

の
例

を
直

ち

に

探

し
得

な

い
も

の
の
、
す

で

に
詠

み
継

が

れ

て
同
時

代
歌

人

に
も
広

く
試

み
ら
れ

て

い
る
題

で
あ

る

(後

述
)
。
し

か
し

「
B

2
型
」
に
属

す

る

「
早

春
梅

」

の
よ
う

な

い
わ
ば
孤

立

し
た
歌

題

の
場
合

、
無

か
ら
想

像
力

の
み

を
力

と

し

て
創

出

さ
れ
た

も

の
と

考
え

る

こ
と
を

ひ
と
ま

ず
措

く
と

す

る

と

と
言
う
よ
り
、
定
家
た
ち
の
時
代
に
お
い
て
、
表
現
史
の
中
で
蓄

積
さ
れ
て
き
た
先
行
歌
題
は
す
で
に
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ

て
実
作
の
拠
り
所
や
規
範
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
ー

こ
の

種

の
類

は
何

を
基

に
、
ど

の
よ
う

な
経
路

で
案

出

さ
れ

た

の
か

を

一
旦
は

穿

鑿

し
て
よ

い
と
思

う
。

そ

の
際

注
目

さ

れ
る

の
は
、
定

家

の

「
早
梅

」

(
5
V

題

の
次

の
例

で
あ

る
。

十

二
月

早
梅

い
ろ
う

つ
む

か
き
ね

の
ゆ
き

の
こ
ろ
な

が
ら

年

の

こ
な

た

に

・
ほ

ふ
む
め

か
え

(『拾

遺
愚

草
』

中

・

「
詠
花

鳥
和

歌

各

十

二
首
」

・
一
八
九

五
)

こ

の

「
早
梅
」

は
表

示

に
見

え

る
と

お
り
、

一
連

の
月
次

の
花

の
内

、
最

末

「十

二
月

」

の
題

で
あ

り
、

題
意

に
沿

っ
て
趣
向

も

お

の
ず

と
、
冬

の

続

く
年
内

に
雪
景
色

の
中

で
匂

い
始

め
た
早

咲
き

の
梅

を
主
軸

と

し

て

い

る
。

一
方

「
早
春
梅

」
題

の
当
該

歌

は
、
年

も
明

け
春

に
な

っ
た
も

の
の

今

は
な

お
寒

く
、
梅

の
梢

は
雪

に
埋
も

れ

て

い
て
花

は

ま
だ
咲

か

な

い
。

し
か

し
白

い

の
は
も

し

や
そ

の
花

な

の
か
と

見
ま

が
う

、
と

い
う
趣
意

で

あ

る
。

両
首

と
も
同

じ
く
白

い
雪

の
情

景
な

が
ら

、

一
方

は
咲

き
始

め
た

梅

、
他
方

は

ま
だ
咲

か
な

い
梅

(そ

し

て
咲

い
た

の
か

と
疑

い
見

る
)

と

い
う

よ
う

に
着

想

は
互

い
に
相
違

し

て

い
る
。

ち
な

み

に
冬

の
景

物
と

し

て

の
雪
と

梅

の
取
り
合

わ

せ
は
、

『古
今

集
』

の
「
梅

の
花

そ
れ
と
も

見
え

ず
久

方

の
あ
ま
ぎ

る
雪

の
な

べ
て
降

れ

れ
ば
」

(題

し
ら
ず

・
よ

み
人

し
ら

ず

・
冬

・
三

三

四
)
と

そ

れ

に
続

く

「花

の

色

は

雪

に
ま

じ
ゅ

て
見

え

ず
と

も
」

(三

三

五

・
篁

)
、

「
梅

の
香

の
降

り

一14一



お
け

る
雪

に
ま
が

ひ
せ
ば
」

(三
三
六

・
貫
之

)

「
い
つ

れ
を
梅

と
わ

き

て

折

ら

ま

し
」

(三
三

七

・
友

則

)

に
見

ら

れ

る
ご

と
く
、

詩

の
表

現
と

も

連

繋

し
な
が

ら
、
早

く
類
型

的

な
着
想

と
な

っ
て

い
た

。
そ

し

て
題
詠

史

の
展
開

と
深
化

に

つ
れ

て
、
「
梅

の
は

な
冬

さ
か
す

と

い
ふ
た

い
を
」

(元

輔

1

・
私

家
集
大

成
本

・

一
七

一
)

の
よ
う

に
取

り
立

て

て
咲

か
な

い
こ

と

を
指
定

し

た
題
を

も
含

め

て
、
右

の
類
型

か
ら
様

々
な
変
奏

が
生

み
出

さ
れ
た
と

し

て
よ

い
と
思
う

。
先

掲

「
早
梅

」
題

の

「月

な

み

の
花
鳥

の

歌

の
ゑ

に
か

・
る

へ
き
事

あ

る
」

折
、

「
ふ
る

き
う

た

か
す

の
ま

・
に
あ

り

か
た
く

は

い
ま
よ

み

て
も

た

て
ま

つ
る

へ
き
よ

し
」

の
命

で
あ

っ
た
と

い
う
後

仁
和

寺

宮
-
道

助

法
親

王

の
要

請
も

、

そ

れ
に
応

じ

て
詠

出
し

た

定
家

の
意

図
も

、
そ
う

し

た
既
存

の
類

型

の
枠

を
冒

険
的

に
打

ち
破

る
試

み
と
は
異

な

る
と

こ
ろ

に
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

。

一
方
、

春

の
雪

の
傍

ら

で
、
季
節

の
到
来

を
告
げ

て
咲

く
梅
も

ま

た

一

(6
)

つ
の
類

型

で
あ

り
、

「
早
春

梅
」

題

を
も

つ
当
該

の
歌

は

そ
う

し

た
系

譜

の
中

に
位

置

し

て
い
た
は
ず

で
あ

る
。

し
か

し
な
が

ら

一
番
左

の

「
早
春

梅
」

の
場

合
、

題

の
字

に

「
梅
」

と

あ
り

、
題
意

の
核

心

は
ま

さ
し
く
春

の
花

と

し

て
の
梅

で
あ

る

は
ず
だ

が

当
該

の
歌

は
、
咲

く

べ
き
梅

は

い
ま

だ

な
お
開

い
て

い
な

い
と

い
う
趣
向

に
な

っ
て

い
る
。

こ
の
点

に
、
題
意

と
表

現
と

の
や
や
強
引

な
結

合
あ

る

い
は
不
調
和

、
も

し
く

は
本
来

あ

っ
て
然

る

べ
き
も

の
が
言

い
そ
ら

さ
れ

た

か

の
よ
う

な
裏

腹
な
印

象

を
与
え

る

。
そ
も

そ
も

「
早
春

梅
」

と

い
う

題
自
体

、
決

し

て

一
般
的

で
は
な

か

っ
た
理
由

も

こ

の
点

に
あ

っ
た

の
で

は
な

か

っ
た
か
。

そ

れ
で

い
て
双
方

の
歌

は
き

わ
め

て
よ
く

類
似

し
た

要

素

を
語
句

そ

の
も

の

に
含

ん

で

い
る
と

い
う

印
象

も
ま

た
拭

い
難

い
。
仮

に
こ

れ
ら

の
印

象
を

我

々
に
も

た
ら

す
も

の
が
、
す

べ

て
定
家

の

「
早
梅
」

詠

「
い
ろ
う

つ
む
」

を
歌

題
と
も

ど
も

換
骨

奪
胎

し
た

こ
と

に
起
因

し

て

い
る

の
で
あ

っ
た
と

す
れ

ば
、
私

た
ち

は

一
番

左

歌

に
し

て
早

く
も

プ

ソ

イ

ド

ー
定

家

に
よ

る
操

作

的
な
改

変
行
為

の
跡

に
立
ち
会

っ
て

い
る
こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

こ

の
推

測

に
沿

っ
て
、

す
ぐ

さ
ま

「
い
ろ
う

つ
む
」

の
摂

取

・
転
用

は

『
拾
遺

愚
草
』

の
本
文

を

通
じ

て

で
あ

っ
た
か
、

そ
れ

と
も

絵

画
資
料

と
も
結

び

つ
い
て
展
開

す

る

「
十

二
月
花

鳥
和

歌
」

の
テ

キ

ス
ト

の
受

容

史
を

通
じ

て

で
あ

っ
た

の
か

、
と
性

急

に
問

い
を
先
走

っ

て
進

め

る

こ
と

も

で
き

る
に
ち

が

い
な

い
。

5

し
か

し
題

に
着

目

し

て
、
趣
向

・
構
想

の
枠

の
側

か
ら

読

み
、
憶
測

を

も
重

ね

る
と

い
う
方
向

を

一
旦
留

め

て
お

い
て
、
当

該

の
左

右

の
歌
を

素

朴

に
読

み
合
わ

せ

て
み
よ
う

。
両
者

の
表

現

に
共
通

し

て

い
て
す

ぐ

さ
ま

目

に

つ
く

の
は

、
以

下

の
二
点

で
は
な

か

ろ
う

か

。

(イ
)
第

三
句
末

の

「
う

つ
も
れ

て
」

「
こ
き

出

て

(
こ
ぎ

い
で
て
)
」

の

「
て

」
留

ま
り

。

(
ロ
)
第

四
句

「
さ
か

ぬ
も

ま
か

ふ
」
「
さ
は

る
か

た
な
く
」
の
否
定

表

現
。

い
ず

れ
も

語
句

の
言

い
回

し
に
か

か
わ

る
も

の

で
あ

る
が

、
あ

た
か
も

双

方

こ
と

さ
ら
揃
え

合
わ

せ
た

か

の
よ
う

に
類
似

し
た
形

を
も

っ
て
お
り

、

結
番
冖に

お
け

る

一
特
徴

と
見

て
よ

い
。
む

し

ろ
積
極
的

に
、
左

右

の
表

現

に
類

似
性
を

盛
り

込
む

こ
と

は
結
番

の
際

に
編
者

が
意

識

し
た
も

の
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原
則

と
は
断

じ

ら
れ
な

い
ま

で
も

の

一
つ
で
あ

っ
た
と

言
え

よ
う
。

(イ
)

の
第

三
句
末

の

「
て
」
留

ま

り

(あ

る

い
は

「
て
」

止
め
)

は
、

こ

こ
ば

か
り

で
な
く
本

歌
合

に
、

分

と

め

て

三
番

右

・
わ
け
出

て

十

二
番

右

道

た
え

て

八
番

右

秋

ふ
け

て

十

五
番

左

峯

晴

て

九
番

左

雪

つ
み

て

十
七
番

右

影

も
り

て

十

一
番

右

跡
た
え

て

十
九
番

右

の
ご

と

く
あ

っ
て
計
十

例

。

こ
れ

ら

に
十

六

番
右

「
と
絶

に
て
」
、
十

九

番

左

「
日
数

に

て
」

の

「
に
て
」

や
、

一
番

の
直

後

に
続
く

二
番
左

「見

え

わ

か

て
」

の
打

消

の

「
で
」
な

ど
を

も
併

せ
見

る
と
、
第

三
句

末

「
て
」

留

ま

り

の
表

現

は

テ
キ

ス
ト

の
表

に

一
段

と
強

く
印
象

づ
け

ら
れ

る

こ
と

に
な

る
。

四
十

八
首

中

の
十
首

は

二
〇

・
八
%

、
そ

の
数

の
多

さ

に
ま
ず

注

意

し

て
よ

い
。
近

時

、
今
野

鈴
代

は
永
福

門
院

の
表

現

の
独

自
性

の

一

つ
を
証

示
す

べ
く

、
第

三
句

末

「
て
」
留

ま
り

の
用
例

史
を
精

査

し

て
お

(7
)

り
、

お

の
ず

と
調
査

は
定

家

に
も
及

ぼ
さ

れ

て

い
る
。

今
野

の
算
出

し
た

と

こ
ろ
を
我

々
の
当

面

の
関
心

に
即

し

て
参

照
す

る
な

ら
、

そ

の
際

の
留

意

点

は
次

の
三

つ
に
な

ろ
う
。

(
a
)
定

家

の
第

三
句
末

「
て
」
留

ま
り

の
歌

は
、
用

例
上

ど

の
よ
う
な

頻
度

を
示

し

て

い
る

か
。

(b
)
定

家
自

身
、

第

三
句

末

「
て
」

に
よ
る
歌
句

構
成

を

ど

の
よ
う

に

意

識
化

し
評

価

し

て

い
た
か

。

(
c
)
定

家

の
第

三
句

末

「
て
」

留
ま

り
歌

は
、
定

家
享

受
史

の
中

で
ど

の
よ
う

に
受

容

さ
れ
た

か
。

今

野

の
資
料

を
参

照

・
確

認

し

て
、

数
字

の
上

か
ら
帰

納

し
得

る
と

こ
ろ

を
考
え

て
み
よ
う

。

(
a
)

に

つ
い

て
見

る
と
、

『拾
遺

愚
草

』
上

中
下

三へ

巻

の
う

ち

、
第

三
句
末

「
て
」
留

ま

り
歌

を
最
も
多

く
含

む

σ
は
上

巻

で
、

(8
)

同
巻

の

一
四

二
ご
%
。
逆

に
少

な

い

の
は
中

巻

の
九

・

一
%

。
「
員
外

雑
歌

」
・

は

一
五

・
○

%
と

頻
度

が

や

や
高
く

、

「
員
外

の
外
」

を
含

め

て
定

家
歌

全

体

の
頻
度

を
求

め

る
と

=
二

・二
ご
%

に
な

る
と

い
う

。

こ
れ
ら

の
割
合

に
比

す

る
と

き
、

本
歌
合

の
二
〇

・
入

%
は
高
率

だ

と
言
わ

ね
ば

な

る
ま

い
。

(b
)

に

つ

い
て

の
目
安

に
な

る

の
は

『定

家
卿

百
番

自

歌
合

』

の

用

例

で
あ

る
。
同

歌
合

の
第

三
句

末

「
て
」
留

ま
り

は

二

一
首
、
全

二
〇

〇
首

の

一
〇

・
五
%
。

そ

の
割

合

は
本
歌
合

の
そ
れ

と
著

し
く
異

な

っ
て

お
り

、
む

し

ろ
互

い
に
背

馳
す

ら

し

て

い
る
と

見
ら

れ

る
。

(
c
)

の
次

元

で
際

立

っ
た

数

値

を
示

し

て

い
る

の
は
京

極

派

に
お

け

る
受

容

で
あ

る
。

た
と
え

ば

『新

古
今

集
』

で
す

ら
、
定

家

の
第

三
句

末

「
て
」

留

ま

り
歌

は
同

集

入
集

定
家

歌

の

=

二

・
○
%

で
あ

る

が
、

『玉

葉
集

』

で
は

一
=

・
七

%
、

『風

雅
集
』

に
至

る

と

二
七

・
入

%
と

、
明

ら

か

に
増
加

(9
)

し
て
い
る
。
そ
し
て
本
歌
合
の
二
〇

・
八
%
は
む
し
ろ

『玉
葉
集
』
『風

雅
集
』
に
お
け
る
頻
度
の
傾
向
の
方
に
近
似
し
て
い
る
。

上
記
の
三
つ
の
次
元
に
現
れ
た
数
値
か
ら
推
し
量
る
と
、
本
歌
合
に
目

立

つ
第
三
句
末

「
て
」
留
ま
り
歌
は
、
定
家
作
品
全
体
の
用
例
か
ら
離
れ
、

定
家
の
自
選
に
成
る
詞
華
集
の
テ
キ
ス
ト
の
実
状
と
重
な
ら
ず
、
逆
に
定

家
作
品
と
定
家
自
身
の
評
価
そ
の
も
の
の
傾
向
か
ら
は
逸
脱
し
て
、
第
三

句
末

「
て
」
留
ま
り
歌
を
重
視
す
る
、
定
家
享
受
史
に
お
け
る

一
動
向
に

沿
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
で
は
こ
の
事
実
は
、
本
歌
合
が
京
極
派
の
担
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い
手

た

ち

の
鑑

識
眼

と
手

を
直
接

的

に
経
た

こ
と

に
因

る
も

の
だ
と
想

定

し

て
よ

い
の
だ

ろ
う

か
。
答

え

は
否
。

そ
う

し
た
想

定

に
す
ぐ

さ
ま
立

っ

て
問

題
を
担

い
手

論

の
次
元

に
還

元
す

べ
き

で
は

な
か

ろ
う

。
右

で
依

拠

し
た
今

野
鈴

代

の
論
点

が
、

永
福

門
院

の
表
現

に

「頂

点
」

を
見

出
す

こ

と

の
で
き

る
、
第

三
句

末

「
て
」
の
、
通
常

の
表
現

類
型

と
は
異

な

る

「
展

開

「
て
」
L

の
表

現

分

析

に
あ

っ
た

こ
と

を
想

起

し

よ
う

。
今

野
は

す

で

に
定
家

の
第

三
句

末

「
て
」

に

つ

い
て
も
重

要

な
指
摘

を
行

な

っ
て

い
る

が
、
そ

の
論
点

を
視

野

に
入

れ

て
お

い
て
、
こ
こ

で
は

、
今

野

の
云

う

「展

開

日
て
」
L
、
当

の
表

現
類

型
を
包

み
込

ん
で
多
数
存

在

す

る

『玉
葉

集
』

『
風
雅

集
』

の
第

三

句
末

「
て
」
留

ま

り
歌

、

両
集

の
テ
キ

ス
ト
中

に
収

録

さ
れ

た
定
家

の
第

三
句

末

「
て
」
留

ま
り

歌
、
定

家
作

品

に
お
け

る
第

三
句

末

「
て
」

留
ま

り
歌

、

の
そ
れ

ぞ
れ

の
文
脈
を

区
別

し

て
読

解

し
よ

う

。
そ

の
上

で
、
定
家

と
京

極
派

の
第

三
句
末

「
て
」
留

ま
り

歌
を
成

り

立

た
せ

て

い
る
表

現
史

的
状

況

は
、

そ
れ
ぞ

れ
ど

の
よ
う

に
重

な
り

、
ど

の
よ
う

な
差

異

を
も

つ
の
か
、

そ
し

て
、

こ
の
よ
う

な
問

題
圏

の
内

で
眺

め

る
と
き

、
当
該

の
自

歌
合

に
顕
著

に
見

ら

れ
る
第

三
句
末

「
て
」
留

ま

り
歌

の
表
現

を

ど

の
よ
う
な
位

置

に
据
え

る

こ
と
が

で
き

る
か
、

と
問
う

て

み
よ
う
。

さ

て
、

こ

の
よ
う

に
問
題
を

立

て
れ
ば

、
歌

の
数
と

併

せ

て
、
否

そ

れ

以

上

に
、
第

一二
句
末

「
て
」
留

ま
り

歌

の
表

現

の
質

そ

の
も

の
、
言

い
換

え

れ
ば

「
て
」
と

い
う

歌
辞

の
表

現
性

の
深

部

を
、
定

家

と
プ

ソ
イ
ド

ー

定
家

の
営

み
の
合
間

を
縫
う

よ
う

に
し
な

が
ら
我

々
は
細

読
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。
後

段

で
、
当

面

の

一
番
左

歌

に
即

し

て
あ

ら
た

め

て
読

み
直

す

ご

と

に
し

た

い
。

先

に

(
ロ
)

と
し

て
挙
げ

た
、
左

右

の
第

四
句

に
見
え

る
否
定

表

現

に

つ
い
て
も

一
言

し

て
お
き

た

い
。

「
さ
か

ぬ
も

ま
か

ふ
」

「
さ
は

る
か

た
な

く
」

と
あ

る
内
、

左

の

「
さ
か
ぬ
も

ま
か

ふ
」

は
先

述
し

た
よ
う

に
、
梅

は
ま

だ
咲

か
な

い
け

れ
ど
も

そ
れ

か
と
見

紛
う

、

の
意

だ
と

解

さ
れ

る
。

意

味

不
明
と

い
う

訳

で
は
な

い
が
、

や

や
切
り
詰

め
過

ぎ

て
、
言

い
澱

む

よ
う

な
屈
曲

し
た
印

象

を
与
え

る

こ
と
ば
遣

い
と

な

っ
て

い
る
。
そ
れ

は
、

食

い
違

い
に
近

い
よ
う

な
意
想
外

の
思

い
を
、
助

詞

「
も
」

を
挟

ん

で
逆

説

的

な

言

い
回

し

で

一
句

の
内

に
結

び

合

わ

せ

た

こ
と

に

よ

る
結

果

で

あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。
同
種

の
表

現

は
七
番
左

右

の
第

四
句

「
ふ

か
ぬ

に

し
け

る
」

「
ま

た

ぬ
に

な

の
る
」

の
、

と
も

に

「
に
」

を

介

し

た
言

い
回

し
に
も
見
ら
れ
る
ー

こ
れ
も
類
似
性
を
盛
り
込
む
と
い
う
編
者
に
よ
る

配
列

意
識

の
現

れ

の

一
例

で
あ

ろ
う

。

こ
う

し
た
逆
説

的

な
表
現

を
、

同
じ

く
助
詞

を
挟

み
な

が
ら
も

別
途

の

方
向

に
進

め
た
と

言
え

る

の
が
、
二
十

三
番

右

の
第

四
句

「
深
き

も
浅
き

」

で
あ

る
。

こ
ち

ら

は

相
反

す

る
語
を

結

合

し

た
自

己

撞
着

的

な
表

現

と

な

っ
て

い
る
。
ち

な

み
に
早

く
篠

田
浩

一
郎

は

、
西
洋

修
辞

学

の
タ

ー
ム

の

一
つ

(修

辞
的

な
あ

や
を
名

づ
け

た
も

ろ
も

ろ

の
概

念

の

一
つ
)

を

用

い
て
定

家

の
表

現

に

「撞

着
語

法
」

(O
×
図
ヨ
O
「O
⇒
)

の
見

ら

れ
る

こ
と

を

(補
註
)

指
摘
し
、
そ
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。
当
の
語
法
の
問
題
や
、
西
洋
修
辞

学
の
タ
ー
ム
で
和
歌
表
現
の
あ
や
を
読
み
替
え
る
こ
と
の
意
義
や
そ
の
際

の
方
法
の
問
題
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
再
考
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
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上

の
逆

説
的
表

現

、
撞
着

的
表

現

は
、

い
ず

れ
も

日
本

語
表

現

の
生

理

の

一
つ
で
あ

る
助
詞

、
和
歌

表
現

の
言

わ
ば
体

質

の

一
つ
で
あ

る
歌
辞

を
重

要

な

テ

コ
と

す

る
語
句
構

成

に
よ

っ
て
も

た
ら

さ
れ

て

い
る
こ
と

に
私

た

ち
は
注

意

し
た

い
。
先

の

(
イ
)

に
お

い
て
問
題

で
あ

っ
た

の
は
歌

句
末

の
歌
辞

で
あ

り
、

こ

こ
で
問

わ
れ

る

の
は
歌

句
中

の
歌

辞

で
あ

る
。

こ
と

に
今

(
ロ
)

と

し

て
抽
出

し

て

い
る
逆
説
的

表
現

の
場

合

に
は
、
も

う

一

つ
否
定

表
現

の
問

題
が
事

柄

に
関
与

し

て

い
る
。

こ
こ
ば
か

り

で
な
く

、

そ
も

そ
も
本

歌
合

に
は

、
目

に
立
ち

、
耳

に
立

ち
も

す

る
否
定
表

現

が
端

々

に
存
在

し

て

一
つ
の
特
徴

に
す
ら
な

っ
て

い
る
。

こ
う

し
た

語
句
構

成

の

テ

コ
と
し

て

の
、

我

々
に
と

っ
て
は
読
解

の
鍵

と
も

な
る
歌

辞

や
否

定
語

の
機
能

が

〈作
者
〉

に
よ

っ
て
ど

の
よ
う

に
運
用

さ

れ
、
ど

の
よ
う

な
結

果
を
生

ん

で

い
る

の
か

、
そ

れ
ら

の
表
現
性

の
襞

に
、

(当
該

の
例

で
は

)
(
10
)

主
と

し
て
歌
句
論
-

歌
句
の
次
元
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
吟
味
と
検
討

の
領
域

に
分

け
入

っ
て
み
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

以
上

の
よ
う

に
冒
頭

一
番

の
表

現

の
内

に
、
赴

く

べ
き
読

み

の
方

向

の

い
く

つ
か

は
す

で
に
示
唆

さ

れ

て

い
る
と
思

う

。

6

さ

て
、
抽

出
的

、
選
択

的

な
読

み
か
ら
離

れ

て
、

む
し

ろ

一
首

ご
と

に

語

句

に
沿

っ
た
読

解
を
試

み

よ
う
。

歌
句

ご
と

に
注

目
し

て
み

る
と
、

一
番
左

の
五
句

の
内
、
定

家

に
用
例

の
見

ら
れ

る

の
は
第

三
句

「う

つ
も

れ

て
」

の
み
。
ち

な

み
に
右

の
五
句

の
内

で
は
第

五
句

「
か
す

む
春
哉

」

の
み
で
あ

り
、

こ
れ
ら

に

つ
い
て
は

定
家
作

品

の
同

一
歌
句

と
す

ぐ
さ

ま
比
較

し
得

る
。
他

の
多

く

の
歌
句

に

つ
い

て
は

、
知

り
得

る
定

家

の
語

句

、
歌
句

の
構
成

の
在

り
方

(構

成
法

)

と
照

ら
し
合

わ

せ

て
み
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

左

の
初
句

「春

さ
む

き
」

は
、
皮

膚

に
触

れ
る
も

の
の
感

覚
を

言

い
表

し
た
形

容
詞

「
さ
む

し
」
を

用

い
て

い
る
こ
と

で
ま

ず
目

を
引
く

。
歌
句

の
背
後

に

「
さ
む

し
」

と
感

じ

て

い
る
主

体

の
皮

膚
感

覚

を
予
測

し
う

る

で
あ

ろ
う

。

上

の
語

の

」「春

」

と

の
繋

が

り

で
言
え

ば

、

「春

」

を
擬

人

化

し

て
い
る
と

は
解

さ
れ
な

い
か

ら
、
も

と

よ
り
春

が
大
気

を
寒

い
と

感

じ

て

い
る
訳

で
は
な
く

、

こ
こ
は

、
春

に
な

っ
た

が
な
お
大

気

は
寒

い
と

感
じ
取

る
主

体

の
眼
と

肌
を

通
し

て
語

ら
れ

た
歌
句

で
あ

る
。
定

家

が
試

み
て
い
る

「春
」
に
下
接
す
る
形
容
詞
を
拾
う
と
ー

「春
ぞ
か
な
し
き
」

「
春

の
近

さ
は
」
「
春
も
少

な

し
」
「春

も
惜

し
」
「
春

や
疾
き

」
「春

を
浅

み
」

な
ど

の
助
詞

の
、
ぞ

・
の

・
も

・
を

・
や
等
を
介

し
た
諸

例
を
別

に
し

て

ー

直
接
、
形
容
詞
と
接
合
を
図
る
の
は

「深
し
」
の
例
で
あ
る
。
す
な

わ
ち

「
春

深
き

」
「春

深
く

」
「春

深

み
」
な
ど

が
そ

れ

で
あ

る
。
こ

の
内

、

当

該
歌

と
同

じ

く
形
容

詞

の
連

体
形

と
結

ぶ

「春

深

き
」

の
二
例

は

、

い

ず
れ
も

定
家

真
作

と

は
認
定

し
難

い
伝
定

家
作

の
鷹

歌

の
歌
群
中

の
例

で

あ

る
。

「
春

さ
む
き

」

と
初
句

に
置
き

「
梢
」

に
続

け

て

い
る
本
例

は
定

(11
)

家

の
語

句

の
構
成
法

か

ら
逸
脱

し

て

い
る
と
言

わ
ね

ば
な

る
ま

い
。

差
異

を
も

た

ら
し

て

い
る

の
は

、
お

そ
ら
く
盛

ら

れ

て

い
る
感

覚

の
質

と
主
体

の
視

点

の
あ
り

方
と

に
求

め
ら

れ
る
と

思
う

。
本

歌
合

に
用

い
ら

れ

て

い
る

「
さ
む

し
」

に
か

か
わ

る

「
よ

さ
む

に
成

ぬ
」

(十

五
番

左
)

「
さ

む
き

夕
暮

」

(十

七
番

左
)

「
雪

の
さ
む

け

さ
」

(十

入
番
右

)
、
あ

る
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い
は

「す

ず
し

」

の
諸

例
と

も
突

き
合

わ
せ

て
み

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

「春

さ

む
き

」

と

い
う

歌
句

の
初

出

は

「
為
家

一
夜

百
首

」

の
、

春

さ
む
き

し
も

の
よ
も
ぎ

の
門

に
し
も

柳

の
か

み
や
ま

つ
み

だ
る
ら

ん

(春

・
門
柳

・
六
)

を

溯
り

得
な

い
の
で
は

な
か

ろ
う

か
。
用
例

史

を
概
観

す

る
と
、
鎌

倉
末

期

に
定

着

し
、
南

北
朝
期

以
降

に
多

く

の
例

を
見

る
歌
句

だ

と
判
断

さ

れ

(12
)

る
。梢

に
か
か

る
雪

、
梢

の
雪
、

の
景

を

い
う

第

二
句

「梢

は

雪

に
」

は
、

冬

も

し
く
は
初

春

の
歌

に
有

り
得

べ
き

歌
句

で
あ

ろ
う

。
し

か
し
初
期

の

用

例
そ

の
も

の
は
決

し

て
多

く

な

い
。
中

に
あ

っ
て
当
該

の
句

と
第

三
句

と

が
全
く

一
致

す

る
次

の
例

嫉
注

意

さ
れ
(靭
。

日
を

へ
つ

つ
梢
は

雪

に
う

つ
も

れ

て
春

よ

り
先

に
さ
く
花

も

な
し

・

(建
久

六
年

(
一
一
九

五
)

「
民
部

卿
家

歌
合

」
深

雪

・
二
十

二
番

左

・
興
福
寺

権
別
当

法
印

(範

玄
)
)

日

に
日

に
深

く

な
る
雪

に
梢

は
埋
も

れ

て
ゆ
き

、
春

に
先
立

っ
て
冬

の
内

　ち

に
咲

く
花

な
ど
見
当

た

ら
な

い
と
す

る

こ

の
歌

は
、
趣

向

の
立

て
方

と
歌

句

そ

の
も

の

の
用

い
方

に
お

い
て
当
該

の

「
早
春

梅
」

詠
と

き
わ

め

て
よ

く
類
似

し

て

い
る
。
深
ま

り

ゆ
く

冬

の
時
点

を
春

な
お
浅

い
時
点

に
移

し

、

雪

に
埋

も
れ

て
未
だ

咲

か
な

い
花

を
、

確

か
に
咲

い
て
は

い
な

い
が
あ
た

か
も
そ

れ
か

と
錯
視

さ

せ
る
花

へ
と
転

じ
た

の
が

す
な

わ
ち
当

該
歌

で
は

な

か

っ
た
か

。
両
首

の
問

に
転
換

と
変
奏

の
関
係
を

読

み
取
り

、
積
極

的

に
次

の
よ
う

に
仮
説

を
立

て

て
み
よ
う

。
当
該

歌

は
、
先

述

の
定
家

の

「
早

梅
」

詠

か
ら
題

・
歌

と
も
ど

も
材

を
得

る
と

い
う

一
つ
の
経

路
を
持

っ
て

い
た
。
同

時

に

「民

部
卿

家
歌
合

」

の

一
首

に
基

づ

い
て

こ
れ

を
転

用
す

る
と

い
う

経
路
も

ま

た
持

っ
て

い
た
。

こ

の
二

つ

の
経
路

が
落

ち
合
う

と

こ
ろ

で
成

り
立

っ
た
歌

で
あ

る
、

と
。

「
民
部
卿

家
歌
合

」

に
は
定

家

(三
+

四
歳
)

も
出

詠

し

て

い
(聽

こ
と

・

同
じ
折

の
他

人
歌

と
歌
句

自
体

重

な
り
も

す

る
歌
を

、
想
を

改
変

し
た

か

の
ご
と

く
定

家
が
無

頓
着

に
詠

出
す

る

の
は
疑
問

で
あ

る

こ
と
、

ま
し

て

や
、

こ

の
種

の
作

を
、
序

に
云

う

「暮

齢

の
」

の
ち
再

認
知

し

て
自

歌
合

に
採
入

す

る

の
は

な
お
疑

わ

し

い
こ
と
、

な
ど

の
事

実
性

如
何

を

、
最
早

問
題
を
表
現
性
の
中
に
こ
そ
探
る
べ
き
こ
と
と
併
せ
て
ー

我
々
は

こ
こ

で
強

調

し
な
く

と
も

よ

い
で
あ

ろ
う

。
「

7

あ

ら

た
め

て

「
う

つ
も

れ

て
」

に
着

目
し

た

い
。
問
題

の
在

り
か
と

そ

の
広

が
り

に

つ
い
て
は
既
述

し
た

。

で
は
本
例

か

ら
当

の
問
題

に
か

か
わ

る
ど

の
よ
う

な
側

面
を
抽

出

で
き

る
だ

ろ
う

か
。

定
家

の

「
う

つ
も

れ

て
」

は
他

に
八
例

、
詠

出
順

に
見

る
と
次

の
と

お

り

で
あ

る
。

ω

老

い
は

つ
る
谷

の
松

が
枝
う

つ
も

れ

て
雪
さ

へ
い
と

f
ふ
り

に
け
る
哉

(堀

河
院

題
百
首

・
冬

・
雪
/
員
外

雑

歌

・
三
五

二

一
)

②

位
山

ふ
も

と

の
雪

に
う

つ
も

れ

て
春

の
光

を
ま

つ
ぞ
久

し
き

(堀
河

院
題

百
首

・
雑

・
述
懐

/
員
外

雑
歌

・
三
五
六

〇
)

㈹

か
り

に
ゆ

ふ

い
ほ
り
も

ゆ
き

に
う

つ
も

れ

て

た

つ
ね

そ
わ

ふ

る
も

す

の
く

さ
く
き

(皇

后

宮
大
輔

百
首

・
旅

恋
/

上

・
二
九

四
)

一19一



ω
け
ふ
は
い
と
・
お
な
し
み
と
り
に
う

つ
も
れ
て

草
の
い
ほ
り
も
あ
や

め
ふ
く
な
り

(千
五
百
番
歌
合
百
首

・
夏
/
上

・
一
〇
二
八
)

⑤
み
よ
し
の
は
・
る
の
に
ほ
ひ
に
う
つ
も
れ
て

か
す
み
の
ひ
ま
も
花
そ

ふ
り
し
く

(三
宮
十
五
首
/
下

・
春

・
二
〇
六

一
)

万
物
変
衰
蕭
瑟
促

流
年
徐
暮
半
空
過

㈲
う
つ
も
れ
て
木
の
葉
を
さ
そ
ふ
谷
川
の
し
ら
れ
ぬ
浪
に
秋
ぞ
過
ぬ
る

(韻
字
四
季
歌

・
秋
/
員
外
雑
歌

・
三
四
四
二
)

ω
時
し
ら
ず
と
は
れ
ぬ
庭
に
う
つ
も
れ
て
苔
の
う
へ
よ
り
名
こ
そ
く
ち
け

れ
(道
助
法
親
王
家
十
首

・庭
苔
/
万
代
集

・雑
二
/
員
外
之
外

二
二
八
七
三
)

㈹
い
く
は
る
の
か
す
み
の
し
た
に
う
つ
も
れ
て

を
と
ろ
の
み
ち
の
あ
と

を
と
ふ
ら
む

(関
白
左
大
臣
家
百
首

・
霞
/
上

・
一
四
〇
五
)

こ
れ
ら
に
詠
ま
れ
て
い
る
埋
も
れ
て
い
る
も
の
も
、
埋
も
れ
さ
せ
る
も
の

も
、
と
も
に
自
然
の
景
物
で
あ
る
が
、
初
期
の
用
例
の
ω
②
が
す
で
に
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
情
景
は
同
時
に
、
華
や
か
な
も
の
、
時
め

く
も

の
、
あ
る
い
は
中
心
の
場
か
ら
遠
く
密
か
に
離
れ
て
あ
る
主
体
i

す

な
わ
ち

現

れ
る

こ
と
な
く

「う

つ
も

れ

て
」

あ

る
者

の
暗

喩

(
メ

タ

フ
ァ
ー
)

に
他

な

ら
な

い
。
㈲

の
陶
然

と
す

る

よ
う

な
、
む

し

ろ
明

る

い
情

景
も

、
場

が

「
み
よ

し

の
」

で
あ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、
山
深

く
春

の

(16
>

訪
れ
の
遅
い
遥
か
な
時
空
に
あ
る
者
の
目
を
微
か
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
暗
喩
は
先
の
ω
②
や
後
期
の
ω
㈹
の
ご
と
く
、

不
遇
を
か
こ
つ
者
の
主
情
に
傾
い
た
語
り
を
し
ば
し
ば
導
く
が
、
時
に
は

㈲
の
よ
う
に
、
詩
句
の
テ
キ
ス
ト
の
力
を
媒
介
と
し
て
、
主
体
を
風
景
に

融
解
さ
せ
る
よ
う
な
寓
喩

(ア
レ
ゴ
リ
ー
)
的
な
表
現
を
も
生
む
。

こ
う
し
た
暗
喩
に
は
お
の
ず
と
形
成
史
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を

用
例

(勅
撰
集
で
い
え
ば

『後
拾
遺
集
』
似
降
)
に
密
着
し
て
辿
る
こ
と

は
省
略
す
る
。
定
家
の
用
例
に
お
い
て
は

「づ
つ
も
れ
て
」
は
お
お
む
ね

暗
喩
の
中
の
主
体
と
と
も
に
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。

さ
て
、
左
歌
の

「う
つ
も
れ
て
」
は
そ
う
し
た
定
家
作
品
に
お
け
る
主

体
意
識
の
在
り
方
と
、
主
体
の
設
定
方
法
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
思
わ
せ
る
。
こ
こ
で
の
主
体
意
識
は
む
し
ろ
微
弱
で
あ
り
、
主
体
は
作

中
の
時
空
に
籠
め
ら
れ
ず
、
結
果
的
に
得
ら
れ
た
こ
と
ば
は
暗
喩
表
現
か

ら
は
遠
の
く
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
作
者
の
主
た
る
関
心
は
、
主
体
で
は

な
く
い
わ
ば
風
景
そ
の
も
の
の
設
定
で
あ
る
。
双
方
の
表
現
史
的
状
況
の

相
異
を
思
わ
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
で
は
、
定
家
の
第
三
句
末

「
て
」

留
ま
り
の
属
し
て
い
る
表
現
史
的
状
況
を

一
方
に
置
き
、
他
方
の
極
に
京

極
派
の

「
て
」
留
ま
り
支
え
て
い
る
表
現
史
的
状
況
を
置
い
て
眺
め
る
と

き
、
私
た
ち
は
当
該
の

「
て
」
留
ま
り
歌
の
そ
れ
を
、
ど
の
位
置
に
据
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
位
置
を
見
定
め
る

た
め
の
状
況
証
拠
以
上
の
確
た
る
徴
証
は
な
お
得
ら
れ
て
お
ら
舜

し
た

が

っ
て
当
歌
の
詠
作
年
次
そ
の
も
の
の
特
定
は
、
依
然
と
し
て
蓋
然
性
や

可
能
性
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
個
々
に
広
が
り
を

も
つ
表
現
史
的
状
況
が
螺
旋
状
の
層
を
成
し
て
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
そ
の
層
の
重
な
り
を
切
り
分
け
な
が
ら
な
お
辿

っ
て
み
た
い
。
そ
の

際
、
本
歌
合
に
少
な
か
ら
ず
見
え
る

「て
」
留
ま
り
歌
は
、
そ
の
作
業
の

(
18
)

た

め

の
手
掛

か

り

の

一
つ
と
な

る
に
違

い
な

い
。
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先

行

の
題
と
表

現

か
ら
得

ら

れ
た
景
色

の
感

興
を

、
作
者

は
着

想

の
変

換

と
字
句

の
接
合

に
よ

っ
て
盛

ろ
う
と

す

る

の

で
あ

ろ
う

。

「
さ

か

ぬ
も

ま
か

ふ
」

は
大
仰

に
言
え

ば

用
例
史

上

お
そ
ら

く
空
前

絶
後

で
あ

り
、
作

者

の
ね
ら

い
の
在

り
か

を
ま

こ
と

に
よ
く

反
映

し

て

い
る
と

思
う

。

こ
れ

に
続
く

第

五
句

「軒

の
梅

か
枝

」

に
詠

み
込

ま

れ
た

「
軒
」

と

「梅

」

す

な
わ
ち
軒

の
梅

、
軒

端

の
梅

は
、
言

う
ま

で
も

な
く
軒

に
取

り
合

わ
せ

ら

れ
る
景
物

と

し

て
す

で
に
親

し

い
も

の
で
あ

る

。
し
か

し
成
句

と

し

て
の

「軒

の
梅

か
枝

」

の
例

自
体

は

い
ず

れ
も
、

く
れ

な

ゐ
の
色

さ

へ
ふ
か
く

さ
き

そ
め

て
に

ほ
ひ

こ
と
な

る
軒

の
梅
が

え

(新

撰
六
帖

題
和

歌

・
六

・
こ
う

ば

い

・
二

三
四

一

・
家
良

)

か
ぎ
り

あ

る
三
冬

し
そ

へ
ば
と

し

の
う

ち

に
ほ

つ
え

は
さ
き

ぬ
軒

の
梅

が
枝

(夫
木

抄

.
十

八

・
冬

三

・

「
六
帖

題
、
新

六

一
」

・
七

五
四

〇

・
家
良

)

(19
)

な
ど
を
始
め
と
し
て
、
こ
れ
と
近
接
し
た
時
期
の
『建
長
八
年
百
首
歌
合
』

(
=

一五
六
年
)
の
、

降
る
雪
の
し
た
に
や
つ
る
る
花
な
れ
ど
に
ほ
ひ
忘
れ
ぬ
軒
の
梅
が
枝

(八
十

一
番
左

(負
)

・
鷹
司
院
帥
)

あ
は
れ
し
る
人
も
な
し
我
が
宿
に
に
ほ
ひ
お
と
る
な
軒
の
梅
が
枝

(九
十
二
番
左

(負
)

・
実
伊
)

へ
と
至
る
鎌
倉
中
期
に
定
着
す
る
と
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
も
こ
れ
ら
の
結

句

「
軒
の
梅
か
枝
」
で
言
い
納
め
ら
れ
る
歌
々
が
共
有
し
て
い
る
用
例
史

の
断
面
と
ー

ど
の
よ
う
な
歪
み
と
ズ
レ
を
含
み
な
が
ら
で
あ

っ
た
か
は

明

示

で
き

な

い
も

の

の
1

深

く
交

叉
し

て

い
た

と
考
え

ら
れ

る
。

8

右

歌

に
眼
を
転

ず

る
。

「海

邊
霞

」
題

は
先

に
呼

ん
だ

「
B

1
型
」
。
定

家

は
試

み

て

い
な

い
も

の
の
、

『散

木
奇

歌

集
』

の

「
大
弐

長

実

卿

の
八

条
家

に
て
海

辺

霞
を

よ

め

る
」

(
一

・
春

部

・
一

一
)

に
見

え

、
平

安
末

期

か

ら
定
家

ら

の
時

代

へ
と
広

く
用

い
ら

れ

て
ゆ
く
歌

題

で
あ

る
。

初
句

「浦

人

の
」

は
後

続

の
二
番
左

の
初
句

「
蜑
人

の
」

と
並

ぶ

こ
と

で
結
果

的

に
イ

メ
ー
ジ

の
連
続

性
を
生

む

こ
と

に
な

る
。
当

の
イ

メ
ー
ジ

の
中
心

は
無
論

、
海

辺
と

い
う

場
そ

し

て
そ

の
場

に
在

る
人

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

「
浦
人

の
」

と
言

い
起

こ
す

こ
と

に
よ

っ
て
作
中

に
、

海
辺

に
在

る
主

体

が
設
定

さ

れ

の
で
あ

る
。

こ
の
初
句

は

「あ

し
わ

け
を
舟

こ
き

出

て
」

の
、
意

味

上

の
飛
躍

の
少

な

い
、
叙

述
す

る
と

い
う

の
に
近

い
文

脈

で
続

き
、

上
句

を
構
成

し

て

い
る
。

こ
の
上
句

を

下
句

と

照
ら

し
合
わ

せ

る
と

、

一
旦
設
定

さ

れ
た
主

体

の
影

は

下
句

で
は
消
え

失

せ

て
、
必
ず

し

も

一
首

全

体

を
統

括

す

る
主

体

と

し

て
機

能

し

て

い
な

い
よ
う

に
見
え

る
。

し

か
し

用
例

史
を

溯

る
と

、

「浦

人

の
」

と

言

い
起

こ
す

こ

の
歌
句

は
む

し

ろ
色

濃
く

主
体

の
影

を
宿

し

て
、

一
首

の
内

に
切
実

な
語

り
を
導

き

出
す
表

現

で
あ

っ
た

。
早
く

『源

氏
物
語

』
須

磨
巻

の
、
紫

の
上

か

ら

須

磨

の
浦

に
在

る
光

源
氏

に
遣

し
た

歌

(
一
九

三
)

は

ま
さ

に
そ

の
種

の

「浦

人

の
」

で
あ

ろ
う

。
定

家

は

『物

語

二
百

番
歌

合
』

「
百
番

歌
合

」
十

四
番

で
、
当

の
紫

の
上

の
歌
、

浦

人

の
潮
く

む
袖

に
く

ら

べ
見

よ
波
路

へ
だ

つ
る
夜

の
衣
を
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と

飛
鳥
井

の
君

の
狭

衣

に
対

す

る
返
歌

、

渡

ら

な
む
水

ま

さ
り
な

ば
飛
鳥

河
あ

す

は
淵
瀬

に
な

り
も

こ
そ
す

れ

と
を

左
右

に
番

え

て

い
る
。
前
者

の

「
浦
人

の
」

は
須
磨

の
地

の
光

源
氏

を
譬

え

た
語
句

で
あ

り
、
潮

に
濡

れ
涙

に
濡

れ

て

い
る
だ

ろ
う

光
源

氏

の

袖
と

、
遠

く
波

路

に
隔

て
ら
れ

て
独
り

涙

に
く
れ

て

い
る

み
ず

か

ら

の
夜

の
衣

と
を

対
比

し

て

「
く

ら

べ
見

よ
」

と
呼

び
か

け

る

の
で
あ

る

。

こ
の

哀

し
み
を

湛
え

た
呼

び
か

け
は

、
後
者

の
、

あ

ふ
れ

る
思

い
に
堪
え

ら
れ

ず
、
急

か

せ
る

よ
う

に
誘

う

「渡

ら

な
む

」
と

い
う

こ
と

ば
と
響

き
合

う

。

読
者

に

た
め
息

を

つ
か
せ

な

い
で
は

お
か
な

い
女

歌

の
語
り

の
交
響

、

そ

し

て

テ
キ

ス
ト
問

の
交

響
を

ー
海

と
河

の
水

の
イ

メ

ー
ジ
を
背

景

に
置

い

て
1

聴
き

つ
け
る
と

い
う

回
路

が
、

こ

の
番

い
を

編

ん
だ
定
家

に
は
存

在

し

た
は

ず

で
あ

る
。

「
浦

人

の
」

は
、

こ
う

し

た
定

家

の
回

路

に

一
旦

は

組

み
込
ま

れ
得

る
歌
句

で
あ

っ
た
。

ま

た

『
新
古
今

集
』

の

「
浦
人

の
」

は
、

浦

人

の
日
も

ゆ

ふ
ぐ
れ

に
な

る
み
潟

か

へ
る
袖

よ
り
千

鳥

な
く

な
り

(冬

・
六

五

〇

・
通

光
/

最
勝

四
天
王

院
障

子
和

歌
)

の
ご

と
く

、
歌
枕

地
名

の
記

憶
と

深
く

結
び

つ
い
て

い
る
。
歌

枕
地
名

と

そ

れ
に
伴

う
景
物

が
作

中
主

体

で
あ

る

「
浦

人
」

に
滲

み
入

る
よ
う

な
情

景
と

し

て
描

か

れ

る

の
で
あ

る
。

「浦

人

の
」

を
作

品

で
試

み

る

こ
と

の

な
か

っ
た
定

家
も

上
述

の

『
新
古
今

集
』

に
お
け

る
文
脈

、
あ

る

い
は
連

想

の
糸

と
全

く
無

縁

で
は
な

か

っ
た
と
考

え

ら
れ

る
。

一
方

、
己

の
回
路

に
従

っ
て
作
者

は

「
浦
人

の
」
と
言

い
起

こ
し

て

『万

葉

集

』

に
由

来

を

も

つ
歌
句

「
あ

し

わ

け
を

舟

」

と
結

び

合

わ

せ

る
。

『万
葉

集
』

巻

十

一

・
二
七

四

五
、

巻
十

二

・
二
八
九

八

(と

そ

の

「或

本

謌
」
)
に
ほ
ぼ
同

形

の
三
句

と
し

て
見
え

る

「湊

入
之
葦

別
小

舟
障
多

見

」

(二
七

四

五
に
よ

る
)
は

「
平
安

万
葉

」

の
言
語

時
空

に
移

し
替
え

ら

れ
、

特

に
巻

十

一

・
二
七
四

五
は
人

麿
歌

と
し

て

『拾

遺
集

』
に
入
集
を

み

る
。

す

な

わ
ち
、

み

な
と

い
り

の
あ
し

わ
け
を
舟

さ
は
り

お
ほ

み
我

が
思

ふ
人

に
あ

は

ぬ

こ
ろ
か
な

(題

し
ら
ず

・
恋

四

・
八
五

三
)

で
あ

る
。
当

歌
も

こ

の
拾

遺
集

歌

に
基

づ

く
も

の
と

し
て

よ

い
。

一
方
、

敢

え

て
避
け

た
か

の
よ
う

に

「
あ

し
わ
け
を

舟
」

の
歌
句

自
体

を
作

品

に

用

い
て

い
な

い
定

家
は
、
先

の
万
葉

歌

二
七

四

五

の
三
句

を

『五
代
簡

要
』

に

「湊

舟

」
と

註

し

て
収

め
、

『秀
歌
大

體

』
恋

の
拾
遺

集

所
載

歌

の
並

び

に
収

め

て
も

い
る
。

そ
し

て

『
一
字

百
首

』
冬

の
、

み

な
と
入

の
蘆

問

の
こ
ほ
り
今

朝

と
ち

て
さ

は
り

さ
は
ら

ず
船
も

か

よ

は
ず

・

(員

外
雑

歌

・
二
八

五
五
)

は
そ

の
拾

遺
集

歌

を
本

歌

と
す

る
。
「
あ

し

わ
け

を
舟

」

の
万
葉

的

な
成

句

は
直
接

採

用
さ

れ
な

い
。

し
か
し

蘆
を
分

け

て
湊

に
入

る
舟

の

モ
チ

ー

フ
は

一
首

の
構

成

の
内

に
組

み
入
れ

ら
れ

、冬

の
朝

の
氷

に
閉
ざ

さ
れ
た

、

鬱

屈

し
た
思

い
を
喚

起

さ
せ

な

い
で
は
お

か
な

い
よ
う

な
情

景
と

し

て
仕

立

て
ら
れ

て

い
る
。

9

さ

て
、
作
者

の
用

い
る

の
は

「
こ
き

出

て
」
で
あ

る
。
湊
入

り

の
舟

を

、

漕

ぎ
出

る
舟

に
転
ず

る

の

で
あ

る
。

こ

の
第

三
句

「
て
」
留

ま
り

は
、
漕
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ぎ
出

し
た

の

で
、
今

や
障

る
蘆

は

な
く
、

そ

の
よ
う

に
目
路

を
遮

る
も

の

も

な
く

、

の
意

の
順
接

と
も

、
漕
ぎ

出

し
は

し
た
が

、
そ

れ
も
今

や
何

ら

妨

げ
と

な

る
こ
と

な
く

、
の
意

の
逆

接
と

も
解

し
得

る
。
両
義

的

で
あ
り

、

お

の
ず

と
曖
昧

で
不
安
定

で
す

ら
あ

る
歌
句

と

な

っ
て

い
る
。
左

歌

の
第

三
句

「
て
」
留

ま

り

の
場

合
と

ほ

ぼ
同
様

に
、
主

体
意

識
は

こ

こ
で
も
微

(20
)

弱

で
あ

る
。

「
て
」
留

ま

り

を
潜

り
抜

け

る

よ
う

に
視

点
と

視

野

は
連
続

し

て
途

切
れ
ず

、
著

し
く

断
絶

し

て
飛
躍

と
対
照

と
破

調

の
妙

を
発

揮
す

る
こ
と

は
な

「い
。

「
さ

は

る
か
た
な

く
」

の

「
さ
は

る
」

の
語

は
先
引

の
万
葉

歌

(表
記

は

「
障
」
)
に
も
見

ら

れ
た

よ
う

に
、
対
象

や
他

者

の
も
た

ら
す
妨

げ

に
よ

っ

て
、
自

ら

の
意

志
を

思
う

さ
ま
貫

く

こ
と

が

で
き

ず
、

む
し

ろ
そ

れ
を
規

制

し

て

「
は
ば

か
り

」
す
ら

せ
ざ

る
を
得

な

い
情
況

を

い
う
語

で
あ

ろ
う

。

直
接

に

は
、
物

が
触

れ

て

こ
れ

ら

の

「
蘆
わ

け
を
舟

」

の
歌

々

で
言

え
ば

生

い
茂

る
蘆
が
舟

に
触

れ

て

進

み
入

る
こ
と
を

妨
げ

る
、

そ
れ

ゆ
え

愛
す

る
者

の
も

と

に
会

う

こ
と
も

、
通
う

こ
と
も

で
き
な

い
、

も
ど

か

し

い
情
動

を

い
う

の
で
あ

ろ
う

。

「
さ

は

る
」

は

、

い
つ
も

人

の
感

覚

と
心

に
触

れ

る
も

の
を
喚
起

す

る
語
だ

と
言
え

る

。
物

の
も
た

ら
す
状

態

を

い
う
語

で
あ

り
な

が
ら
も

、
必
然

的

に
人

に
ま

つ
わ

る
比
喩

を
生

む
。

先
引

の
定
家

歌

(
二
八
五

五
)

の
下
句
ー

1

む
し

ろ
軽
快

と
も

言
え

る
リ

(21
)

ズ

ム
を
刻

ん

で
続

く
ー

に
見
え

る

「
さ
は

る
」

の
語
も

、
氷

に
閉
ざ

さ

れ

て
身

動
き

な

ら
ず

に

い
る
者

の
情

動

の
暗
喩

を
含

ん

で

い
よ
う

。

し
か

し
、
当

歌

に
お

け
る

「
さ
は

る
」

は
、

こ

の
語

に
ま

つ
わ

る
そ

の
よ
う

な

情

動

か
ら
あ

た

か
も
自
由

で
あ
り
、

比
喩

に
す

る

こ
と
が
決

し

て
主
眼

と

は

な

っ
て

い
な

い
。

「
さ

は

る
か
た

な

く
」

に
は

ま

た
、
極

め

て
同

例

の
少

な

い
中

に
、

次

(22
)

の
よ
う
な

用
例

を
見

る
。

究
竟

即

の

こ
こ
ろ
を

前
権

僧

正
慈
仙

一
む
ら

は
な

ほ
し
ぐ

れ

つ
る
雲

は
れ

て
さ

は
る

か
た
な

く
す

め
る
月

か

げ

(続
現

葉
集

・
釈
教

・
七

四
七

)

さ
な

が
ら
自

然

の
情

景

で
あ

る
が
、

そ

れ
ら
は

す

べ
て
仏
教

的
な

寓
意

の

籠

も

っ
た
比

喩
的

な
景

と
し

て
描

か
れ

て

い
る
。

こ
こ

で
の

「
さ
は

る
」

は
仏

の
境
地

を
覆

い
曇

ら
せ

る
も

の

の
意

で
あ

る
。
当

該

の
左

歌

の

「
さ

は
る

か
た
な

く
」

は

こ
の
種

の
仏
教

的
な

比
喩

を
帯
び

た
語

と
も
異

な

る

と
言

わ
ね
ば

な
ら

な

い
。

当
該

歌

の
場
合

、
比
喩

化

の
放

棄

と
も
見

え

る
手
法

に

よ

っ
て
、
上
句

で
途
切

れ
た
主

体

は

一
層

希
薄
化

す

る

こ
と

に
な
る
。

む

し
ろ
作
中

主
体

の
情
動

そ

の
も

の
か
ら
切

り
離

さ
れ

た
と

こ

ろ
の
眼

に
見
え

た

(あ

る

い

は
見

ら
れ

た
)
、風
景

を
作

者

は

下
句

に
配

置

す

る

の
で
あ

る
。

「
さ

は

る

か
た
な

く
」

を

「
か
す
む

春
哉
」

に
繋

げ

て

一
首

を
完
結

さ

せ
よ
う

と
す

る
作

者

の
指
向

は
、

情
動

、
心
意

で
な
く
、

そ
れ

ら

の
比

喩

で
も
な

く
、

む

し

ろ
風

景

の
描

写

へ
と
向

か

っ
て

い
る
。
こ

こ
で
用

い
ら
れ

て

い
る
眼
、

視
点

、

そ
し

て
手

法

の
あ

り
方
を

さ

ら
に
見

届
け

ね
ば

な
る
ま

い
。

な
お
、

結
句

の

「
か
す

む
春
哉

」

は
、
た

と
え
ば

新
古
今

(春

上

・
七

二
)

に
公

経

の

一
例

を
見

る
。
定

家
作
品

に
も

こ
の
歌
句

は

一
例

存

す
る

が

、
興
味

深

い

の
は

、
公
経

詠
、

定
家
詠

は

と
も

に
同

一
の
歌
合

で
隣

り

合

っ
て
位

置

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

す

な

わ
ち

『新
宮

撰

歌
合

』

「
霞
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隔
遠

樹
L

題

の
、
公
経

詠

は
二
番

右
。
定

家
詠

は

三
番
右

に
寂
蓮

と
次

の

ご
と

く
番
え

ら

れ

て

い
る
。

三
番

左

、

寂
蓮

末

と

ほ
き

松

の
み
ど

り

は
う
つ
も

れ

て
霞

ぞ
浪

に
う

き

し
ま

が
原

「
右

勝

左

近
衛
権

少
将

定
家

み

つ
し

ほ
に

か
く

れ
ぬ
磯

の
松

の
葉
も

見
ら

く
す

く
な
く

霞
む

春
か

な

定

家

の

「見

ら
く

」
を

と
ら
え

て
判

者

の
俊
成

(釈
阿

)

は

「
ふ
る
き
事

な
れ
ば

よ

ろ
し
く

も
聞
え

ね

ど
も
」

と
評

し
な

が
ら
も

、
難

点

の
多

い
寂

蓮

歌

に
は
ま

さ

る
と

し

て
勝

に
し

て

い
る
。
こ

の
番

の
左

、
第

三
句

の

「う

つ

も

れ

て
」

と
、
右

定
家

の

(俊
成

か
ら

す

る
と
耳

に
立

つ
)
否
定

表
現

を

含
む

「見

ら
く

す
く

な
く
霞

む
春

か
な
」

と

の
セ

ッ
ト
は

、
読

ん

で
来

た
当
歌
合

の

一
番

の
左
右

の
セ

ッ
ト

に
見

ら
れ

る
歌
句
構

成

と
類
似

し

て

い
る
。

た
だ

し
作
者

が
模

範
と

し
た

の
は
、

こ
の

『
新
宮

撰

歌
合
』

の
右

に
挙
げ

た

一
連

で
あ

っ
た
と
即
断

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。
依

然
と

し

て

私

た
ち

は

こ
れ
ら

の
表

現

は
ど

こ
か

ら
持
ち

来
た

ら
さ

れ
た

か
と

い
う
次

元

で
、
拠

り
所

と
さ

れ
た

テ
キ

ス
ト
と

そ

の
経

路

の
探
索

を
続

け
な

が
ら
、

同
時

に
ま

た
、

こ

こ
に
は

ど

の
よ
う

な
表

現

と

テ
キ

ス
ト
が
新

た

に
生
成

せ

し
め

ら
れ

て

い
る

の
か

を
読

み
取

っ
て
ゆ
か
ね
ば

な

ら
な

い
だ

ろ
う

。

註(1
)

(4
)

(6
)

(7
)

は
群
書
類
従
所
収
。

(2
)

書
写
奥
書

の
最
初

に

「右

二
十
四
番
歌
合
文
明
比
」
と
あ
る
。
当
歌
合
が

「二

十

四
番
」

で
あ
る
理
由
を
強

い
て
同
跋
文

中
か
ら
探
せ
ば
、
「
こ

の
四
と
せ
は

か
り
月
次

の
や
う
な
る
こ
と
を
お
も
ひ
た
ち
て
侍

る
に
」
云

々
に
見
え
る
月
次

十
二
月
の
倍
数

な
ど
を
考
え
得

る
か
。

(3
)

瞿
麦
会
編

『平
安
和
歌
歌

題
索
引
』
(
一
九
九
四

増
補
版

瞿
麦
会
発
行
)
。

(4
)

樋
口
芳
麻
呂

は
本
歌
合

の
和
歌

に
つ
い
て

「歌
は
二
条
家
的

な
作
風

で
あ

る

が
」
と

し
た
上

で
、

一
番
左
を
例
示
し

て
、

(本
例
)

「か
ら
も
察

せ
ら
れ
る
よ

う

に
、
定
家

の
歌

に
似
せ
よ
う
と
し

て
お
り
、
な
か
な
か
巧
緻

で
あ
る
」
と
指

摘

し
て

い
る
。

『群

書
解

題
』

第
八

(
一
九
六

一

続
群
書

類
従
完
成
会
)

の

本
書

の
項
目
参
照
。
小
稿

の
意
図
は
、
そ
う
し
た
歌
々
の
評
価
と
位
置
づ
け
を

急

が
ず

に
細
読

し
、
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
樋

口
説

は
解
題

の
限

ら
れ
た

ス
ペ
ー
ス
で
の
記
事
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

(5
)

定
家
歌

の
引
用
は
歌
番
号
と
も
ど
も
右

の
久
保

田
淳

『訳
注
藤
原
定
家
全
歌

集
』
上

下

(河
出
書
房
新
社

一
九
八
五

・
一
九

八
六
)

に
よ
る
。
,た
だ
し
家

集

の
上
中
下
三
巻

の
本
文

の
み
は
財
団
法

人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編

『拾
遺
愚

草

上
中
』

『拾
遺
愚
草

下

拾
遺

愚
草
員
外

俊
成
定
家
詠

草

古
筆

断

簡
』
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
8

・
9

(
一
九
九

三

・
一
九
九
五

朝
日
新
聞
社
)

に
よ
る
。
他

の
引
用
和
歌

の
歌
番
号

は
新
編

国
歌
大
観
本

に
よ
る
。
た
だ
し
引

用
本
文

の
表
記
を

一
部
改
め
る
。

(6
)

こ
ち
ら

に
も

「正
月
十
よ
ひ
の
ほ
ど
、

む
め
の
は
な
さ
か
ぬ
心
を
」

の
不
本

意
さ
を
特

に
詠
じ
た
例

(嘉
言
集

・
四
)
を
見

る
が
、
残
り

の
雪
を
凌

い
で
匂

い
始
め
る
梅

ζ

い
う

の
が
平
安
末
ま

で
の
題

の
本
意

で
あ

ろ
う
。
安
芸
集

・
三

「
む
め
の
ゆ
き
を
」

の

「雪

の
う
ち
に
こ
も
れ
る
む
め
を
し
ら
ま
し
や

」
、
成
仲

集

・
亠ハ

「賀
茂
社

に
て
、
梅
先
春
開
と

い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
」

の

「ゆ
き

の
う

ち
に
梅

の
は

つ
は
な
さ
き

に
け
り
」
(い
ず

れ
も
上
句

の
み
引
用
)な
ど
を
参
照
。

(7
)

今
野
鈴
代

「第

三
句
末

「
て
」

に
み
る
展
開

の
様
相
ー
永
福
門
院

の

一
つ
の

表
情
1

」

(国
語
国
文

亠ハ
六
:

三

一
九
九

七

・
三
)
参
照
。

(8
)

ち
な
み
に
、
そ
れ
ら
の
十

五
の
各
百
首
歌

に
見
え
る
例
は
二
十
か
ら
亠ハ
の
問

で
変
動
し
て

い
る
。
各
百
首
歌
ご
と

の
、
あ

る
い
は
詠
出
時
期

(詠
作
事
情
も

か
か
わ
る
は
ず
)
に
よ
る
偏
り
を
無
視

で
き
な

い
。
ま
た

「
に
て
」
「と
て
」
「
で
」

等

の
周

辺
に
あ

る
歌
辞
と

の
相
関
性
如
何

に
も
留

意
す

べ
き
だ
と
思
う

。

(9
)

『玉
葉
集
』

『風
雅
集
』

の
両
集
と
も
、
集
中

の
第

三
句
末

「て
」
留
ま
り
歌

を
採

る
に
あ

た

っ
て
、
同
時
代
歌
人
を
除
く
、
前
代
ま
で
の
歌
人

の
中

で
は
、

定
家

の
そ
れ
を
最
も
数
多
く
撰
入
し

て
い
る
。

(10
)

無
論
、

一
首

の
構
成
論

の
次
元
と
連
動
す
る
。

一24一



(11
)

ち
な

み
に
同
様

に
季
節

の
名
を
形
容

詞
と
直
接

結
び
合
わ

せ
た
歌
句

は
、

「夏
深
き
」
「夏
深

み
」
、
「秋
深
き
」

「秋
近
き
」

「秋
す
さ
ま
じ
き
」

な
ど
。

た

だ
し

「夏
深
み
」
の
二
例

と

「秋
近
き
」
の

一
例
と

は
鷹
歌
、
「秋
す
さ
ま
じ
き
」

は

『未
来
記
』

に
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ

て
い
る
。
な
お
季
節

の
名

を

「深

し
」

に

繋
げ
る
語
句

の
構
成
法

に

つ
い
て
は
、
定
家

に
お
け
る

「深
し
」

の
問
題
と

し

て
さ
ら
に
分
析

し
得

る
で
あ

ろ
う
。

(12
)

一
般
に
初
句

に
限
ら
れ
る
点
も
注
意
さ
れ

る
。

(13
)

な
お
第

二
句

の

一
致
す

る
も

の
に

「常
盤
山
梢
は
雪
に
か
は
れ
ど
も
松

こ
そ

も
と
の
色

は
み
え

け
れ
」

(為
家
集

」
上

・
九

一
二
)

の
例
あ
り
。

(14
)

判
者

の
俊
成

(釈

阿
)

は
番

い
の
相
手

で
あ
る
右

・
隆
信
の

「け
さ
み
れ
ば

梢
も
庭
も
ひ
と

つ
に
て
雪
の
そ
こ
な

る
み
よ
し

の
の
里
」
を
勝
と
し
て

い
る
。

(15
)

三
九
八

一
～
三
九
八
四
。
「深
雪
」
題
は
三
九

八
三
。

(16
)

し
た
が

っ
て
他

所
と
は
異

な
り
、
深
く
閉
ざ
ざ
れ

て
い
た
霞
も
よ
う

や
く
途

切
れ
て
、

の
意
も
読

み
取

り
得

る
。

(17
)

た
と
え
ば

『荒

木
田
永

元
集
』

に
も
、
先

の

「民
部
卿
家
歌
合
」

の
範
玄
歌

な
ら
び
に
当
該
左

歌
と
同
様

に
、
第
二

・
三
句

の

一
致
す

る
次

の
作
が
見
え
る
。

み
や
ま
ぎ
の
こ
ず
ゑ
は
ゆ
き

に
う
つ
も
れ

て
あ
ら
し

の
風
の
お
と
そ
た
え

け
る

(「深
山
雪
」

・
七
三
)

同
集

の
成
立
時
期

と
も

関
連
し

て
興
味
深

い
。
『新
編
国
歌
大
観
』
第
十
巻

、

同
集
解
題

(久
保

田
淳
)

な
ら
び
に
久
保
田

『中
世
和

歌
史

の
研
究
』

(
一
九

九
三

明
治
書
院

)
参

照
。

(18
)

「う

つ
も

れ
て
」

な
ど
を
も
含
む

「
て
」
留

ま
り
表

現
は

一
方

で
修
辞
論
的

分
析

の
対
象
で
あ
る
が
、
同
時

に
ま
た
認
識
論

の
問
題

で
あ
る
。
後
者

の
次

元

で
の
焦
点
と
な
る
の
は
作
者

の
時
間
意
識
l
I
売
工間
意
識
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
常
に
時
空
的

で
あ

る
ー

と
、
主
体
意
識

で
あ
ろ
う
。.内
的

な
時

間
意
識

・
主
体
意

識
i

西
欧

で
は
厳
し
く
分
離
さ
れ
る
自
己

-
他
者

関
係

の

も
と
で
育
ま
れ
た
ー

が
、
日
本

の
認
識
論

の
系
譜

の
も
と
、
中
世
和
歌

の
領

域
に
お

い
て
、
表

現
行
為

を
通

じ
て
ど

の
よ
う
な
外
在
的

・
内
在

的
な
契
機

に

促
さ
れ

て
展
開
し
深
化

さ
れ
た
の
か
、

に
つ
い
て
検
証
す

べ
き
こ
と
は
多

い
と

思
う
。

な
お
近
時

の
伊

藤
伸
江

「京

極
派
和

歌

の
時
間
表

現
1

『為
子
集
』

『親
子
集
』

『兼
行

集
』

の
意
識

か
ら
ー
」
.(『国
語
と
国
文
学
』
七
四
-
九

一

九
九
七

・
九
)
は
問
題
追
究

の
課
題
を
説

い
て
示
唆
的
。
.

(19
)

『新
撰

六
帖

題
和
歌
』
は
寛
元

二
年

(
一
二
四
四
)
六
月
二
十
七

日
以
後

間

も
な
く

の
成
立
か

(和
歌
大
辞
典
)。
な
お
同
じ
結
句

を
も

つ
例

は
文
永

二
年

(
一

二
六
五
)
『白
河
殿
七
百
首
』
に
も

(檐
梅

・
三

一
・
忠
継
)
。

(20
)

ち
な
み
に
、
漕
ぎ
出
る
舟

の
モ
チ
ー
フ
を
も

つ
次

の
定
家
詠
を
参
照
。
、

江
月

あ
か
す
夜
は
入
江
の

つ
き

の
影
許

こ
き

い
て
し
舟

の
あ
と

の
う
き
浪

(内
大
臣
家
百
首

・
秋
/
上

・
一
=
二
三
)

作
中
主
体

の
ま
な
ざ

し
は
、
漕
ぎ
出

し
て
い

っ
た
舟

の
航
跡
も
む
な
し
く
消
え

去

っ
た

の
ち
の
浪
と
、
入
江
を
照

ら
す
月
影

に
ゼ

っ
と
注
が
れ
る
。
そ
の
ま
な

ざ
し
に
う

つ
る
映

像
が
主
体

の
深

い
孤
独
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
極
め
て
主

体
意
識

的
な
表
現
と
言
え

よ
う

。
久
保

田
淳
は
、
右

の
描
写
に
白

詩

「琵
琶
行

の
心
が
あ

る
」
と
的

確
に
指
摘
す

る
。
久
保
田
淳

(5
)

の

『訳
注
藤
原
定
家

全
歌
集
』
上
巻

(河
出
書
房
新
社

一
九
八
五
)

の
当
該
歌

の
注

(頭
注
と
補

注
)
を
参
照
。
作
中
主
体

の
濃
密

な
ま
な
ざ
し
は
、
白
詩

の
テ
キ

ス
ト
と
の
相

互
連
関
性

の
中
で
設
定

さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

(21
)

そ
れ
は
歌
頭
の

一
字

を
賦

し

(こ
の
場
合

は

「を

の
の
す

み
か
ま
」
の

「
み
」

字
)

「三
時
詠

之
」

の
速
詠

に
よ

る
と

い
う
枠

あ
る

い
は
制
作
事
情
と
無
縁

で

は
な

い
だ
ろ
う
。

(22
)

『新
拾
遺
集

』
釈
教

・
七
四
七

に
も
。
新
編

国
歌
大
観
本

で
は
作
者
名

「前

権
僧
正
慈
慶
」。
、

(補
註
)

篠
田
浩

一
郎

『批
評

の
記
号
学
』

(
一
九
七
九

未
来
社
)
。(

一
九
九
八
年

一
月
)

*

付

伝
本
二
本
に
つ
い
て

右
稿
の
の
ち
に
参
看
す
る
こ
と
を
え
た
伝
本
二
本
に
つ
い
て
、
簡
単
に

付
記
し
て
お
き
た
い
。

最
近
、
小
林

一
彦
氏
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
情
報
に
よ
れ
ば
、
同
氏
は
諸
伝

本
を
広
く
参
照
し
て
本
書
の
校
本
を
作
成
、
近
々
活
字
化
さ
れ
る
由
で
あ

る
。
惣
じ
て
本
文
読
解
の
た
め
に
、
諸
本
の
異
同
を
確
認
し
う
み
校
本
が
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有
益

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
本
書
の
読
解
を
進
め
て
ゆ

く
上
で
小
林
氏
作
成
の
校
本
は
同
様
に
有
益
な
基
礎
資
料
と
な
る
は
ず
で

あ
り
、
小
稿
も
も
と
よ
り
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
以
下
に
略
記
す
る
二
本
の
う
ち
、
前
者
の
宮
城
県
図
書
館
蔵
本

に
つ
い
て
は
小
林
氏
と
知
見
を
交
換
し
、
幸

い
同
氏
の
校
本
に
組
み
入
れ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
文
の
性
格
に
つ
い
て
は
同
校
本
に

委
ね
、
こ
こ
で
は
書
誌
的
な
事
項
を
中
心
に
補
足
し
て
お
く
。

一

宮
城
県
図
書
館
蔵
本

(M
九

一
一
一
・
一
、
エ
こ

伊
達
文
庫
蔵
本
で
は
な
く
、
同
館
に
所
蔵
さ
れ
る
諸
文
庫
の
内
の
一
本

で
あ
る
。
縦

一
四

・
入
セ
ン
チ
横

一
六

・
八
セ
ン
チ
の
桝
型
本
。
四
括
り

の
列
帖
装

一
冊
写
本
。
後
補
の
表
紙
の
中
央
に
こ
れ
も
後
補
の
題
簽
を
貼

り

「詠
歌
大
概
外
四
種
」
と
記
す
。
見
返
し
中
央
の
貼
紙
に
本
文
と
は
別

筆
で

「寿
岩
君
奥
書
/
懐
岩
君
筆
/
詠
歌
大
概
/
未
来
記
/
雨
中
吟
/
俊

成
卿
九
十
賀
記
/
自
集
四
十
八
首
哥
合
」
と
書
く
。
所
収
本
文
の
実
体
は

「詠
歌
大
概
」
「未
来
記

」
「雨
中
吟
」
「百
人

一
首
」
の
い
わ
ゆ
る
三
部
抄

の
後

に

「と
し
成
の
卿
九
十
賀
記
」

(い
ず
れ
も
内
題
に
よ
る
)
そ
し
て

定
家
卿
自
歌
合
を
合
写
し
て
い
る
。
「予
少
年
の
む
か
し
よ
り
」
以
下
の

序
の
あ
と

「四
十
八
首
哥
合
」
と
題
し
同
行
下
に

「定
家
卿
」
と
記
す
。

四
十
八
番
の
歌
々
を
書
写
し
た
後
に
次
の
三
つ
の
奥
書
を
い
ず
れ
も
面
を

改
め
て
書
い
て
い
る
。

ω

文
亀
元
菊
月
上
旬
之
天
於
埴
生
/
庄
櫃
玉
閑
居
之
書
写
畢

②

右
以
正
本
書
写
焉
者
也
/
宝
暦
癸
未
仲
秋
日

藤
原
博
兼

(花
押
)

㈹

庚
寅
の
冬
筐
裏
に
/
見
あ
た
り
け
る
を
後
に
/
伝
を
く
と
て

形
見
と
は
書
も
を
か
し
を
/
み
つ
莖
の
流
れ
て
/
す
ゑ
の
世

・
に
/

せ
く
覧
/

(署
名
を
擦
り
消
す
)

②
は
先
掲
の
三
部
抄
の
部
分
の
奥
に

「右
此
三
部
抄
者
或
人
所
/
望
染

錐
毛
畢
/
寛
文
二
年
/
仲
秋
日

藤
原
季
有
判
」
の
本
奥
書
に
続
け
て

「以
右
正
本
書
写
焉
者
也
/
宝
暦
癸
未
季
夏
日
/
藤
原
博
兼

」
と
あ
る
奥

書
に
対
応
す
る
も
の
。
㈲
は
た
と
え
ば
同
館
蔵
本

『八
代
集
の
内
天
尓
遠

波
』
(M
九

一
一
・
一
、
ハ
一
)
の
奥
に

「此
書
博
兼
自
筆
後
に
貽
さ
む

と
ひ
め
を
く
者
也
/
藤
原
倫
兼
」
(な
ぜ
か
こ
こ
で
も

「倫
」
字
を
擦
り

消
し
た
痕
が
あ
る
)
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
。
右
と
同
様
に
、
当
該
の
本

も
、
あ
る
い
は
藤
原
博
兼
筆
、
倫
兼
の
加
証
の
本
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
な
お

『宮
城
県
図
書
館
和
古
書
目
録
』
(
一
九
九

一

宮
城
県
図

書
館
)
の
当
該
書
の
項
に
は

「高
野
倫
兼
自
筆
」
と
あ
る
。
高
野
倫
兼
は

仙
台
藩
士
、
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
に
没
し
て
お
り

(『和
学
者
総
覧
』

6
0
8
2
項
参
照
)
、
㈹
に
言
う

「庚
寅
」
は
明
和
七
年

(
一
七
七
〇
)

を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
な

の
は
、
ω
の
本
奥
書
で
あ
る
。
文
亀
元
年

(
一
五
〇

一
)
と
い
え
ば
、
群

書
類
従
本
の

「為
家
卿
自
筆
・」
の
本
を
も
っ
て
書
写
し
た
由
の
奥
書
に
見

え
る
年
紀
、
す
な
わ
ち
従
来
知
ら
れ
て
い
る
定
家
卿
自
歌
合
の
享
受
に
か

か
わ
る
年
次
と
し
て
は
最
も
早
い
と
こ
ろ
の

「文
亀
二
年
」
の
丁
度
前
年

に
当
た
っ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
流
伝
の
証
跡
を

一
年
溯
ら
せ
う
る
の
で
あ

る
。
ω
に
は
署
名
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
記
主
は
誰
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た

「埴
生
庄
」
と
は
、
鎌
倉
後
期
、
北
条
顕
時
が

「霜
月
騒
動

」
(弘
安
八
年
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(
一
二
八
五
))
に
連
座
、
失
脚
し
て
蟄
居
せ
し
め
ら
れ
た
土
地
で
も
あ
っ

た
下
総
国
埴
生
庄
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
荘
園
史
料
類
に
同
じ
く
名
の

見
え
る
長
門
国
の
埴
生
庄
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
小
林
氏
の
教

示
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
亀
元
年
の
奥
書
は
中
野
幸

一
氏
蔵
本
に
も
見
え
る

と
の
こ
と
。
同
奥
書
の
文
辞
の
読
み
を
含
め
、
宮
城
県
図
書
館
蔵
本
と
中

野
幸

一
氏
蔵
本
と
の
関
係
、
相
互
の
本
文
の
性
格
や
位
置
な
ど
に
つ
い
て

は
小
林
氏
の
来
る
べ
き
論
稿
を
俟
つ
こ
と
に
し
た
い
。

二

東
洋
大
学
図
書
館
蔵
本

(K
九

=

・
一
四
八
、
F
T
、
二
)

一
九
九
八
年
秋
、
東
洋
大
学
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
た
和
歌
文
学
会

大
会

の
際
、
東
洋
大
学
図
書
館
所
蔵
の
和
歌
文
学
関
係
典
籍
が
展
観
に
供

さ
れ

(十
月
十
七

・
十
八
日
)、
眼
福
を
得
た
。
展
示
さ
れ
た
中
に
定
家

卿
自
歌
合
の
未
紹
介
の
一
本
も
含
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
同
展
観
の
目

録

(高
城
功
夫
氏
は
じ
め
四
氏
の
編
)
所
掲
の

「二
九

定
家
卿
詠

一

冊

伝
飛
鳥
井
宋
世
筆
/
室
町
末
期
写
。
袋
綴
。
二
六

・
五
×
一
=

・
九
。

「四
十
八
首
和
歌
」
と

「寄
名
所
恋
」
の
合
冊
。L
で
あ
る
。
開
か
れ
て
い

た

一
丁
表
の
面
に
す
で
に
当
本
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
序

を
欠

い
て
い
る
点
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
定
家
卿
自
歌
合
冒
頭
の
特

色
あ
る
序
は
諸
本
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
を
欠
く
の
は
島
原
市
立
図
書

館
蔵
松
平
文
庫
本
の
み
で
あ
っ
た
。
同
本
を
特
殊
例
と
し
て
扱
い
序
は
ひ

と
ま
ず
は
本
来
存
し
た
も
の

し
た
が
っ
て
松
平
文
庫
本
は
何
ら
か
の

事
情
に
よ
り
序
の
脱
落
し
た
も
の

と
見
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
東

洋
大
学
本
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
序
の
有
無
に
つ
い
て
は
な
お
即
断

を
控
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
序
は
当
初
掲
げ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
の
ち
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性
も
直
ち
に
否
定
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
も
東
洋
大
学
本
は
松
平
文
庫
本
と
も
ま
た
別
で
あ
る
。
た
と
え

ば
内
題
に

「謌
合
」
と
の
み
あ
る
松
平
文
庫
本
に
対
し
て

「四
十
入
首
倭

歌
」
と
あ
り
、
そ
の
下
に
松
平
本
に
見
え
な
い
署
名
が

「定
家
朝
臣
」
の

ご
と
く
明
記
さ
れ
て
い
る
。
松
平
本
や
そ
の
同
系
統
の
直
接
の
転
写
本
な

ど
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
目
を
引
く
今

一
つ
の
点
は
、
特
殊

な
形
態
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
番
右

「海
辺
霞
」
と

二
番
左

「浦
霞
」
に
お
い
て
題
の
位
置
は
諸
本
と
変
わ
り
な
い
も
の
の
、

伴
う
和
歌
は
諸
本
と
逆
転
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「海
辺
霞
」
題
の
歌
は
、

あ
ま
人
の
た
つ
る
煙
は
み
え
わ
か
て
霞
そ
春
の
藻
塩
焼
け
る

で
あ
り
、
「浦
霞
」
題
の
そ
れ
は
、

浦
人
の
芦
わ
け
を
舟
漕
出
て
さ
は
る
方
な
く
霞
は
る
哉

で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
題
と
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
題
の
文
字
と

一
首

の
用
語
と
は
親
密
で
あ
り
、
両
首
が
逆
転
し
て
い
る
諸
本
の
本
文
に
比
し

て
む
し
ろ
自
然
で
す
ら
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
現
象
は
、
東
洋
大
学
本
が

本
来
の
原
初
の
本
文
を
保
存
し
て
い
る
こ
と

の
証
左
な
の
か
、
そ
れ
と
も

同
本
段
階
で
な
さ
れ
た
改
編
あ
る
い
は
合
理
化
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ

ち
に
歌
の
読
解
に
か
か
わ
る
現
象
で
あ
り
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
の
小
稿

の
再
検
討
を
求
め
る
も
の
で
も
あ

っ
て
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

和
歌
文
学
会
大
会
の
の
ち
、
幸
い
に
も
当
該
本
を
直
接
披
見
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
。
読
み
進
め
る
と
、
右
に
挙
げ
た
歌
の
番
の
異
同
は
他
に
も

う

一
箇
所
見
ら
れ
る
。類
従
本
と
対
照
す
る
と

(歌
は
初
句
の
み
を
示
す
)
、
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[東
洋
大
学
本
]

十

一
番
左

故
郷
月

あ
れ
わ
た
る

右

山
路
月

ふ
く
る
夜
に

十
二
番
左

同
題

を
の
つ
か
ら

嵐
吹
月

吹
か
へ
す

の
ご
と
く
で
あ
る
。

[群
書
類
従
本
]

嵐
吹
月

吹
か
へ
す

故
郷
月

あ
れ
わ
た
る

山
路
月

ふ
か
き
夜
の

同
題

・

を
の
つ
か
ら

東
洋
大
学
本
に
お
い
て
当
該
本
文
の
後
に
同
筆
で
合
写
さ
れ
て
い
る

歌
々
も
ま
た
問
題
を
孕
む
。
「寄
名
所
恋
」
と
題
を
掲
げ

「藤
原
定
家
卿
」

と
記
し
て
、
百
首
を
並
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
首

一
行
書
き
の

歌
々
の
肩
に
は
各
名
所
の
国
名
が
簡
略
に
註
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
歌
は
現
存
す
る
定
家
作
品
に
重
な
ら
ず
、
同
時
に
表
現
も
ま
た

定
家
詠
に
は
縁
遠
い
名
所
や
、
地
名
と
の
懸
詞
を
過
度
に
用
い
る
な
ど
、

し
ば
し
ば
灰
汁
の
強
い
修
辞
の
逸
脱
を
見
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
何
に
由
来
す
る
の
か
。
仮
に
冒
頭
の
作
者
名
と

一
体

一
具
の
も
の
と

と
ら
え
れ
ば
、
こ
こ
に
プ
ソ
イ
ド
ー
定
家
の
関
与
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
前
半
の
定
家
卿
自
歌
合
と
結
び
付
け
む
れ
て
い
る
こ
と
の

問
題
と
合
わ
せ
て
さ
ら
に
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

東
洋
大
学
本
は
何
よ
り
書
写
年
代
の
古
さ
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。
裏

表
紙
見
返
し
の
右
下
、
綴
じ
目
寄
り
に

「飛
鳥
井
宋
世
の
筆
な
る
べ
し
」

(濁
点
マ
マ
)と
や
や
薄

い
墨
で
勘
註
が
施
さ
れ
て
い
る
。
二
楽
軒
宋
世

(永

　

享
八
年

(
一
四
三
六
)
-
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
))
に
ま
で
溯
ら
せ
る

の
は
疑
問
で
あ
り
、
先
掲
の
目
録
に
あ
る

「伝
飛
鳥
井
宋
世
筆
、
室
町
末

期
写
」
は
極
め
て
妥
当
な
判
断
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
室
町
末
期

を
下
る
こ
と
の
な
い
書
写
だ
と
な
れ
ば
、
既
知
あ
伝
本
の
中
で
最
も
早
い

年
代
の
も
の
と
目
さ
れ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
や
や
虫
損
多
く
判
読
し
難
い

箇
所
も
存
す
る
も
の
の
、
筆
跡
も
優
れ
る
こ
の
東
洋
大
学
本
は
古
写
本
の

少
な
い
現
存
本
に
あ

っ
て
重
要
な

一
本
と
言

っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
上
述
の
興
味
深
い
後
半
部
と
併
せ
て
、
全
文
の
翻
刻
紹
介
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
希
い
か
つ
待
ち
た
い
。

伝
本
は
常
に
出
現
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

今
後
と
も
探
索
を
続
け
、
ま
た
出
現
に
備
え
な
が
ら
読
解
を
進
め
て
ゆ
き

た
い
。

終
わ
り
に
、
宮
城
県
図
書
館

・
東
洋
大
学
図
書
館
な
ら
び
に
特
に
高
配

を
賜
っ
た
東
洋
大
学
文
学
部
の
高
城
功
夫
氏
、
数
々
教
示
を
与
え
ら
れ
た

小
林

一
彦
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(一
九
九
八
年
一
二
月
)
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