
昨
年
、
文
芸
資
料
研
究
所
の
横
井
先
生
か
ら
「
源
氏
物
語
と
万
葉
集
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
最
初

は
お
断
り
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
上
代
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
私
に
は
、
両
者
に
さ
ほ
ど
共
通
点
が
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
か
ら
で

す
。
「
万
葉
集
』
は
奈
良
時
代
（
七
一
○
～
七
九
四
）
に
成
立
し
た
歌
集
で
、
編
纂
者
は
大
伴
家
持
と
い
う
男
性
貴
族
で
す
。
一
方
、
「
源

氏
物
語
」
は
平
安
時
代
の
寛
弘
五
年
（
一
○
○
八
）
に
成
立
し
た
物
語
文
学
で
、
作
者
は
紫
式
部
で
す
。
『
源
氏
物
語
』
と
「
万
葉
集
」

と
で
は
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
も
違
い
ま
す
し
、
成
立
し
た
時
期
に
も
お
よ
そ
三
○
○
年
の
開
き
が
あ
り
ま
す
。
両
者
の
共
通
点
と
い
え
ば
、

ど
ち
ら
も
日
本
が
世
界
に
誇
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
二
○
○
八
年
は
『
源
氏
物
語
」
成
立
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
○
○
○
年
、
所
謂
「
源

は
じ
め
に 源

氏
物
語
と
万
葉
集

池
田
三
枝
子

『〉

一○_



氏
物
語
千
年
紀
」
で
し
た
。
そ
し
て
来
年
二
○
一
○
年
は
「
平
城
遷
都
千
三
百
年
紀
」
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
間
に
あ
た
る
二
○

○
九
年
こ
そ
「
源
氏
物
語
」
と
「
万
葉
集
」
を
結
び
つ
け
て
語
る
こ
と
に
意
味
の
あ
る
年
で
は
な
い
か
と
思
い
至
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
講

演
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
す
。

本
日
の
テ
ー
マ
に
は
「
誘
う
女
・
追
う
女
」
と
い
う
副
題
を
付
け
ま
し
た
。
日
本
の
古
典
文
学
で
は
女
は
待
つ
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
時
に
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
が
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
、
「
源
氏
物
語
」
を
出
発
点
と

し
て
、
『
万
葉
集
』
の
時
代
に
遡
り
、
文
学
史
的
に
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｉ
「
源
氏
物
語
」
紅
葉
賀

上
の
御
硫
櫛
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
は
て
に
け
れ
ば
、
上
は
御
桂
の
人
召
し
て
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
ほ
ど
に
、
ま
た
人
も
な
く

て
、
こ
の
内
侍
常
よ
り
も
き
よ
げ
に
、
様
体
頭
つ
き
な
ま
め
き
て
、
装
束
あ
り
さ
ま
い
と
は
な
や
か
に
好
ま
し
げ
に
見
ゆ
る
を
、
さ

も
古
り
が
た
う
も
と
心
づ
き
な
く
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
い
か
が
思
ふ
ら
ん
と
さ
す
が
に
過
ぐ
し
が
た
く
て
、
裳
の
裾
を
引
き
お
ど

ろ
か
し
た
ま
へ
れ
ば
、
か
は
ほ
り
の
え
な
ら
ず
ゑ
が
き
た
る
を
さ
し
隠
し
て
見
か
へ
り
た
る
ま
み
、
い
た
う
見
延
べ
た
れ
ど
、
目
皮

ら
い
た
く
蝿
み
落
ち
入
り
て
、
い
み
じ
う
は
つ
れ
そ
そ
け
た
り
。
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
扇
の
さ
ま
か
な
と
見
た
ま
ひ
て
、
わ
が
持
た

ま
へ
る
に
さ
し
か
へ
て
見
た
ま
へ
ぱ
、
赤
き
紙
の
映
る
ば
か
り
色
深
き
に
、
木
高
き
森
の
か
た
を
塗
り
か
へ
し
た
り
。
片
つ
方
に
、

手
は
い
と
さ
だ
過
ぎ
た
れ
ど
、
よ
し
な
か
ら
ず
「
森
の
下
草
老
い
ぬ
れ
ば
」
と
言
き
す
さ
び
た
る
を
、
言
し
も
あ
れ
う
た
て
の
心
ば

｜
老
女
の
誘
い
ｌ
源
典
侍
と
石
川
女
郎
Ｉ

Ｉ
源
典
侍
Ｉ
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『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
に
登
場
す
る
源
典
侍
は
、
五
十
七
、
八
歳
に
な
っ
て
い
る
の
に
非
常
に
若
作
り
を
し
て
光
源
氏
に
言
い
寄
っ
て

来
る
女
性
で
す
。
現
在
と
違
っ
て
当
時
の
五
十
七
、
八
歳
と
い
え
ば
大
変
な
年
寄
り
で
、
老
女
と
言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
文
章
の
前
半
部
分
に
は
源
典
侍
の
若
作
り
の
見
苦
し
さ
が
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
目
皮
ら
い
た
く
黒
み
落
ち
入
り
て
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
そ
の
瞼
は
す
っ
か
り
黒
ず
ん
で
落
ち
く
ぼ
み
」
と
い
う
意
味
で
す
。
衣
装
が
ど
ん
な
に
美
し
く
て

も
、
扇
で
顔
を
隠
し
て
も
、
目
元
ま
で
は
隠
せ
ま
せ
ん
。
女
性
の
老
い
が
目
元
か
ら
来
る
と
い
う
感
覚
は
、
女
性
の
方
な
ら
お
分
か
り
い

こ
の
若
作
り
の
典
侍
は
派
手
な
扇
を
持
っ
て
い
ま
す
。
「
赤
き
紙
の
映
る
ば
か
り
色
深
き
に
、
木
高
き
森
の
か
た
を
塗
り
か
へ
し
た
り
」

と
あ
り
ま
す
が
、
「
赤
い
紙
の
、
顔
に
照
り
映
え
る
く
ら
い
の
色
の
濃
い
と
こ
ろ
へ
、
木
高
い
森
の
絵
を
、
金
泥
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
描
い

て
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
赤
と
金
の
非
常
に
派
手
な
扇
で
す
。
そ
こ
に
鐙
蒼
と
し
た
森
の
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
「
森
の
下
草

た
だ
け
る
で
し
よ
》
７
↑

わ
づ
ら
は
し
さ
に
」
と
て
立
ち
た
ま
ふ
を
ひ
か
へ
て
、
典
侍
「
ま
だ
か
か
る
も
の
を
こ
そ
思
ひ
は
く
ら
ね
。
今
さ
ら
な
る
身
の
恥

に
な
む
」
と
て
、
泣
く
さ
ま
い
と
い
み
じ
。
源
氏
「
い
ま
聞
こ
え
む
。
思
ひ
な
が
ら
ぞ
や
」
と
て
、
ひ
き
放
ち
て
出
で
た
ま
ふ
を
、

せ
め
て
お
よ
び
て
「
橋
柱
」
と
恨
み
か
く
る
を
、
上
は
御
桂
は
て
て
、
御
障
子
よ
り
の
ぞ
か
せ
た
ま
ひ
け
り
。

典
侍
君
し
来
ば
手
な
れ
の
駒
に
刈
り
飼
は
む
さ
か
り
過
ぎ
た
る
下
葉
な
り
と
も

と
言
ふ
さ
ま
、
こ
よ
な
く
色
め
き
た
り
。

源
氏
「
笹
分
け
ば
人
や
各
め
む
い
つ
と
な
く
駒
な
つ
く
め
る
森
の
木
が
く
れ

へ
や
、
と
笑
ま
れ
な
が
ら
、
源
氏
「
森
こ
そ
夏
の
、
と
見
ゆ
め
る
」
と
て
、
何
く
れ
と
の
た
ま
ふ
も
、
似
げ
な
く
、
人
や
見
つ
け
ん

と
苦
し
き
を
、
女
は
さ
も
思
ひ
た
ら
ず
。

’
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老
い
ぬ
れ
ば
」
と
し
た
た
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
森
の
下
草
も
若
々
し
い
う
ち
は
馬
も
食
べ
に
来
た
り
、
人
も
飼
い
葉
に
す
る
た

め
に
刈
り
に
来
ま
す
が
、
老
い
た
草
に
は
馬
も
人
も
見
向
き
も
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
意
味
で
、
源
典
侍
の
老
い
の
嘆
き
を
表
現
し
た
も
の

し
か
し
こ
の
文
言
は
単
な
る
老
い
の
嘆
き
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
と
い
う
の
も
光
源
氏
が
こ
れ
を
見
て
「
ち
ょ
っ
と
嫌
だ
な
」
と
感
じ

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
「
言
し
も
あ
れ
う
た
て
の
心
ぱ
へ
や
」
と
い
う
部
分
で
す
。
一
般
的
な
老
い
の
嘆
き
の
裏
に
、
俗
に
言
う

「
男
日
照
り
」
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
男
性
が
誰
も
振
り
向
い
て
く
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
、
光
源
氏

は
「
う
た
て
の
、
心
ぱ
へ
」
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
源
典
侍
は
そ
ん
な
こ
と
は
意
に
も
介
さ
ず
、
光
源
氏
に
向
け
て
「
君
し
来
ぱ
～
」
と
い
う
和
歌
を
詠
み
か
け
ま
す
。
こ
の
和

歌
は
、
扇
の
絵
に
即
し
て
自
分
を
森
の
下
葉
に
害
え
、
「
も
う
盛
り
を
過
ぎ
た
下
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
ご

馳
走
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
意
味
の
も
の
で
す
。
「
私
を
食
べ
て
下
さ
い
」
と
光
源
氏
を
誘
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
老
女
か
ら
誘

わ
れ
た
光
源
氏
は
う
ろ
た
え
て
当
然
断
り
ま
す
が
、
典
侍
は
「
立
ち
た
ま
ふ
を
ひ
か
へ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
光
源

氏
を
引
き
留
め
る
の
で
す
。
更
に
光
源
氏
が
典
侍
を
振
り
払
っ
て
出
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
典
侍
は
懸
命
に
追
い
す
が
る
（
「
せ
め
て
お

《
Ｌ
↑
９
０

》
｝

よ
び
て
」
）
の
で
す
。

以
上
の
源
典
侍
の
行
動
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

〔
源
典
侍
の
行
動
〕

、
、

「
君
し
来
ぱ
～
」
…
…
誘
い
歌
を
う
た
い
か
け
る

、
、
、
、
、

「
立
ち
た
ま
ふ
を
ひ
か
へ
て
」
…
…
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
源
氏
を
引
き
留
め
る

、
、
、
、
、

「
ひ
き
放
ち
て
出
で
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
お
よ
び
て
」
：
…
振
り
払
う
源
氏
に
追
い
す
が
る
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Ⅱ
『
万
葉
集
』
巻
二
相
聞
部
ｌ
石
川
女
郎
Ｉ

男
性
を
誘
う
老
女
と
い
う
話
の
パ
タ
ー
ン
は
『
万
葉
集
」
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
巻
二
相
聞
部
所
載
の
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
の
や
り
と

、
、

、
、

つ
ま
り
源
典
侍
と
は
、
非
常
に
美
し
く
若
い
男
性
を
「
誘
い
」
、
逃
げ
ら
れ
る
と
「
追
う
」
老
女
な
の
で
す
。

大
伴
宿
禰
田
主
の
報
へ
贈
る
歌
一
首

み
や
ぴ
を
に
我
は
あ
り
け
り
や
ど
貸
さ
ず
帰
し
し
我
そ
み
や
ぴ
を
に
は
あ
る

石
川
女
郎
、
大
伴
宿
禰
田
主
に
贈
る
歌
一
首
即
ち
佐
保
大
納
言
大
伴
川
の
第
二
子
に
あ
た
り
、
母
を
巨
勢
朝
臣
と
い
ふ

み
や
ぴ
を
と
我
は
閉
け
る
を
や
ど
貸
さ
ず
我
を
帰
せ
り
お
そ
の
み
や
ぴ
を
（
巻
二
・
一
二
六
）

大
伴
田
主
、
字
を
仲
郎
と
い
ふ
。
容
姿
佳
艶
、
風
流
秀
絶
、
見
る
人
聞
く
者
、
嘆
息
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
時
に
、
石
川

女
郎
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
。
白
り
双
栖
の
感
を
な
し
、
恒
に
独
守
の
難
き
こ
と
を
悲
し
ぶ
。
意
に
害
を
寄
せ
む
と
欲
へ
ど
、
良

信
に
逢
は
ず
。
こ
こ
に
方
便
を
作
し
て
、
賤
し
き
躯
に
似
す
。
お
の
れ
墹
子
を
提
げ
て
、
寝
側
に
至
る
。
嗅
音
鏑
足
し
、
戸

を
叩
き
て
諮
ひ
て
曰
く
、
「
東
隣
の
貧
女
、
火
を
取
ら
む
と
し
て
来
る
」
と
い
ふ
。
こ
こ
に
仲
郎
、
暗
き
裏
に
冒
隠
の
形
を

知
ら
ず
、
盧
の
外
に
拘
接
の
計
に
堪
へ
ず
。
思
ひ
の
ま
に
ま
に
火
を
取
り
、
跡
に
就
き
て
帰
り
去
ら
し
む
。
明
け
て
後
に
、

女
郎
、
既
に
自
媒
の
槐
づ
く
き
こ
と
を
恥
ぢ
、
復
心
契
の
果
ら
ざ
る
こ
と
を
恨
む
。
因
り
て
、
こ
の
歌
を
作
り
て
誰
戯
を
贈

フ
（
》
○

（
巻
二
・
一
二
七
）
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大
伴
田
主
は
「
容
姿
佳
艶
、
風
流
秀
絶
、
見
る
人
聞
く
者
、
嘆
息
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
眉
目
秀
麗
・
品

格
高
雅
で
光
源
氏
の
よ
う
な
男
性
で
す
。
石
川
女
郎
は
そ
の
大
伴
田
主
と
い
い
仲
に
な
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
手
紙
を
出
そ
う
に
も
問

を
取
り
持
つ
仲
人
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
一
計
を
案
じ
て
「
賤
し
き
嘔
」
に
成
り
す
ま
し
た
上
で
、
「
私
は
あ
な
た
の
東
隣
に
住

む
老
婆
で
す
。
火
種
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ど
う
か
貸
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
訪
ね
て
行
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
真
夜
中
で
暗

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
伴
田
主
は
そ
の
老
女
が
実
は
若
い
女
性
（
石
川
女
郎
）
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
火
種
を
貸
し
て
や
っ
た
だ

石
川
女
郎
は
、
相
手
の
家
に
押
し
か
け
て
い
く
と
い
う
か
な
り
強
引
な
方
法
で
田
主
を
誘
お
う
と
し
た
の
で
す
が
、
失
敗
し
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
が
恥
ず
か
し
い
の
で
「
み
や
び
を
と
我
は
間
け
る
を
や
ど
貸
さ
ず
我
を
帰
せ
り
お
そ
の
み
や
び
を
」
（
巻
二
・
一
二
六
）
と

い
う
歌
を
詠
ん
で
田
主
に
贈
り
ま
し
た
。
「
お
そ
」
と
い
う
の
は
「
の
ろ
ま
」
と
か
「
間
抜
け
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
相
手
を
「
お
そ

み
や
ぴ

の
み
や
ぴ
を
」
と
の
の
し
る
こ
の
歌
は
、
「
泊
め
も
し
な
い
で
私
を
帰
し
た
あ
な
た
な
ん
か
風
流
じ
ゃ
な
い
わ
」
と
い
う
椰
楡
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
大
伴
田
主
は
、
「
み
や
び
を
に
我
は
あ
り
け
り
や
ど
貸
さ
ず
帰
し
し
我
そ
み
や
ぴ
を
に
は
あ
る
」
（
巻
二
・
一
二

み
や
び

七
）
と
歌
い
、
「
あ
な
た
を
泊
め
な
い
で
帰
し
た
私
こ
そ
風
流
な
の
で
す
」
と
い
う
自
己
主
張
を
し
て
い
ま
す
。

後
世
の
歌
物
語
に
も
通
じ
る
よ
う
な
面
白
い
話
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
前
述
の
「
源
氏
物
語
』
と
の

共
通
点
で
す
。
源
典
侍
が
老
女
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
石
川
女
郎
は
老
女
に
身
を
や
つ
し
て
田
主
の
と
こ
ろ
に
出
向
き
、
共
寝
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
「
万
葉
集
』
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
「
そ
う
か
」
と
聞
き
流
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
現
代
の
私
た
ち
が
普
通
に
考
え
れ

ば
、
な
ぜ
男
性
を
誘
う
の
に
わ
ざ
わ
ざ
み
す
ぼ
ら
し
い
老
女
の
恰
好
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
不
思
議
で
す
。
私
な
ら
一
張

羅
を
着
て
行
く
で
し
ょ
う
、

む
老
婆
で
す
。
火
種
が
な
く
み

か
つ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
伴
、

け
で
帰
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

り
が
そ
れ
で
す
。
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動
が
、

示
足
半
ｑ
ノ
○

な
ぜ
普
通
の
女
は
男
を
誘
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
普
通
の
女
性
と
は
「
待
つ
」

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
「
普
通
の
女
は
待
つ
も
の
で
、
自
ら
誘
う
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
誘
う
女
」

は
普
通
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
理
曲
に
つ
い
て
次
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｉ
『
万
葉
集
」
の
磐
姫

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
に
は
現
代
と
は
異
な
る
論
理
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
女
が
男
を
「
誘
う
」
と
い
う
行

が
、
そ
も
そ
も
普
通
の
女
に
は
成
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
石
川
女
郎
は
老
女
に
扮
し
て
い
る
の

③
あ
り
つ
つ
も
君
を
ぱ
侍
た
む
う
ち
な
び
く
我
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
に

④
秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
い
つ
へ
の
方
に
我
が
恋
止
ま
む

①
君
が
行
き
、
日
長
く
な
り
ぬ
山
尋
ね
迎
へ
か
行
か
む
侍
ち
に
か
侍
た
む

右
の
一
首
の
歌
は
、
山
上
憶
良
臣
の
類
聚
歌
林
に
戦
せ
た
り
。

②
か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
岩
根
し
ま
き
て
死
な
ま
し
も
の
を

〔
歌
群
Ａ
〕
（
巻
二
巻
頭
歌
群
）

磐
姫
皇
后
、
天
皇
を
思
ひ
て
作
ら
す
歌
四
首

二
「
待
つ
女
」
の
規
範
性
Ｉ
磐
姫
と
石
之
日
売
Ｉ

（
巻
二
・
八
五
）

へ へ へ

巻 巻 巻
二二二

八 八 八

八七六
一一~…
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「
万
葉
集
」
全
二
十
巻
で
巻
頭
歌
は
特
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、
巻
頭
に
は
記
念
碑
的
な
作
品
を
置
く
の
が
通
例
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
歌
群
は
「
天
皇
の
妻
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
」
を
示
す
作
品
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
皇
の
妻
と
な
る
べ
き
女
性
は
「
待
つ

女
」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
迎
え
に
行
こ
う
か
待
ち
続
け
よ
う
か
と
逵
巡
し
た
末
に
待
ち
続
け
る
決
心
を
し
た
磐
姫
皇
后
の

心
情
を
詠
む
こ
の
歌
群
に
は
、
『
万
葉
集
」
の
時
代
に
お
け
る
「
待
つ
女
」
の
規
範
性
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
待
つ
女
」
こ
そ

し
か
も
こ
の
歌
群
は
、
磐
姫
の
実
作
を
掲
載
し
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
磐
姫
の
生
き
た
五
世
紀
に
は

「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
」
の
短
歌
形
式
は
ま
だ
成
立
し
て
い
ま
せ
ん
。
誰
か
が
わ
ざ
わ
ざ
短
歌
形
式
の
作
品
群
を
仕
立
て
、
そ
れ
を
磐

姫
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
巻
二
の
巻
頭
に
配
列
し
た
の
で
す
。
そ
の
あ
た
り
の
作
為
を
窺
わ
せ
る
の
が
〔
歌
群
Ｂ
〕
〔
歌
群
Ｃ
〕
で
す
。

理
想
の
女
性
像
だ
っ
た
の
で
す
。

右
に
挙
げ
た
〔
歌
群
Ａ
〕
は
『
万
葉
集
」
巻
二
の
巻
頭
歌
群
で
、
そ
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
磐
姫
は
第
十
六
代
天
皇
で
あ
る
仁
徳
天
皇
の

皇
后
で
す
。
磐
姫
は
五
世
紀
の
大
豪
族
葛
城
氏
出
身
の
女
性
で
、
万
葉
歌
人
の
う
ち
最
古
の
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
磐
姫
が
仁
徳
天

皇
を
思
っ
て
作
っ
た
と
さ
れ
る
の
が
右
の
四
首
で
す
。
そ
の
中
で
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
①
か
ら
③
へ
の
磐
姫
の
心
情
の
変
化

で
す
。

〔
磐
姫
の
心
情
〕

①
「
迎
へ
か
行
か
む
侍
ち
に
か
侍
た
む
」

砂←’

「
あ
り
つ
つ
も
君
を
ば
侍
た
む
」
：
：
：
黒
髪
に
霜
が
置
く
（
白
髪
に
な
る
）
ま
で
待
つ
決
心
を
す
る

迎
え
に
行
く
か
待
ち
続
け
る
か
逵
巡
し
て
い
る
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源氏物語と万葉集一誘う女・追う女一

こ
れ
ら
は
〔
歌
群
Ａ
〕
に
続
い
て
配
列
さ
れ
て
い
る
作
品
で
す
。
題
訶
に
あ
る
よ
う
に
⑤
は
現
在
で
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
「
或
本
」
に

載
る
歌
で
、
⑥
は
『
古
事
記
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
歌
で
す
。
⑥
の
題
詞
に
記
さ
れ
て
い
る
軽
太
子
は
第
十
九
代
允
恭
天
皇
の
皇
太
子

で
、
軽
太
郎
女
は
そ
の
同
母
妹
で
す
。
当
時
、
異
母
兄
妹
の
間
の
通
婚
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
母
兄
妹
の
間
で
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
軽
太
子
は
軽
太
郎
女
が
あ
ま
り
に
美
し
か
っ
た
の
で
、
我
慢
で
き
ず
に
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
そ
の
た
め
伊
予
の
湯
（
現
在
の
道
後
温
泉
）
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
衣
通
王
と
は
軽
太
郎
女
の
こ
と
で
す
。
美
し
さ
が
衣
を
通

し
て
輝
く
ほ
ど
だ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
別
名
が
あ
り
ま
す
。
彼
女
が
、
流
さ
れ
て
い
く
軽
太
子
を
恋
い
慕
っ
て
追
い
か
け
て
歌
っ
た
の
が

こ
の
〔
歌
群
Ｂ
〕
〔
歌
群
Ｃ
〕
と
〔
歌

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

⑥
の
歌
で
す
。

古
事
記
に
曰
く
、
軽
大
子
、
軽
太
郎
女
に
好
け
ぬ
。
故
に
そ
の
太
子
を
伊
予
の
湯
に
流
す
。
こ
の
時
に
、
衣
通
王
、
恋
慕
に

堪
へ
ず
し
て
、
追
ひ
往
く
時
に
、
歌
ひ
て
曰
く

⑥
君
が
行
き
日
長
く
な
り
い
や
ま
た
づ
の
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は
侍
た
じ
善
二
・
九
○
）

⑤
居
明
か
し
て
君
を
ぱ
侍
た
む
ぬ
ば
た
ま
の
我
が
黒
髪
に
霜
は
降
る
と
も

右
の
一
首
、
古
歌
集
の
中
に
出
で
た
り
。

〔
歌
群
Ｃ
〕
（
歌
群
Ａ
ｌ
①
の
異
伝
）

〔
歌
群
Ｂ
〕
（
歌
群
Ａ
ｌ
③
の
異
伝
）

或
本
の
歌
に
曰
くと

〔
歌
群
Ａ
〕
と
を
比
較
す
る
と
、
①
と
⑥
、
③
と
⑤
は
よ
く
似
て
お
り

①
は
⑥
を

③
は
⑤
を
元
に
改
作

（
巻
二
・
八
九
）
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⑥
の
「
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は
侍
た
じ
」
が
①
で
は
「
迎
へ
か
行
か
む
侍
ち
に
か
侍
た
む
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
「
と
て
も
侍
っ
て

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
迎
え
に
行
き
ま
す
」
と
い
う
部
分
が
「
迎
え
に
行
く
か
待
つ
べ
き
か
逵
巡
し
て
い
ま
す
」
と
変
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
助
詞
や
助
動
詞
等
を
微
妙
に
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
り
「
追
う
女
」
が
「
迷
う
女
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
⑤
「
居
明
か
し
て
」
が
③
で
は
「
あ
り
つ
つ
も
」
に
、
⑤
「
霜
は
降
る
と
も
」
が
③
「
霜
の
置
く
ま
で
に
」
と
変
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
「
居
明
か
す
」
と
は
「
眠
ら
ず
に
待
つ
」
と
い
う
意
味
で
、
髪
に
霜
が
降
り
る
程
寒
く
て
も
一
晩
中
待
つ
と
い
う
決
意
が
歌
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
③
で
は
、
霜
は
白
髪
の
害
嶮
表
現
と
な
り
、
同
じ
「
待
つ
女
」
で
あ
っ
て
も
、
一
晩
だ
け
で
な
く
一
生
か
け
て
待
ち

続
け
る
と
い
う
決
意
の
歌
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
以
外
の
②
④
も
含
め
て
〔
歌
群
Ａ
〕
の
四
首
は
磐
姫
の
実
作
で
は
な
く
、
既
存

の
作
を
利
用
し
て
「
待
つ
女
」
の
歌
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

D←⑯〔
③
は
⑤
の
改
作
〕

⑤
「
居
明
か
し
て
君
を
ぱ
侍
た
む
～
我
が
黒
髪
に
霜
は
降
る
と
も
」

卦③
「
あ
り
つ
つ
も
君
を
ぱ
侍
た
む
～
我
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
に
」
…
…
年
を
取
っ
て
も
待
ち
続
け
る
こ
と
を
詠
む
歌

〔
①
は
⑥
の
改
作
〕

「
迎
へ
か
行
か
む
侍
ち
に
か
侍
た
む
」
…
・
…
迎
え
に
行
く
か
待
ち
続
け
る
か
逵
巡
し
て
い
る

「
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は
侍
た
じ
」
：
：
；
「
追
う
女
」
の
歌

一
晩
中
待
つ
こ
と
を
詠
む
歌
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光
明
子
は
藤
原
（
中
臣
）
鎌
足
を
祖
父
と
し
、
藤
原
不
比
等
を
父
と
し
て
い
ま
す
。
聖
武
天
皇
は
東
大
寺
を
建
立
し
た
奈
良
時
代
の
天

皇
で
す
が
、
こ
の
時
代
、
皇
族
出
身
の
女
性
が
皇
后
と
な
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
臣
下
で
あ
る
藤
原
氏
出
身
の
女
性
が
皇
后
と
な
る
の
は

極
め
て
異
例
の
こ
と
で
し
た
。
平
安
時
代
に
な
る
と
藤
原
氏
の
女
性
の
立
后
は
当
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
奈
良
時
代
の
藤
原

氏
は
、
権
力
を
手
中
に
し
て
い
る
と
は
言
え
、
ま
だ
新
興
勢
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

土
争
十
，
。

其
の
大
后
石
之
日
売
命
は
、
嫉
妬
す
る
こ
と
甚
多
し
。
故
、
天
皇
の
使
へ
る
妾
は
、
宮
の
中
を
臨
む
こ
と
得
ず
。
言
立
つ
れ
ば
、
足

も
あ
が
か
に
嫉
妬
し
き
。

含
古
事
記
」
仁
徳
天
皇
条
）

こ
こ
で
言
う
「
足
も
あ
が
か
に
嫉
妬
し
き
」
の
「
あ
が
か
」
と
は
、
バ
タ
バ
タ
と
地
団
駄
を
踏
む
よ
う
に
「
悔
し
い
！
」
と
足
を
踏
み
な

ら
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
は
ど
う
見
て
も
素
敵
な
女
性
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
様
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に

皇
后
の
嫉
妬
を
恐
れ
て
、
他
の
妃
た
ち
が
天
皇
に
近
づ
け
な
い
と
い
う
の
は
、
現
実
問
題
と
し
て
困
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
嫉
妬
深
い
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
が
『
万
葉
集
』
で
「
待
つ
女
」
に
変
化
し
た
の
に
は
、
あ
る
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
第
四
十
五
代
天
皇

で
あ
る
聖
武
天
皇
の
皇
后
と
な
っ
た
光
明
子
の
存
在
で
す
。
光
明
子
の
立
后
の
た
め
に
は
、
磐
姫
が
嫉
妬
深
い
女
性
で
あ
っ
て
は
都
合
が

悪
か
っ
た
の
で
す
。

『
古
事
記
」
『
日
本
耆
紀
』
で
は
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ニ
古
事
記
」

深
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
決
し
て
「
待
つ
女
」

Ⅱ
光
明
子
の
立
后

の
表
記
は
「
石
之
日
売
」
、
『
日
本
書
紀
」
の
表
記
は
「
磐
之
媛
」
）
は
嫉
妬

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
『
古
事
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

－1Q一
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〔
光
明
子
関
係
系
図
〕

そ
の
た
め
、
藤
原
氏
出
身
の
光
明
子
の
立
后
は
困
難
を
極

ｌ
高
市
皇
子
Ｉ
長
屋
王

め
ま
し
た
。
光
明
子
立
后
に
と
り
わ
け
反
対
し
た
の
は
、
天

４０

天
武
天
皇
Ｉ
武
天
皇
の
孫
で
左
大
臣
の
長
屋
王
で
し
た
。
長
屋
王
が
、
皇

４２

４５

后
は
皇
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
伝
統
的
な
枠
組
み

ｌ
草
壁
皇
子
Ｉ
文
武
天
皇
Ｉ
聖
武
天
皇

を
盾
に
光
明
子
の
立
后
に
反
対
し
た
た
め
、
光
明
子
の
兄
弟

（
中
臣
）

た
ち
は
長
屋
王
を
謀
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
左
大
臣
は
当
時

る
反
対
論
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ

で
藤
原
氏
が
考
え
た
の
は
、
過
去
に
他
氏
（
皇
族
以
外
の
氏
族
）
か
ら
皇
后
と
な
っ
た
例
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
時
に
磐

姫
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
・
フ
さ
れ
た
の
で
す
。

前
述
の
よ
う
に
磐
姫
は
葛
城
氏
の
出
身
で
す
。
藤
原
氏
は
他
氏
出
身
の
女
性
の
立
后
の
先
例
と
し
て
、
磐
姫
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ

う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
磐
姫
が
『
古
事
記
』
「
日
本
耆
紀
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
「
嫉
妬
深
い
女
」
で
は
悪
い
印
象
を
与
え
か
ね
ま

せ
ん
。
藤
原
氏
に
は
何
と
し
て
も
磐
姫
を
理
想
的
女
性
像
に
改
変
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
理
想
的
女
性
像
と
い
う
の
が
「
待
つ

女
」
で
す
。
こ
う
し
て
「
万
葉
集
」
の
磐
姫
は
「
待
つ
女
」
と
し
て
造
形
さ
れ
、
人
々
に
強
い
印
象
を
与
え
る
べ
く
、
そ
の
「
作
歌
」
が

巻
二
巻
頭
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

藤
原
鎌
足

不
比
等

lll
光
明
子

の
官
職
の
頂
点
で
す
か
ら
、
現
代
で
言
え
ば
総
理
大
臣
を
暗

武
智
麻
呂

殺
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
鋸
理
を
し
な
い
と

房
前

光
明
子
の
立
后
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

宇
合

麻
呂

そ
れ
で
も
宮
中
に
は
藤
原
氏
出
身
の
光
明
子
立
后
に
対
す
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そ
の
奉
仕
の
役
目
を
主
と
し
て
担
う
の
が
「
巫
女
」
で
し
た
。
村
落
共
同
体
の
巫
女
は
神
が
来
る
前
か
ら
精
進
潔
斎
を
し
て
、
物
忌
み

の
生
活
を
送
り
ま
す
。
男
性
と
接
触
す
る
こ
と
も
枝
れ
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
神
に
着
せ
か
け
る
神
衣
を
織
り
な
が
ら
（
機
織
り
を
し

た
な
ぱ
た
め

な
が
ら
）
神
の
訪
れ
を
待
ち
ま
す
。
そ
の
た
め
こ
の
巫
女
を
「
機
織
つ
女
」
と
呼
び
ま
す
。
「
機
織
つ
女
」
は
、
神
が
訪
れ
る
と
「
神
の

嫁
」
と
い
う
資
格
で
神
を
接
待
し
ま
す
。
夜
も
共
に
し
て
「
結
婚
」
と
い
う
形
を
取
る
の
で
す
。
即
ち
、
来
訪
神
は
「
妻
訪
ひ
」
を
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
、
「
機
織
つ
女
」
は
神
の
訪
れ
を
待
つ
「
待
つ
女
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
神
と
巫
女
と
の
関
係
が
、
人
間

で
は
、
な
ぜ
「
待
つ
女
」
が
理
想
と
さ
れ
、
規
範
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
は
日
本
人
の
神
観
念
、
宗
教
観
念
が
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
古
代
の
日
本
人
は
、
神
と
は
村
落
共
同
体
に
ず
っ
と
居
続
け

る
も
の
で
は
な
く
、
一
年
の
う
ち
の
一
定
の
時
期
（
稲
作
と
つ
な
が
り
の
深
い
収
穫
感
謝
の
時
期
な
ど
）
に
周
期
的
に
訪
れ
て
、
共
同
体

に
祝
福
を
与
え
る
存
在
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
そ
の
神
に
新
し
く
収
穫
し
た
米
を
捧
げ
て
感
謝
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
神
は
共

ま
れ
び
と

同
体
に
祝
福
を
与
え
た
後
、
何
処
へ
と
も
な
く
去
っ
て
行
く
の
で
す
。
周
期
的
に
訪
れ
て
は
去
っ
て
い
く
来
訪
神
（
客
人
神
）
で
す
。

来
訪
神
は
お
客
様
で
す
か
ら
接
待
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
接
待
し
、
ご
機
嫌
を
と
っ
て
、
来
年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
の
で
す
。
豊

作
か
不
作
か
と
い
う
の
は
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
す
。
不
作
は
村
落
共
同
体
の
人
々
の
死
に
直
結
し
ま
す
。
豊
作
祈
願

は
ま
さ
に
命
を
か
け
た
祈
り
で
し
た
。
来
訪
神
に
は
で
き
る
だ
け
の
奉
仕
を
し
て
、
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
、
来
年
が
豊
作
と
な
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

Ⅲ
規
範
性
の
淵
源
Ｉ
神
の
訪
れ
を
待
つ
巫
女
Ｉ

当
時
の
権
力
者
に
選
ば
れ
た
理
想
的
女
性
像
で
あ
る
「
待
つ
女
」
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
規
範
性
が
強
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
、
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P、 〆 、

結
婚
や
恋
愛
に
お
い
て
最
も
望
ま
し
い
形
と
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

た
な
ば
た

と
こ
ろ
で
、
「
機
織
っ
女
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
七
夕
の
伝
説
を
思
い
起
こ
さ
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
七
夕

の
行
事
は
、
現
在
で
も
、
幼
稚
園
・
小
学
校
の
催
し
物
や
地
方
の
有
名
な
祭
り
と
し
て
日
本
中
で
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
元
々
七
夕
は

中
国
の
伝
説
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
日
本
に
渡
来
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
牽
牛
と
の
年
に
一
度
の
逢
瀬
を
待
ち
続
け
て
機
織

り
を
す
る
と
い
う
織
女
の
姿
が
、
来
訪
神
を
待
つ
巫
女
（
機
織
つ
女
）
の
姿
と
重
な
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
夕
は
本
来
「
し

ち
せ
き
」
で
す
が
、
こ
れ
が
「
た
な
ぱ
た
」
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
こ
う
し
た
現
象
か
ら
も
、
日
本
人
の
心

に
「
待
つ
女
」
が
理
想
と
し
て
深
く
根
づ
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

た
な
ぱ
た
め

神
衣
を
織
り
な
が
ら
、
神
の
訪
れ
を
待
つ
巫
女
Ⅱ
「
神
の
嫁
」
（
機
織
つ
女
）

ま
れ
び
と

周
期
的
に
訪
れ
て
、
共
同
体
に
祝
福
を
与
え
る
神
Ⅱ
来
訪
神
（
客
人
神
）

「
待
つ
女
」
の
規
範
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
反
対
に
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
は
異
常
で
あ
り
、
そ
の
結
婚
や
恋
愛
は
異
常
で

｜
｜
｜
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
の
異
常
性
Ｉ
記
紀
神
話
か
ら
万
葉
歌
へ
Ｉ

奉
仕
（
祭
祀
）

、 ノ

の
男
女
関
係
の
規
範
と
な
り
ま
し
た
。

男
女
が
結
婚
を
す
る
と
子
供
が
で
き
ま
す
。
古
代
の

人
々
に
と
っ
て
そ
れ
は
大
変
神
秘
的
な
こ
と
で
し
た
。

ゆ
え
に
そ
の
神
秘
的
な
出
来
事
は
神
に
淵
源
を
持
つ
と

考
え
、
結
婚
や
婚
姻
に
際
し
て
は
神
と
同
じ
よ
う
に
行

動
し
な
け
れ
ば
と
考
え
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
男
は

「
妻
訪
ひ
」
し
、
女
は
そ
れ
を
「
待
つ
」
と
い
う
の
が
、
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異
類
婚
と
は
人
間
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
婚
姻
で
す
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
御
子
」
と
は
、
第
十
一
代
天
皇
で
あ
る
垂
仁
天
皇
の
皇
子
本

牟
智
和
気
で
す
。
こ
の
皇
子
が
共
寝
を
し
た
肥
長
比
売
と
い
う
女
性
の
正
体
は
蛇
で
し
た
。
肥
長
比
売
は
、
恐
れ
て
逃
げ
出
し
た
皇
子

を
、
海
原
を
照
ら
し
て
船
で
追
い
か
け
て
行
き
ま
す
。
「
追
う
女
」
は
異
常
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
異
常
性
は
記
紀
の
神
話
・
伝
承
に
顕
著
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
幾
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
ま
し

よ
、
７
。

Ｉ
異
類
婚
ｌ
肥
長
比
売
Ｉ

Ⅱ
謀
反
Ｉ
女
烏
王
Ｉ

爾
く
し
て
、
其
の
御
子
、
一
宿
、
肥
長
比
売
に
婚
ひ
き
。
故
、
窃
か
に
其
の
美
人
を
伺
へ
ば
、
蛇
な
り
。
即
ち
、
見
畏
み
て
遁
逃

げ
き
。
雨
く
し
て
、
其
の
肥
長
比
売
、
患
へ
て
、
海
原
を
光
し
て
船
よ
り
追
ひ
来
つ
・
故
、
益
す
見
畏
み
て
、
山
の
た
わ
よ
り
、
御

船
を
引
き
越
し
て
、
逃
げ
上
り
行
き
き
。

（
「
古
事
記
」
垂
仁
天
皇
条
）

亦
、
天
皇
、
其
の
弟
速
総
別
王
を
以
て
媒
と
為
て
、
庶
妹
女
烏
王
を
乞
ひ
き
。
雨
く
し
て
、

く
、
「
大
后
の
強
き
に
因
り
て
、
八
田
若
郎
女
を
治
め
賜
は
ず
、
故
、
仕
へ
奉
ら
じ
と
思
ふ
。

ひ
て
、
即
ち
相
婚
ひ
き
。
是
を
以
て
、
速
総
別
王
、
復
奏
さ
ず
。

吾
は
、
汝
命
の
妻
と
為
ら
む
」
と
い

（
「
古
事
記
」
仁
徳
天
皇
条
）

女
烏
王
、
速
総
別
王
に
語
り
て
日
は

1勺
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ま
た
、
仁
徳
天
皇
の
異
母
妹
・
女
烏
王
は
別
の
意
味
で
の
異
常
性
を
示
し
て
い
ま
す
。
女
烏
王
は
仁
徳
天
皇
の
求
婚
を
退
け
、
別
の
異

母
兄
・
速
総
別
王
に
自
ら
求
婚
し
ま
す
。
そ
の
後
、
速
総
別
王
を
そ
そ
の
か
し
て
謀
反
を
図
る
も
発
覚
し
、
逃
避
行
の
末
、
二
人
と
も
殺

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
積
極
的
に
自
ら
求
愛
す
る
よ
う
な
女
は
異
常
で
あ
り
、
不
幸
な
結
末
し
か
も
た
ら
さ
な
い
の
で
す
。

禁
忌
で
あ
っ
た
同
母
兄
妹
婚
も
「
追
う
女
」
の
異
常
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
程
触
れ
た
カ
ル
ノ
オ
ホ
イ
ラ
ッ
メ
（
「
万
葉

集
』
の
表
記
は
「
軽
太
郎
女
」
、
｜
「
古
事
記
」
の
表
記
は
「
軽
大
郎
女
」
）
の
例
が
そ
う
で
す
。
同
母
兄
妹
婚
の
禁
忌
を
侵
犯
し
た
軽
大
郎

女
は
、
追
放
さ
れ
た
兄
を
追
っ
て
共
に
死
ぬ
と
い
う
不
幸
な
結
末
を
迎
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
規
範
性
の
対
極
に
あ
る
異
常
性
は
現
実
世
界
を
超
越
し
、
虚
構
の
文
芸
的
世
界
を
描
き
出
す
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
本
牟
智
和
気
が
肥
長
比
売
（
正
体
は
蛇
）
と
結
婚
す
る
と
い
う
の
も
非
現
実
的
な
話
で
す
し
、
謀
反
や
同
母
兄
妹
婚
は

あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
は
い
え
、
王
権
に
対
す
る
最
大
の
罪
で
あ
っ
た
り
非
常
に
厳
し
い
禁
忌
の
侵
犯
で
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
う

そ
う
起
こ
る
事
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
話
が
現
実
世
界
を
超
越
し
て
、
虚
構

Ⅲ
同
母
兄
妹
婚
ｌ
軽
大
郎
女
Ｉ

…
故
、
後
に
亦
、
恋
い
慕
ふ
に
堪
へ
ず
し
て
、
追
ひ
往
き
し
時
に
、
歌
ひ
て
日
は
く
、

君
が
往
き
日
長
く
な
り
ぬ
造
木
の
迎
へ
を
行
か
む
待
つ
に
は
侍
た
じ
〈
此
の
、
山
た
づ
と
云
ふ
は
、
是
今
の
造
木
ぞ
〉

．
・
如
此
歌
ひ
て
、
即
ち
共
に
自
ら
死
に
き
。
（
「
古
事
記
」
允
恭
天
皇
条
）
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『
万
葉
集
』
に
は
さ
す
が
に
そ
れ
ほ
ど
非
現
実
的
な
話
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
異
常
な
恋
愛
の
例
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
例
が
不
倫
で
す
。

但
馬
皇
女
は
天
武
天
皇
の
娘
で
、
異
母
兄
で
左
大
臣
の
要
職
に
在
っ
た
高
市
皇
子
の
妻
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
女
性
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
高
市
皇
子
と
は
年
齢
が
か
な
り
離
れ
て
い
た
せ
い
か
、
但
馬
皇
女
は
別
の
異
母
兄
で
あ
り
ま
だ
若
い
穂
積
皇
子
を
好
き

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
右
の
三
首
は
そ
う
し
た
恋
を
詠
む
歌
で
す
。

但
馬
皇
女
は
人
が
噂
し
て
も
、
そ
れ
に
関
係
な
く
穂
積
皇
子
を
好
き
に
な
り
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
れ
ば
、
追
い
か
け
よ
う
と
し
、
そ
の

Ⅳ
不
倫
ｌ
但
馬
皇
女
Ｉ

の
文
芸
的
壯
界
の
展
開
を
可
能
に
す
る
の
で
す
。
要
す
る
に
大
変
に
面
白
い
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
る
の
で
す
。

但
馬
皇
女
、
高
市
皇
子
の
宮
に
在
す
時
に
、
霜
か
に
穂
積
皇
子
に
接
ひ
、
事
既
に
形
は
れ
て
作
ら
す
歌
一
首

人
言
を
繁
み
言
痛
み
己
が
世
に
い
ま
だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡
る
（
巻
二
・
二
六
）

穂
積
皇
子
に
勅
し
て
、
近
江
の
志
賀
の
山
寺
に
遣
は
す
時
に

後
れ
居
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
追
ひ
及
か
む
道
の
隈
廻
に

但
馬
皇
女
、
高
市
皇
子
の
宮
に
在
す
時
に
、
穂
積
皇
子
を
恩
ひ
て
作
ら
す
歌
一
首

秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
に
君
に
寄
り
な
な
言
痛
く
あ
り
と
も

但
馬
皇
女
の
作
ら
す
歌
一
首

標
結
へ
我
が
背

（
巻
二
・
一
一
五
）

（
巻
二
・
二
四
）
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関
係
が
世
間
に
ば
れ
て
も
、
止
め
る
ど
こ
ろ
か
、
自
分
か
ら
積
極
的
に
押
し
か
け
よ
う
と
い
う
「
追
う
女
」
で
あ
り
続
け
ま
す
。
そ
の
恋

の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
次
の
歌
か
ら
不
幸
な
結
末
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
穂
積
皇
子
は
亡
き

皇
女
の
墓
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
遠
く
か
ら
望
む
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
幸
せ
な
恋
だ
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
の
結
婚
や
恋
愛
は
異
常
で
す
。
そ
の
異
常
に
は
、
異
類
婚
の
よ
う
な
女
自
身
の

異
常
と
、
同
母
兄
妹
婚
や
不
倫
の
よ
う
な
関
係
の
異
常
と
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
の

恋
は
不
幸
な
結
末
を
迎
え
ま
す
。
男
か
ら
す
れ
ば
ま
つ
と
う
な
恋
の
相
手
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
止
せ
ば
い
い
の
に
光
源
氏
は
源
典
侍
と
戯
れ
に
関
係
を
結
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
結
局
そ
れ
が
ば
れ
て
、
親
友
で

あ
る
頭
中
将
か
ら
散
々
か
ら
か
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
不
幸
な
結
末
で
す
。
光
源
氏
は
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」

を
相
手
に
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
は
、
源
典
侍
や
石
川
女
郎
の
よ
う
に
老
女
と
し
て
描
か
れ
た
り
、
肥
長
比
売
の
よ
う
に
動
物
で
あ
っ
た
り
し
ま

す
。
普
通
の
人
間
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
異
人
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
今
日
取
り
上
げ
た
例
ば
か
り
で
な
く
、
Ｈ
本
の
文
学
で
は

但
馬
皇
女
の
莞
ぜ
し
後
に
、
穂
積
皇
子
、
冬
の
日
雪
の
降
る
に
、
御
墓
を
遥
か
に
望
み
、
悲
傷
流
涕
し
て
作
ら
す
歌
一
首

降
る
雪
は
、
あ
は
に
な
降
り
そ
吉
隠
の
猪
養
の
岡
の
寒
か
ら
ま
く
に
（
巻
二
・
二
○
三
）

お
わ
り
に
Ｉ
文
学
史
の
展
望
Ｉ
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を
借
り
な
い
と
「
女
性
か
ら
一

染
み
つ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
を
妖
怪
・
化
け
物
・
幽
霊
な
ど
に
擬
す
る
例
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
「
牡
丹
灯
籠
」
の
お
露
さ
ん
は
幽
霊
と
な
っ
て
毎
夜
下
駄
の
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
恋
し
い
男
の
所
へ
通
い
ま
す
。
ま
た
「
平
家

物
語
』
に
は
一
条
戻
り
橋
で
渡
辺
綱
が
美
し
い
女
に
「
家
ま
で
送
っ
て
」
と
誘
わ
れ
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
綱
が
「
お
か
し
い
」
と
思
い

な
が
ら
も
送
っ
て
行
く
と
こ
れ
が
実
は
鬼
だ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
古
典
文
学
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら
三
十
数
年
前
で
し
た

で
し
ょ
う
か
、
流
行
し
た
都
市
伝
説
「
口
裂
け
女
」
と
い
う
の
も
、
マ
ス
ク
を
か
け
て
自
分
か
ら
寄
っ
て
行
っ
て
「
私
き
れ
い
？
」
と
聞

き
、
こ
れ
に
不
用
意
に
答
え
る
と
マ
ス
ク
を
取
っ
て
追
い
か
け
て
来
る
女
で
す
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
文
学
史
、
更
に
は
文
化
史
全
体
を

概
観
す
る
と
、
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
は
異
常
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
き
ち
ん
と
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
が
異
常
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
打
ち
破
る
に
は
、
外

国
か
ら
新
た
な
概
念
を
持
ち
込
む
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
で
す
。
外
国
の
習
慣
の
名

を
借
り
な
い
と
「
女
性
か
ら
誘
っ
て
も
い
い
日
」
を
作
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
、
日
本
人
の
心
性
に
は
「
誘
う
女
」
「
追
う
女
」
の
異
人
性
が

現
在
の
若
い
男
女
の
間
で
も
、
男
性
が
見
知
ら
ぬ
女
性
に
声
を
か
け
て
誘
う
こ
と
を
「
ナ
ン
パ
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
反
対
に
女
性

が
男
性
を
誘
う
こ
と
を
「
逆
ナ
ン
パ
」
と
言
い
ま
す
。
敢
え
て
「
逆
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
誘
う
の
は
男
性
か
ら
」
と

い
う
考
え
方
が
そ
れ
だ
け
日
本
人
の
心
に
深
く
根
づ
い
て
い
る
証
拠
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
私
の
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
注
記
］
「
源
氏
物
語
一
「
万
葉
集
」
『
古
事
記
一
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。
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