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『
源
氏
物
語
』
と
和
歌
の
こ
と
ば

―
桐
壺
更
衣
「
い
の
ち
な
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け
り
」
の
場
合

―
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『
源
氏
物
語
』
で
桐
壺
更
衣
が
詠
む
唯
一
の
和
歌
は
︑「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
詠
嘆
の
表
現
で
結
ば
れ
る
︒
こ
の
和
歌

に
つ
い
て
︑
か
つ
て
論
者
は
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
詠
み
く
ち
で
は
な
い
か
と
い
う
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
︑
本
稿
は
短
い

旧
稿
で
の
問
題
意
識
を
発
端
と
し
て
こ
の
末
尾
表
現
に
着
目
し
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒
あ
ら
た
め
て
こ
の
部
分
を
和
歌

表
現
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
︑
こ
れ
は
定
型
に
ま
で
は
至
ら
な
い
も
の
の
人
口
に
膾
炙
し
︑
同
時
代
の
語
感
も
呼
び
込

む
表
現
で
あ
る
︒
物
語
は
和
歌
の
表
現
史
の
う
え
に
あ
る
こ
と
ば
の
力
を
と
り
こ
み
︑
さ
ら
に
相
反
す
る
こ
と
ば
を
も
あ
わ
せ

て
︑
桐
壺
更
衣
の
和
歌
を
詠
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
全
七
百
九
十
五
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
和
歌

は
︑
物
語
世
界
の
人
々
の
個
性
を
反
映
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
場
面
に
見
合
う
︒
ど

の
巻
で
誰
が
ど
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
か
は
す
で
に
整
理
さ
れ
︑
作
中
人

物
別
和
歌
の
一
覧
資
料
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き（
１
）︑

物
語
最
初
の
和
歌
は
桐
壺
更
衣

の
一
首
で
あ
る
︒『
源
氏
物
語
』
冒
頭
の
光
源
氏
誕
生
に
至
る
桐
壺
帝
と
更
衣
の
悲
恋

は
更
衣
の
重
篤
を
招
き
︑
そ
の
結
果
更
衣
は
宮
中
を
退
出
し
息
絶
え
る
︒
桐
壺
更
衣

唯
一
の
詠
歌
は
そ
の
生
涯
の
終
焉
間
際
に
あ
り
︑「
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な
り
け

り
」
と
結
ば
れ
る
︒
こ
の
場
面
に
つ
い
て
︑
か
つ
て
論
者
は
雑
誌
特
集
の
な
か
の
一

分
担
と
し
て
執
筆
を
担
当
し
︑
こ
れ
が
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
化
し
た
表
現
を
か
り
た

詠
み
く
ち
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（
２
）︒
物
語
和
歌
も
和
歌
史
と
深
く
関
わ

っ
て
詠
出
さ
れ
︑
さ
ら
に
和
歌
表
現
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒

　

本
稿
で
は
︑
旧
稿
に
お
け
る
問
題
意
識
を
端
緒
と
す
る
発
展
的
課
題
か
ら
物
語
表

現
と
し
て
の
和
歌
を
と
り
あ
げ
︑
か
つ
て
企
画
の
制
約
の
な
か
で
十
分
に
ふ
れ
得
な

か
っ
た
和
歌
表
現
と
し
て
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
末
尾
表
現
に
光
を
あ
て
︑

あ
ら
た
め
て
検
討
を
試
み
る
︒
桐
壺
更
衣
の
一
首
か
ら
︑
物
語
和
歌
に
秘
め
ら
れ
た

歌
の
こ
と
ば
の
力
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
︒

一
、　
桐
壺
更
衣
の
心
情
表
現

　

ま
ず
︑『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の
場
面
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︒

　

場
面
の
概
要
を
記
し
て
お
く
と
︑
光
源
氏
三
歳
の
夏
︑
桐
壺
帝
の
寵
愛
を
一
身
に

受
け
た
更
衣
が
病
の
た
め
退
出
し
よ
う
と
す
る
が
帝
は
拒
み
︑
弱
り
切
っ
た
娘
を
気

遣
う
母
君
の
懇
願
に
よ
っ
て
︑よ
う
や
く
皇
子
を
宮
中
に
残
し
た
ま
ま
退
出
が
叶
う
︒

物
語
で
は
「
忍
び
て
ぞ
出
で
た
ま
ふ
」
と
ひ
と
ま
ず
退
出
が
示
さ
れ
た
あ
と
で
︑
改

め
て
更
衣
の
退
出
ま
で
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
︒
死
期
迫
る
更
衣
と
そ
の
現
実
に
狼
狽

し
な
が
ら
︑
な
お
更
衣
を
近
く
に
と
ど
め
お
こ
う
と
す
る
帝
の
姿
が
︑
よ
り
身
近
に

た
ど
ら
れ
て
い
く
場
面
と
な
る
︒

輦
車
の
宣
旨
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
も
︑
ま
た
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
さ
ら
に
え
ゆ
る

さ
せ
た
ま
は
ず
︒「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る

を
︒
さ
り
と
も
う
ち
棄
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
︑
女
も

い
と
い
み
じ
と
見
た
て
ま
つ
り
て
︑

　
　
「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
︑
息
も
絶
え
つ
つ
︑
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ

な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
︑
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
︑
か
く
な
が
ら
︑

と
も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
と
お
ぼ
し
め
す
に
︑「
今
日
は
じ
む
べ
き

祈
祷
ど
も
︑
さ
る
べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
︑
今
宵
よ
り
」
と
聞
こ
え
急
が

せ
ば
︑
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桐
壺　

二
二
～
二
三
頁
（
３
）

　

こ
の
直
後
︑
一
睡
も
で
き
ぬ
帝
の
も
と
に
更
衣
が
亡
く
な
っ
た
と
の
知
ら
せ
が
届

き
︑
掲
出
部
分
は
臨
終
間
際
の
更
衣
と
帝
を
描
く
場
面
で
あ
る
︑
そ
こ
に
更
衣
の
詠

歌
が
は
さ
ま
れ
る
︒
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か
え
り
み
れ
ば
︑
物
語
冒
頭
か
ら
桐
壺
更
衣
の
心
情
は
事
細
か
に
描
か
れ
て
は
お

ら
ず
︑
二
人
の
悲
恋
の
経
緯
は
語
り
手
に
よ
っ
て
極
め
て
早
く
た
ど
ら
れ
る
ば
か
り

で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
物
語
中
こ
の
一
首
の
み
の
更
衣
の
詠
歌
と
そ
れ
に
続
く

「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
の
一
節
が
︑
更
衣
の
心
情
の
す
べ
て
を
凝
縮
し

て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
部
分
の
校
訂
の
し
か
た
に
は
揺
れ
が
あ
り
︑「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立

た
じ
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
」
を
地
の
文
と
し
語
り
手
の
こ
と
ば
と
解
釈
す
る
立

場
も
あ
る
が（
４
）︑「

さ
り
と
も
」
以
下
が
帝
の
言
葉
と
す
る
校
訂
は
近
年
の
諸
注
釈
書
で

も
一
致
を
み
る
︒

　

桐
壺
帝
と
更
衣
の
悲
恋
の
原
因
は
︑公
の
立
場
に
あ
る
帝
が
そ
の
使
命
に
反
逆
し
︑

私
情
を
貫
く
恋
愛
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
︒
古
代
の
帝
王
で
あ
れ
ば
︑
後
宮

の
女
性
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
︑
身
分
相
応
の
愛
情
を
広
く
か
け
る
べ
き
で
あ
る
は
ず
な

の
に
︑女
御
よ
り
格
の
下
が
る
更
衣
と
い
う
身
分
の
女
性
一
人
を
溺
愛
し
た
た
め
に
︑

後
宮
の
混
乱
を
招
く
の
で
あ
る
︒
物
語
本
文
は
︑
周
囲
の
嫉
妬
の
さ
ま
を
「
は
じ
め

よ
り
我
は
と
思
ひ
上
が
り
た
ま
へ
る
御
方
々
︑
め
ざ
ま
し
き
も
の
に
お
と
し
め
そ
ね

み
た
ま
ふ
︒
同
じ
ほ
ど
︑
そ
れ
よ
り
下
臈
の
更
衣
た
ち
は
ま
し
て
安
か
ら
ず
︒」
と
説

明
す
る
︒
我
こ
そ
は
と
誇
り
高
く
思
っ
て
い
た
人
た
ち
は
更
衣
を
見
下
し
妬
み
︑
同

等
か
そ
れ
以
下
の
身
分
の
更
衣
た
ち
は
︑
い
っ
そ
う
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

の
が
︑
こ
の
物
語
の
説
明
で
あ
る
︒
親
兄
弟
の
勢
力
を
頼
め
ず
身
分
に
安
住
で
き
な

い
更
衣
た
ち
に
と
っ
て
帝
の
愛
情
こ
そ
が
唯
一
の
頼
み
の
綱
で
あ
り
︑
後
宮
の
秩
序

を
乱
す
更
衣
へ
の
寵
愛
は
︑
女
御
た
ち
以
上
に
反
感
を
招
い
て
し
ま
う
︒
桐
壺
帝
と

更
衣
の
恋
愛
は
︑
朝
廷
の
秩
序
を
敵
に
回
す
危
険
な
恋
愛
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
の

結
末
と
し
て
更
衣
の
死
が
あ
る
︒
直
前
の
︑
退
出
を
許
さ
ぬ
帝
と
更
衣
の
最
後
の
対

面
を
語
る
場
面
で
︑
更
衣
は
た
だ
一
度
「
女
」
と
呼
ば
れ
︑
恋
の
女
性
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
︒
帝
と
更
衣
と
い
う
身
分
の
不
均
衡
ゆ
え
に
悲
恋
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
二
人
が
︑
宮
中
に
あ
り
な
が
ら
私
の
色
合
い
を
強
め
︑
男
女
と
し
て
強
調

さ
れ
る
時
に
詠
ま
れ
る
更
衣
の
和
歌
が
「
か
ぎ
り
と
て
」
の
一
首
な
の
で
あ
る
︒

　

更
衣
の
詠
歌
に
対
す
る
帝
の
直
接
の
返
歌
は
な
い
︒
帝
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
返
歌

を
詠
め
ず
︑
そ
れ
が
惑
乱
ぶ
り
を
強
調
す
る
︒
の
ち
の
帝
の
哀
傷
歌
「
た
づ
ね
ゆ
く

ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
」
が
遠
く
呼
応
し

て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
が
︑
こ
の
く
だ
り
は
一
般
的
な
唱
和
歌
の
あ
り
方
と
は
体
裁

を
異
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
更
衣
の
歌
は
一
見
独
詠
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
︑
ま

っ
た
く
孤
立
し
た
独
詠
歌
で
も
な
い
︒前
に
あ
る
桐
壺
帝
の
こ
と
ば
を
受
け
と
め
て
︑

更
衣
の
歌
は
成
り
立
っ
て
い
る
︒
そ
れ
が
︑「
限
り
あ
ら
ん
道
に
も
お
く
れ
先
立
た

じ
」
以
下
の
部
分
な
の
で
あ
る
︒
帝
の
か
つ
て
の
約
束
で
あ
る
「
限
り
あ
ら
ん
道
」

と
︑
こ
こ
で
の
「
行
き
」
を
受
け
て
︑
更
衣
の
歌
の
「
か
ぎ
り
と
て
」「
道
」
が
詠
み

込
ま
れ
︑「
い
か
ま
ほ
し
き
」
が
導
か
れ
る
︒「
い
か
ま
ほ
し
き
」
は
「
生
か
ま
ほ
し

き
」
と
「
行
か
ま
ほ
し
き
」
を
掛
け
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
は
︑
か
ね
て
か
ら
の
約
束
を
語
る
「
限
り
あ
ら
む
道
」
そ
れ
に
続
く
「
行

き
」
と
い
う
︑
目
の
前
で
発
せ
ら
れ
る
帝
の
こ
と
ば
と
更
衣
の
歌
が
︑
明
ら
か
に
呼

応
し
て
い
る
︒
帝
と
更
衣
の
恋
愛
の
経
緯
を
受
け
と
め
て
︑「
か
ぎ
り
と
て
」
の
歌
が

詠
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
唱
和
の
形
式
に
は
な
り
え
ず
︑
も
と
よ

り
返
歌
も
存
在
し
な
い
︒
帝
の
悲
嘆
と
惑
乱
の
な
か
で
︑
更
衣
の
唯
一
の
心
情
は
歌
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の
こ
と
ば
と
し
て
物
語
世
界
に
浮
か
び
あ
が
る
︒

二
、
更
衣
詠
歌
の
発
想

　

こ
の
場
面
の
基
底
に
は
︑『
長
恨
歌
』
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
物
語
冒

頭
か
ら
の
展
開
を
た
ど
り
み
て
も
明
ら
か
で
あ
り
︑
常
軌
を
逸
し
た
帝
の
寵
愛
ぶ
り

を
描
く
く
だ
り
に
も「
楊
貴
妃
の
た
め
し
も
引
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
」（
一
八

頁
）
と
︑
楊
貴
妃
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
︒
更
衣
亡
き
あ
と
の
哀
傷
場
面
に

は
「
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
」（
三
三
頁
）
と
あ
り
︑
悲
嘆
に
く
れ
る
帝

の「
た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
」

の
歌
は
「
長
恨
歌
」
の
道
士
を
踏
ま
え
︑
続
く
部
分
で
は
楊
貴
妃
と
比
較
し
て
更
衣

を
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
思
し
出
づ
る
」（
三
五
頁
）
と
回
想
す
る
︒
楊

貴
妃
が
重
ね
ら
れ
る
更
衣
の
造
型
は
︑
さ
ら
に
『
漢
書
』「
外
戚
伝
」
や
『
白
氏
文

集
』「
李
夫
人
」︑『
琱
玉
集
』
な
ど
に
よ
る
李
夫
人
と
も
関
連
が
あ
り
︑
説
話
化
さ
れ

た
李
夫
人
伝
が
日
本
に
も
享
受
さ
れ
て
「
桐
壺
」
巻
に
も
影
を
お
と
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
５
）︒

そ
の
設
定
や
破
格
の
寵
愛
︑
衰
弱
す
る
我
が
身
を
悲
し
む
姿

か
ら
死
に
至
る
展
開
の
類
似
に
加
え
︑
夫
人
の
魂
を
呼
び
寄
せ
る
反
魂
香
の
故
事
と

も
通
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
迫
害
さ
れ
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
上
陽
白
髪
人
」

や
『
梅
妃
伝
』
と
の
関
わ
り
も
指
摘
さ
れ
る（
６
）︒
一
方
︑
史
上
の
人
物
に
つ
い
て
は
『
河

海
抄
』
が
『
続
日
本
後
記
』
の
仁
明
天
皇
女
御
藤
原
沢
子
を
あ
げ
る
が
︑
さ
ら
に
沢

子
の
卒
伝
全
体
や
『
三
代
実
録
』
の
記
事
に
ま
で
広
げ
て
関
わ
り
を
み
る
必
要
も
説

か
れ
て
い
る（
７
）︒
ま
た
︑
願
文
に
李
夫
人
を
介
在
さ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
︑
花
山

院
女
御
忯
子
を
重
ね
る
説
も
み
ら
れ
る（
８
）︒

　

公
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
体
制
に
反
す
る
二
人
の
悲
恋
や
更
衣
と
い
う
女
性
の
造

型
は
︑
漢
籍
に
日
本
の
史
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
拠
り
所
を
も
ち
︑
伝
説
化
さ
れ
た
造
型

を
も
用
い
て
一
つ
の
典
型
的
な
恋
愛
の
あ
り
方
を
描
出
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
類
型

に
陥
ら
ず
︑
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
な
が
ら
独
自
の
場
面
を
つ
く
り
あ
げ
て
い

く
『
源
氏
物
語
』
は
︑
こ
こ
で
更
衣
を
「
女
」
と
語
り
︑「
か
ぎ
り
と
て
」
の
詠
歌
を

お
く
の
で
あ
る
︒

　

と
り
わ
け
着
目
さ
れ
る
の
は
︑
こ
の
一
首
の
詠
み
く
ち
で
あ
る
︒
更
衣
の
内
面
は

「
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
表
わ
さ
れ
︑「
な
り
け
り
」
と
い
う
詠
嘆

の
末
尾
表
現
で
命
を
強
調
す
る
こ
の
詠
み
く
ち
こ
そ
︑
こ
の
一
首
の
要
と
な
っ
て
い

る
︒
古
注
釈
を
み
る
と
︑『
弄
花
抄
』
は
「
此
哥
更
衣
の
時
に
の
そ
み
て
心
中
を
あ
り

の
ま
ゝ
に
よ
め
り
」
と
し
︑『
岷
江
入
楚
』
に
は
「
或
抄
御
説
云
」
と
し
て
「
生
死
の

な
ら
ひ
力
を
よ
は
ね
と
も
生
き
ま
ほ
し
き
と
ね
か
ひ
た
る
也
」
と
あ
る
︒「
或
抄
」
と

は
「
長
珊
聞
書
」︑「
御
説
」
は
三
条
西
実
条
の
講
釈
の
こ
と
︑『
弄
花
抄
』
が
『
細
流

抄
』
に
受
け
継
が
れ
『
岷
江
入
楚
』
じ
た
い
三
条
西
家
の
説
を
中
心
に
集
大
成
し
た

書
で
あ
る
︒
そ
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
︑
三
条
西
家
の
解
釈
は
更
衣
の
生
き
た
い
と

い
う
願
い
を
積
極
的
に
汲
み
上
げ
て
い
る
︒　

　

前
述
の
と
お
り
『
源
氏
物
語
』
に
は
七
九
五
首
の
和
歌
が
あ
り
︑
物
語
和
歌
に
つ

い
て
は
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
︑
桐
壺
巻
の
和
歌
に
つ
い
て
は
物
語
全
体
に
も
関

わ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
和
歌
史
の
方
か
ら
は
︑
小
町
谷
照
彦
氏

に
よ
っ
て
場
面
に
即
し
た
緻
密
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る（
９
）︒
ま
た
︑
こ
の
更
衣
の
和

歌
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
益
田
勝
実
氏
に
よ
っ
て
日
常
の
褻
の
こ
と
ば
に
対
し
晴
れ
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の
こ
と
ば
で
応
じ
る
く
い
ち
が
い
が
指
摘
さ
れ

）
（（
（

︑
藤
河
家
利
昭
氏
は
上
の
句
と
下
の

句
に
矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
掛
詞
に
よ
っ
て
繋
が
る
こ
の
歌
が
︑
ま
ず
『
古
今
集
』
離

別
の
和
歌
に
想
を
得
て
死
別
の
状
況
そ
の
も
の
の
逆
転
を
は
か
っ
て
い
る
と
す
る

）
（（
（

︒

　
　
『
古
今
集
』
三
八
七
番
歌
は
遊
女
の
歌
で
あ
る
︒

　
　

源
の
さ
ね
が
つ
く
し
へ
ゆ
あ
み
む
と
て
ま
か
り
け
る
に
︑
山
ざ
き
に
て
わ

　
　

か
れ
を
し
み
け
る
所
に
て
よ
め
る

い
の
ち
だ
に
心
に
か
な
ふ
物
な
ら
ば
な
に
か
別
の
か
な
し
か
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
集
』巻
八　

離
別　

三
八
七　

し
ろ
め）

（（
（

　

源
実
は
宇
多
朝
の
人
︑
筑
紫
へ
湯
浴
み
に
出
か
け
て
い
っ
た
時
の
和
歌
で
︑『
大
和

物
語
』
一
四
五
段
に
も
あ
る
︒『
古
今
集
』
詞
書
で
は
︑
山
崎
か
ら
淀
川
を
下
っ
て
行

く
と
き
に
遊
女
し
ろ
め
が
詠
ん
だ
和
歌
と
な
っ
て
お
り
︑
せ
め
て
命
だ
け
で
も
心
の

ま
ま
に
な
る
の
な
ら
ば
︑
と
い
い
︑
反
実
仮
想
の
言
い
方
で
︑
そ
う
は
な
ら
な
い
現

実
に
あ
っ
て
悲
し
い
別
れ
を
詠
ん
で
い
る
︒
ま
ま
な
ら
ぬ
「
い
の
ち
」
を
う
た
う
『
古

今
集
』
三
八
七
番
歌
の
発
想
は
︑
こ
の
場
面
の
状
況
と
似
通
う
︒
勅
撰
集
入
集
歌
の

こ
う
し
た
発
想
も
︑
物
語
場
面
の
基
盤
の
ひ
と
つ
に
は
あ
ろ
う
︒
藤
河
家
氏
は
︑
さ

ら
に
『
伊
勢
物
語
』
の
方
法
の
継
承
や
長
恨
歌
の
詩
句
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
お
り

そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
関
係
は
否
め
な
い
︒
し
か
し
︑
更
衣
の
詠
歌
は
「
い
か
ま
ほ
し
き

は
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
詠
み
あ
げ
る
の
で
あ
り
︑
生
き
た
い
と
強
く
願
う
こ
の
詠

み
く
ち
こ
そ
が
︑
更
衣
の
切
実
な
心
境
を
力
強
く
訴
え
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
︒「
い

の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
表
現
に
こ
だ
わ
っ
て
︑
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒

三
、「
い
の
ち
な
り
け
り
」

　
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
和
歌
表
現
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
︒

　
「
い
の
ち
」
は
︑『
万
葉
集
』
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒『
万
葉
集
』
の

表
記
と
し
て
は
「
伊
乃
知
」「
伊
能
知
」「
命
」「
壽
」
な
ど
が
あ
り
︑「
い
の
ち
」
を

詠
み
込
む
歌
は
百
五
十
五
首
に
の
ぼ
る
︒
そ
の
詠
ま
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
︑「
い
の

ち
」
を
受
け
る
語
は
「
を
し
」「
な
が
く
」
を
は
じ
め
多
岐
に
わ
た
り
︑「
た
ま
き
は

る
」「
う
つ
せ
み
の
」
な
ど
の
枕
詞
を
と
も
な
う
場
合
も
あ
る
︒『
万
葉
集
』
で
は
歌

の
こ
と
ば
と
し
て
定
型
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
寿
命
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て

制
約
を
受
け
ず
に
詠
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑『
万
葉
集
』
に
は
こ
れ
ほ
ど
多
く

の
「
い
の
ち
」
を
詠
む
歌
が
あ
り
な
が
ら
︑「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
詠
嘆
の
表

現
で
結
ぶ
例
は
み
ら
れ
な
い
︒

　

和
歌
表
現
と
し
て
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
が
確
認
で
き
る
例
は
︑
管
見
に
入
っ

た
か
ぎ
り
『
古
今
集
』
が
早
い
︒

　
　
　
　

題
し
ら
ず

　
　

春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
事
は
い
の
ち
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
集
』
巻
二　

春
下　

九
七　

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

や
ま
ひ
に
わ
づ
ら
ひ
侍
り
け
る
秋
︑
心
地
の
た
の
も
し
げ
な
く
お
ぼ
え
け

　
　

れ
ば
よ
み
て
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

も
み
じ
ば
を
風
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か
な
き
物
は
い
の
ち
な
り
け
り
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『
古
今
集
』巻
十
六　

哀
傷　

八
五
九　

大
江
千
里

　

最
初
の
勅
撰
和
歌
集
に
収
め
ら
れ
る
二
首
に
︑
末
尾
を
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
で

結
ぶ
歌
が
あ
る
︒
九
七
番
歌
は
盛
り
の
花
を
再
び
み
る
こ
と
を
擬
人
化
し
て
「
あ
ひ

見
む
」
と
表
し
︑
そ
れ
が
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
結
ば
れ
る
︒
八
五
九
番
歌
で
は
︑

病
ん
だ
身
で
迎
え
た
秋
に
は
か
な
い
も
の
が
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
詠
ま
れ
て
い

る
︒
九
七
番
歌
は
︑「
題
知
ら
ず
」「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
明
記
さ
れ
︑
固
有
の
作
者

名
と
切
り
離
さ
れ
て
入
集
さ
れ
て
い
る
︒
勅
撰
集
に
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
入

集
さ
れ
る
際
の
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
せ
よ
︑
固
有
名
詞
か
ら
解
き
放
た
れ
て

お
さ
め
ら
れ
た
一
首
に
は
伝
承
性
が
と
も
な
う
︒

　

こ
の
他
︑『
古
今
集
』
に
は
︑
係
助
詞
「
ぞ
」
を
と
も
な
い
五
句
が
「
い
の
ち
な
り

け
る
」
と
な
る
強
調
表
現
で
詠
ま
れ
る
例
も
見
出
せ
る
︒

今
は
は
や
こ
ひ
し
な
ま
し
を
あ
ひ
見
む
と
た
の
め
し
こ
と
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
集
』巻
十
二　

恋
歌
二　

六
一
三　

ふ
か
や
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
六
帖
』第
四　

こ
ひ　

一
九
九
四

こ
れ
は
恋
の
歌
で
︑
作
者
は
清
原
深
養
父
と
あ
る
︒
こ
の
場
合
の
「
命
な
り
け
る
」

は
恋
人
の
「
あ
ひ
見
む
」
す
な
わ
ち
︑
会
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
言
葉
を
命
と
頼
み
に

し
て
い
た
の
だ
か
ら
︑
の
意
に
な
る
︒

　
『
古
今
集
』
に
「
い
の
ち
」
が
詠
ま
れ
る
歌
は
全
十
二
例
あ
り
︑
係
助
詞
を
と
も
な

う
変
型
も
含
め
れ
ば
︑
そ
の
う
ち
の
三
首
に
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
詠
み
く
ち
が

確
認
で
き
る
︒
決
し
て
用
例
数
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑「
い
の
ち
な
り
け

り
」
と
い
う
末
尾
表
現
は
︑『
古
今
集
』
に
入
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
享
受
さ

れ
︑
深
養
父
の
六
一
三
番
歌
が
『
古
今
六
帖
』
に
も
と
ら
れ
て
さ
ら
に
浸
透
の
度
合

い
を
強
め
︑
ひ
と
つ
の
詠
み
く
ち
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
後
の
用
例
は
︑
私
家
集
を
中
心
に
散
見
す
る
︒

　
　

ま
た

さ
り
と
も
と
頼
む
こ
こ
ろ
に
は
か
ら
れ
て
し
な
れ
ぬ
も
の
は
い
の
ち
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
能
宣
集
』三
一
九

　
　
　
　
　
　
　

 

『
金
葉
集
』
三
奏
本　

四
六
二   

「
題
不
知
」　

大
中
臣
能
宣

　
　

た
れ
な
ら
む
︑
ふ
ぢ
の
花
を
し
ま
む
と
い
ひ
し
ほ
ど
に
︑
か
く
れ
に
し
人

　
　

を
こ
ひ
て

惜
し
ま
む
と
い
ひ
し
は
な
だ
に
ち
ら
ぬ
ま
に
な
く
な
り
に
け
る
い
の
ち
な
り
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
安
法
法
師
集
』四
○

能
宣
は
︑『
後
撰
集
』
撰
進
に
関
わ
っ
た
梨
壺
の
五
人
の
一
人
で
あ
る
︒『
能
宣
集
』

に
「
う
ち
の
御
歌
合
に
」
と
あ
る
な
か
の
一
首
は
の
ち
の
勅
撰
集
に
も
入
集
し
て
お

り
︑
広
く
知
ら
れ
た
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
さ
ら
に
︑
女
性
歌
人
の
歌

に
も
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
が
あ
る
︒
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き
み
を
の
み
こ
ひ
つ
る
あ
ま
の
た
ま
の
を
は
さ
を
に
か
か
れ
る
命
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
賀
茂
保
憲
女
集
』一
四
三

見
て
だ
に
も
ま
ど
ひ
し
心
わ
び
ぬ
れ
ば
あ
は
で
も
い
の
ち
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
賀
茂
保
憲
女
集
』一
六
八

か
く
こ
ひ
ば
た
へ
ず
し
ぬ
べ
し
よ
そ
に
み
し
人
こ
そ
お
の
が
命
な
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
和
泉
式
部
集
』九
二

つ
ゆ
を
み
て
草
葉
の
う
へ
と
お
も
ひ
し
は
時
ま
つ
程
の
命
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
和
泉
式
部
集
』三
○
四

　
　

七
日
︑
例
な
ら
ぬ
こ
こ
ち
の
み
す
れ
ば
︑
け
ふ
や
わ
が
よ
の
︑
と
お
ぼ
ゆ
る

い
く
べ
く
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な
わ
か
れ
に
し
人
の
心
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
和
泉
式
部
続
集
』六
二
六

　
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
一
六
八
番
歌
は
和
歌
本
文
に
欠
落
が
あ
る
が
︑「
い
の
ち
な
り

け
り
」
の
末
尾
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
︑
当
該
歌
集
に
二
首
を
確
認
で
き
る
︒
さ

ら
に
く
だ
る
『
和
泉
式
部
集
』
に
は
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
︑
係
助
詞
を
と
も
な

う
「
い
の
ち
な
り
け
れ
」「
い
の
ち
な
り
け
る
」
の
末
尾
表
現
を
見
出
せ
る
︒『
和
泉

式
部
集
』
は
「
い
の
ち
」
じ
た
い
を
詠
み
込
む
歌
が
多
く
︑
正
集
に
二
十
例
︑
続
集

に
二
十
一
例
あ
り
︑
そ
の
う
ち
の
三
首
で
あ
る
︒

　
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
ま
ず
『
古
今
集
』
に
詠
ま
れ
︑『
古
今
六
帖
』
に
も
と
ら

れ
て
伝
承
さ
れ
︑
以
後
は
主
に
私
歌
集
で
詠
ま
れ
て
い
く
︒
特
に
賀
茂
保
憲
女
や
和

泉
式
部
の
女
性
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
︑「
い
の
ち
な

り
け
り
」
は
『
古
今
集
』
に
は
三
例
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
後
の
勅
撰
和
歌
集
で
は
極

め
て
用
例
が
少
な
い
︒
ち
な
み
に
︑
八
代
集
そ
れ
ぞ
れ
の
「
い
の
ち
」
と
「
い
の
ち

な
り
け
り
」
の
和
歌
数
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

　
「
い
の
ち
」
を
詠
む
歌
数　

／
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
歌
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
係
助
詞
に
よ
る
変
型
を
含
む
）

『
古
今
集
』　　
　
　
　

一
二　

／　

三　
（
う
ち
一
例
「
い
の
ち
な
り
け
る
」）

『
後
撰
集
』　　
　
　
　

一
三　

／　

な
し

『
拾
遺
集
』　　
　
　
　

二
三　

／　

な
し

（『
拾
遺
抄
』　　
　
　

 

一
二　

／　

な
し
）

『
後
拾
遺
集
』　　
　
　

二
一　

／　

な
し

『
金
葉
集
』（
二
度
本
） 　

九　

／　

な
し

（
同　

三
奏
本
）　　
　
　

六　

／　

一　

）

『
詞
花
集
』　　
　
　
　
　

四　

／　

な
し

『
千
載
集
』　　
　
　
　

二
二　

／　

一　
（「
い
の
ち
な
り
け
る
）

『
新
古
今
集
』　　
　
　

二
九　

／　

一

八
代
集
で
は
︑
平
安
時
代
後
期
に
わ
ず
か
三
例
あ
る
の
み
で
︑
そ
の
う
ち
『
金
葉
集
』
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三
奏
本
の
例
は
先
に
挙
げ
た
『
能
宣
集
』
三
一
番
歌
で
あ
り
︑
あ
と
は
『
千
載
集
』

一
一
四
○
番
歌
の
西
住
法
師
詠
︑『
新
古
今
集
』
一
七
六
八
番
歌
守
覚
法
親
王
詠
を
一

例
ず
つ
数
え
る
の
み
で
あ
る

）
（（
（

︒

　
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
『
古
今
集
』
に
よ
っ
て
和
歌
の
ひ
と
つ
の
詠
み
く
ち
と
な

っ
た
が
︑
一
方
で
︑
そ
れ
が
決
ま
り
切
っ
た
和
歌
表
現
の
定
型
と
な
る
ま
で
に
は
至

ら
な
い
︒
し
か
し
︑
平
安
時
代
中
期
の
女
性
歌
人
た
ち
の
歌
に
散
見
す
る
表
現
で
も

あ
る
︒

　

で
は
︑
こ
う
し
た
和
歌
の
詠
み
く
ち
は
︑
散
文
作
品
に
ど
の
よ
う
に
掬
い
あ
げ
ら

れ
て
い
る
の
か
︒

　
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
を
物
語
和
歌
に
採
用
し
た
早
い
例
は
︑『
う
つ
ほ
物
語
』
に

あ
る
︒夏

草
に
置
く
露
よ
り
も
は
か
な
き
は
君
に
か
か
れ
る
命
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
う
つ
ほ
物
語
』「
菊
の
宴
」

　

こ
れ
は
︑
あ
て
宮
に
贈
っ
た
藤
英
の
歌
で
あ
る
︒『
源
氏
物
語
』
に
先
駆
け
る
長
編

物
語
で
︑
恋
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
一
首
の
末
尾
で
あ
る
︒『
う
つ
ほ
物
語
』
に
「
い

の
ち
な
り
け
り
」
の
用
例
は
︑
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
︒

　

み
て
き
た
よ
う
な
和
歌
の
表
現
史
な
ら
び
に
物
語
和
歌
の
表
現
を
う
け
て
︑『
源
氏

物
語
』
の
桐
壺
更
衣
の
一
首
が
あ
る
︒

　

桐
壺
巻
で
は
︑『
古
今
集
』
に
よ
っ
て
浸
透
す
る
表
現
で
あ
り
な
が
ら
誰
に
も
共
有

さ
れ
る
定
型
と
し
て
確
立
す
る
に
は
至
ら
ず
︑
一
方
で
『
和
泉
式
部
集
』
に
は
散
見

す
る
末
尾
表
現
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
を
採
用
す
る
︒

　

そ
れ
は
︑あ
る
程
度
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
に
よ
る
更
衣
の
心
情
の
詠
出
で
あ
り
︑

同
時
に
当
世
の
女
性
歌
人
の
用
い
た
生
き
生
き
と
し
た
語
感
を
も
呼
び
込
む
末
尾
表

現
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
、
桐
壺
更
衣
の
絶
唱

　

前
掲
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
を
詠
み
込
む
和
歌
を
あ
ら
た
め
て
な
が
め
て
み
る

と
︑『
古
今
集
』
で
は
「
あ
ひ
見
む
こ
と
は
」「
は
か
な
き
も
の
は
」
と
あ
り
︑
私
家

集
で
も
『
能
宣
集
』
の
「
し
な
れ
ぬ
も
の
は
」︑『
和
泉
式
部
集
』
の
「
お
も
ひ
し
は
」

な
ど
︑「
な
り
け
り
」
の
上
に
「
︙
︙
は
」
を
と
も
な
う
例
が
散
見
す
る
︒『
う
つ
ほ

物
語
』
で
は
︑
間
に
「
君
に
か
か
れ
る
」
が
入
る
も
の
の
︑
や
は
り
「
︙
︙
は
」
を

受
け
て
「
な
り
け
り
」
と
結
ば
れ
て
い
る
︒
一
方
で
︑『
安
法
法
師
集
』『
賀
茂
保
憲

女
集
』
で
は
「
︙
︙
は
」
を
受
け
ず
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
結
ば
れ
て
お
り
︑「
︙
︙

は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
が
定
型
表
現
に
ま
で
至
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
平

安
時
代
の
宮
廷
社
会
で
最
も
尊
重
さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る『
古
今
集
』の「
︙
︙

は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
が
嚆
矢
と
な
り
︑「
︙
︙
は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
の
語
調

の
よ
さ
も
あ
っ
て
私
家
集
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
が
詠
ま
れ
︑
桐
壺
更
衣
の
「
い

か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な
り
け
り
」
が
あ
る
と
考
え
得
る
︒

　
『
源
氏
物
語
』
に
「
い
の
ち
」
の
語
は
百
二
十
七
例
あ
り
︑「
命
長
く
」「
命
絶
へ
」

「
命
延
ぶ
」
な
ど
の
用
例
が
散
見
す
る
が
︑「
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
二
例
の
み
で
あ

る
︒
も
う
一
例
は
︑
宇
治
の
物
語
世
界
に
み
ら
れ
る
︒
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長
き
世
を
頼
め
て
も
な
ほ
か
な
し
き
は
た
だ
明
日
知
ら
ぬ
命
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浮
舟　

一
三
三
頁

こ
れ
は
浮
舟
の
も
と
に
逗
留
し
た
匂
宮
の
和
歌
で
あ
り
︑
続
く
浮
舟
の
返
歌
で
「
命

の
み
さ
だ
め
な
き
世
と
思
は
ま
し
か
ば
」
と
受
け
て
い
く
一
首
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
︑

「
︙
︙
は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
視
野
を
広
げ
れ
ば
︑
散
逸
物
語
に
も
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
で
結
ぶ
物
語

和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

　
　

だ
い
し
ら
ず

さ
り
と
も
と
思
ふ
心
の
な
ぐ
さ
め
に
今
も
消
え
せ
ぬ
命
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
風
葉
集
』巻
第
十
三　

恋
三　

九
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
ぢ
に
く
だ
く
る
左
大
臣

　
「
ち
ぢ
に
く
だ
く
る
」
は
鎌
倉
時
代
と
推
定
さ
れ
て
い
る
散
逸
物
語
で
あ
り

）
（（
（

︑
時
代

の
く
だ
る
例
に
な
る
が
︑
現
存
し
な
い
物
語
に
「
︙
︙
は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
と

詠
ま
れ
る
和
歌
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒
も
と
も
と
︑『
風
葉
集
』
の
当
該
用
例
は

『
源
氏
物
語
』
の
前
掲
二
首
と
『
う
つ
ほ
物
語
』『
ち
ぢ
に
く
だ
く
る
』
の
計
四
首
の

み
︑『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
二
例
の
み
で
あ
り
︑
散
逸
物
語
の

有
名
な
和
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
も
の
が
多
く
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
だ

が
︑
十
世
紀
後
半
の
『
三
宝
絵
』
序
文
に
「
お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
草
よ
り
も
し
げ

く
あ
り
そ
み
の
は
ま
の
ま
さ
ご
よ
り
も
」
と
表
さ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
物
語
が
創
作
さ

れ
て
い
た
事
情
を
思
え
ば
︑
散
逸
物
語
の
「
︙
︙
は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う

和
歌
が
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
︒

　
「
︙
︙
は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
表
現
は
︑
語
感
の
よ
さ
を
と
も
な
っ
て
詠

み
や
す
い
ひ
と
つ
の
和
歌
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

　
『
源
氏
物
語
』
は
す
で
に
浸
透
し
語
調
の
よ
い
和
歌
表
現
の
力
を
用
い
て
︑
桐
壺
更

衣
の
心
情
を
詠
出
す
る
︒
し
か
し
︑
上
に
く
る
語
句
が
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
」
と
な

る
和
歌
は
︑
物
語
内
に
こ
の
一
例
の
み
で
︑
た
ど
り
み
て
き
た
先
行
文
学
の
用
例
に

確
認
で
き
ず
︑
さ
ら
に
︑『
源
氏
物
語
』
以
降
に
も
み
ら
れ
な
い
︒
更
衣
の
詠
歌
は
︑

匂
宮
の
詠
歌
の
「
か
な
し
き
は
」
と
比
べ
て
も
︑
和
歌
の
語
句
と
し
て
は
し
っ
く
り

せ
ず
︑
浮
い
て
い
る
印
象
が
あ
る
︒
上
の
句
と
下
の
句
の
繋
が
り
は
︑
不
自
然
な
感

触
が
ぬ
ぐ
え
ず
︑そ
れ
が
掛
詞
で
と
り
も
た
れ
て
い
る
一
首
で
あ
る
︒前
掲
の「
︙
︙

は　

い
の
ち
な
り
け
り
」
の
ス
タ
イ
ル
を
と
る
和
歌
は
︑「
︙
︙
こ
と
は
」「
︙
︙
も

の
は
」
を
伴
う
か
︑
そ
の
省
略
と
思
わ
れ
る
詠
み
方
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
更
衣
の
歌

は
︑
私
が
行
（
生
）
き
た
い
の
は
死
出
の
道
で
は
な
く
て
命
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
︑

の
意
で
あ
り
︑
補
っ
て
「
い
の
ち
の
道
」
く
ら
い
に
解
釈
さ
れ
る
︒
生
き
た
い
と
切

実
に
主
張
す
る
︑
そ
の
思
い
の
強
さ
が
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
表
現
に
結
実

す
る
詠
み
方
で
あ
る
︒

　

桐
壺
巻
の
場
面
で
は
︑
あ
る
程
度
馴
染
ん
だ
表
現
の
型
を
踏
襲
し
︑
当
世
の
語
感

と
も
見
合
う
末
尾
表
現
を
用
い
な
が
ら
︑
和
歌
の
こ
と
ば
と
し
て
は
不
自
然
さ
を
も

含
む
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
」
と
い
う
先
行
和
歌
に
例
を
み
な
い
独
特
の
語
句
を
上
に

と
り
あ
わ
せ
る

）
（（
（

︒
そ
の
表
現
が
︑
生
き
る
こ
と
へ
の
更
衣
の
執
着
を
明
確
に
訴
え
か
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け
て
い
る
︒

　

こ
の
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
︑
上
の
句
の
「
か
ぎ
り
と
て
別

る
る
道
の
」
を
受
け
︑
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
帝
の
「
限
り
あ
ら
む
道
に
お
く
れ
先

立
た
じ
」
を
受
け
る
︒
無
限
で
は
あ
り
え
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
命
を
見
据
え
る
か
ら
こ

そ
︑
馴
染
ん
だ
和
歌
表
現
と
相
反
す
る
語
句
の
入
り
交
じ
っ
た
下
の
句
が
詠
み
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑「
限
り
あ
る
道
」
で
は
な
く
︑「
限
り
あ
ら
ん
道
」
と
先

の
こ
と
を
推
量
す
る
言
い
方
で
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
は
︑
生
死
の
境
を
迎
え
て
「
限

り
と
て
」
に
詠
み
換
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
直
接
応
じ
る
べ
き
桐
壺
帝
の
歌
を
描
か
な

い
こ
と
が
︑
生
に
執
着
す
る
更
衣
の
願
望
を
際
だ
た
せ
て
い
る
︒

　

人
の
心
情
を
詠
む
和
歌
に
「
い
の
ち
」
の
語
が
詠
ま
れ
︑
虚
構
世
界
な
が
ら
人
を

み
つ
め
る
物
語
文
学
で
「
い
の
ち
」
の
語
は
頻
出
す
る
︒「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い

う
詠
嘆
を
と
も
な
う
和
歌
の
末
尾
表
現
は
︑
和
歌
表
現
史
の
連
続
と
不
連
続
を
含
み

な
が
ら
︑
桐
壺
更
衣
独
自
の
心
情
表
現
と
し
て
︑
物
語
世
界
に
力
強
く
響
く
の
で
あ

る
︒

注（
1
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
第
六
巻
所
収
︑
鈴
木
日
出
男
「
源

氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
」
な
ど
︒

（
2
） 「
限
り
あ
ら
ん
道
に
も
お
く
れ
先
立
た
じ
︑
と
―
反
逆
す
る
愛
の
ゆ
く
え
」『
国
文
学
』
臨

時
増
刊
『
テ
ク
ス
ト
ツ
ア
ー
源
氏
物
語
フ
ァ
イ
ル
』
学
燈
社　

二
○
○
○
年
七
月
︒
本
稿
は

旧
稿
か
ら
の
発
展
的
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
く
た
め
︑
一
部
旧
稿
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る

こ
と
を
お
断
り
す
る
︒

（
3
） 『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
と
頁
数
は
す
べ
て
注
１
の
全
集
に
よ
る
︒

（
4
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
は
︑
次
の
よ
う
に
本
文
を
校
訂
す
る
（
表
記
は

改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）︒

輦
車
の
宣
旨
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
も
︑
ま
た
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
︑
さ
ら
に
え
ゆ
る
さ
せ

た
ま
は
ず
︒
限
り
あ
ら
ん
道
に
も
お
く
れ
先
立
た
じ
︑
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
︑「
さ

り
と
も
う
ち
捨
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
︑
女
も
い
と
い
み
じ
と

見
た
て
ま
つ
り
て
︑

　
　
「
限
り
と
て
別
る
る
道
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
息
も
絶
え
つ
つ
︑
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と

は
あ
り
げ
な
れ
ど
︑
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
︑
か
く
な
が
ら
と
も
か
く
も
な
ら

ん
を
御
覧
じ
は
て
ん
と
お
ぼ
し
め
す
に
︑「
け
ふ
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
︑さ
る
べ
き
人
々

う
け
た
ま
は
れ
る
︑
今
宵
よ
り
」
と
聞
こ
え
急
が
せ
ば
︑
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
ま

か
で
さ
せ
た
ま
う
つ
︒

（
5
） 

藤
井
貞
和
「
光
源
氏
物
語
の
端
緒
の
成
立
」『
源
氏
物
語
の
始
源
と
現
在
』
三
一
書
房　

一
九
七
二
年
︑
定
本　

冬
樹
社　

一
九
八
○
年
︒

（
6
） 

注
（
５
）
藤
井
氏
文
献
︒

（
7
） 

田
中
隆
昭
「
光
源
氏
に
つ
い
て
の
予
言
と
宿
曜
」『
源
氏
物
語　

引
用
の
研
究
』
勉
誠
社

　

一
九
九
九
年
︒

（
8
） 

新
間
一
美
「
桐
壺
更
衣
の
原
像
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社　

一

九
九
三
年
︒

（
9
） 

小
町
谷
照
彦
「
小
萩
が
も
と
―
場
面
設
定
と
和
歌
」『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
東

京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
四
年
︒

（
10
） 
益
田
勝
実
「
日
知
り
の
裔
の
物
語

―
源
氏
物
語
発
端
の
構
造

―
」『
火
山
列
島
の
思

想
』
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
八
年
︒

（
11
） 

藤
河
家
利
昭
「
桐
壺
巻
の
方
法
」『
源
氏
物
語
の
源
泉
受
容
の
方
法
』
勉
誠
社　

一
九
九

五
年
︒



『源氏物語』と和歌のことば

71

（
12
）	和
歌
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
︒

（
13
） 『
千
載
集
』『
新
古
今
集
』
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

ま
ど
ろ
み
て
さ
て
も
や
み
な
ば
い
か
が
せ
ん
ね
ざ
め
ぞ
あ
ら
ぬ
命
な
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
千
載
集
』
巻
第
十
七　

一
一
四
○　

西
住
法
師

な
が
ら
へ
て
世
に
す
む
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
う
き
に
か
へ
た
る
命
な
り
け
り　

　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
古
今
集
』
巻
第
十
八　

雑
歌
下　

一
七
六
八　

守
覚
法
親
王

（
14
） 

神
野
藤
昭
夫
『
散
逸
し
た
物
語
と
物
語
史
』
若
草
書
房
︑
一
九
九
八
年
︒

（
15
） 

和
歌
表
現
と
し
て
「
い
か
ま
ほ
し
き
」
が
確
認
で
き
る
の
は
︑
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り

『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
更
衣
の
和
歌
以
外
に
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
︒

　
　

お
な
じ
人
︑
つ
く
し
へ
く
だ
る
に

を
し
か
ら
ぬ
い
の
ち
な
れ
ど
も
も
ろ
と
も
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
き
の
松
ば
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
弁
乳
母
集
』
一
○
七

 

弁
乳
母
は
紫
式
部
の
娘
大
弐
三
位
と
同
時
代
を
生
き
た
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒




