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貫
之
昇
風
歌
の
性
格
と
表
現

｜
｜
水
に
映
っ
た
影
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー

田

島

智

子

序

扉
風
歌
は
、
大
和
絵
扉
風
に
押
す
ベ
く
詠
み
合
わ
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
題
画
詩
に
替
っ
て
詠
ま
れ
始
め
、
十
世

期
中
お
お
い
に
流
行
、
題
材
や
詠
法
の
点
で
、
他
の
扉
風
に
与
え
た
影
響
は
測
り
知
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
後
流
行
は
下
火
に
な
り
、

復
古
的
な
目
的
で
詠
ま
れ
る
く
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
歌
合
歌
や
、
叙
景
歌
な
ど
に
吸
収
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
な
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
扉
風
歌
の
性
格
と
い
う
も
の
を
、
表
現
の
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
、
扉
風
歌
に
特
徴
的
に
現
れ
る
、

水
に
映
っ
た
景
物
と
い
う
趣
向
の
歌
を
取
り
上
げ
、
分
析
し
よ
う
と
思
う
。

貫
之
延
喜
六
年
の
歌

並
み
居
る
扉
風
歌
歌
人
f

の
中
で
も
、
特
に
紀
貫
之
が
好
ん
で
、
こ
の
種
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
弘
、
そ
の
私
家
集
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こ
士
、
t
t
 五
三
二
首
も
の
扉
風
歌
が
残
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
若
年
か
ら
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
制
作
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
、
分

析
に
格
好
の
対
象
で
あ
る
。

ふ
つ
う
貫
之
の
和
歌
は
、
延
長
八
年
（
九
一
ニ

O
〉
か
ら
承
平
五
年
（
九
三
五
）
の
土
佐
赴
任
を
境
に
前
期
と
後
期
に
分
け
て
考
え
ら

れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
そ
の
区
分
を
参
考
に
し
つ
つ
、
貫
之
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
行
き
た
い
。
ま
ず
前
期
の
中
で
も
最
初
期
の
『
延
喜

六
年
（
九

O
六
）
内
裏
月
次
昇
風
』
を
取
上
げ
る
と
、
こ
れ
に
は
次
の
一
ニ
首
の
、
水
に
映
っ
た
影
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

六
月
う
か
ひ

①
審
火
の
か
け
し
る
け
れ
は
（
西
本
願
寺
本
「
影
し
う
つ
れ
は
」
）

O）
 

う
は
玉
の
よ
か
は
の
そ
こ
は
水
も
与
え
け
り
（
貫
之
集
I

八
月
こ
ま
む
か
へ

②
あ
ふ
坂
の
関
の
し
水
に
か
け
み
え
て
い
ま
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
駒
（
貫
之
集
l
一
四
）

志
賀
の
や
ま
こ
え

③
人
し
れ
す
こ
ゆ
と
思
ひ
し
足
引
の
や
ま
し
た
水
に
か
け
は
見
え
つ
つ
（
貫
之
集
I
一七）

①
の
「
鵜
飼
の
誇
火
の
影
が
映
っ
て
夜
河
は
水
も
燃
え
て
い
る
」
と
い
う
歌
は
、
次
の
古
今
集
読
人
不
知
歌
、

か
が
り
火
の
影
と
な
る
身
の
わ
び
し
き
は
流
れ
て
し
た
に
も
ゆ
る
な
り
け
り
（
古
今
集
恋
一

五
二
九

読
人
不
知
〉

を
本
歌
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

『
一
ニ
月
一
一
一
日
紀
師
匠
曲
水
宴
和
歌
』
で
の
経
験
も
生
か
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
昌
泰
年
間
（
八



九
八
｜
九

O
一
）
の
成
立
か
と
推
定
さ
れ
、
従
来
な
ら
ば
漢
詩
が
詠
ま
れ
た
中
国
伝
来
の
行
事
に
、
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
注
目

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
時
「
灯
際
水
際
明
」
題
で
貫
之
は
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
丸
吃

曾
火
の
う
へ
し
た
わ
か
ぬ
春
の
よ
は
水
な
ら
ぬ
み
も
さ
や
け
か
り
け
り

「
水
の
上
に
も
下
に
も
響
火
が
あ
り
、
水
で
な
い
我
が
身
も
明
る
い
」
の
意
で
、
や
は
り
水
に
映
る
簿
火
を
詠
ん
で
い
る
。

貫之界風歌の性格と表現

②
の
歌
の
駒
迎
と
は
、
諸
国
か
ら
献
ぜ
ら
れ
た
馬
を
逢
坂
の
関
ま
で
出
迎
え
る
八
月
の
行
事
で
あ
る
。
そ
の
場
面
を
詠
む
の
に
、
貫

之
が
、カ

ハ
グ
ナ
タ

河
津
鳴

ii~ 
今I~
香｜ヵ
開／；
良｜ヲ
武／.. 

甘
南
備
河
伝

山I!
振1:
乃｜ノ
花／；

万
葉

喜
八

一
四
三
九

厚
見
王
〉

と
い
う
万
葉
歌
を
下
敷
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

「
あ
ふ
坂
の
闘
の
し
水
」
の
背
後
に
は
、

相
坂
の
関
に
な
が
る
る
い
は
し
水
い
は
で
心
に
思
ひ
こ
そ
や
れ
（
古
今
集
恋
一

五
三
七

読
人
不
知
）

と
い
う
古
今
集
読
人
不
知
歌
が
あ
ろ
う
。

＠
の
志
賀
の
山
越
と
は
、
京
都
の
北
白
川
か
ら
如
意
が
峯
を
通
っ
て
近
江
に
出
る
道
の
こ
と
で
あ
り
、
行
く
先
に
は
崇
福
寺
が
あ
っ

た。

「
人
知
れ
ず
越
え
た
と
思
っ
た
の
に
、
影
が
見
て
い
た
。
」

と
詠
ん
で
い
る
。

「
人
知
れ
ず
」
越
え
た
か
っ
た
の
は
、
祈
願
成
就

の
た
め
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、

3 
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月
や
ま
て
ら
に
ま
い
る

あ
し
引
の
山
を
ゆ
き
か
ひ
人
し
れ
す
思
ふ
こ
L
ろ
の
こ
と
も
な
ら
な
ん
（
貫
之
集
1
一四一一一）

い
な
り
ま
う
て

春
霞
立
ま
し
り
つ
L
い
な
り
山
こ
ゆ
る
思
ひ
の
人
し
れ
ぬ
か
な
（
貫
之
集

I
一
三
二
六
）

か
み
の
や
し
ろ
に
ま
う
て
た
る

い
か
き
に
も
ま
た
い
ら
ぬ
ほ
と
は
人
し
れ
す
わ
か
思
ふ
こ
と
を
神
や
し
ら
な
ん
（
貫
之
集
1
四
三
九
）

と
い
う
扉
風
歌
は
い
ず
れ
も
、
願
は
人
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
前
提
で
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
③
に

類
似
す
る
先
行
歌
に
、

い
し
ゐ
の
も
と
に
で
も
の
い
ひ
け
る
人
の
わ
か
れ
け
る
を
り
に
よ
め
る

む
す
ぶ
て
の
し
や
す
く
に
に
ご
る
叫
叫
到
の
あ
か
で
も
人
に
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
（
古
今
集
離
別

四
O
四

貫
之
）

と
い
う
古
今
集
貫
之
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
も
実
は
扉
風
歌
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
＠
が
「
山
の
井
」
で
は
な
く
「
や
ま
し
た

水
」
と
し
た
背
後
に
は
、

葦
引
の
山
し
た
水
の
こ
が
く
れ
て
た
ぎ
っ
心
を
せ
き
ぞ
か
ね
つ
る
（
古
今
集
恋
一

四
九

読
人
不
知
）

と
い
う
古
今
集
読
人
不
知
歌
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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以
上
、
延
喜
六
年
の
貫
之
最
初
期
の
歌
を
検
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
本
歌
も
し
く
は
参
考
歌
と
し
て
、
万
葉
歌
と
、
古
今
集
の
中
で

も
古
い
読
人
不
知
歌
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
古
歌
を
取
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
に
映
る
景
物
を
詠
み
こ
な
そ
う
と
し
て
い

る
姿
勢
が
伺
え
る
。
②
と
＠
の
歌
は
、
拾
遺
集
に
入
集
し
、
名
歌
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
た
と
言
え

L
4
Aノ
。

延
喜
六
年
以
後
、
前
期
の
寛
之
歌

貫之扉風歌の性格と表現

そ
の
後
、
前
期
に
お
い
て
は
、

河
の
ほ
と
り
に
紅
葉
あ
る
と
こ
ろ

④
水
底
に
影
し
う
つ
れ
は
紅
葉
L
色
も
ふ
か
く
や
成
ま
さ
る
ら
ん

（
『
延
喜
十
三
年
ハ
九
一
一
一
一
〉
尚
侍
満
子
四
十
賀
扉
風
』
貫
之

集
I
一一六〉

池
の
ほ
と
り
に
さ
け
る
藤
の
も
と
に
女
と
も
の
あ
そ
ひ
て
花
の
か
け
を
見
た
る

⑤
藤
の
花
色
ふ
か
け
れ
や
か
け
み
れ
は
池
の
水
さ
へ
こ
む
ら
さ
き
な
る
（
『
延
喜
十
六
年
（
九
二
ハ
）
斎
院
扉
風
』
同

I
六
二
）

＠
色
の
み
そ
ま
さ
る
へ
ら
な
る
磯
の
松
か
け
み
る
水
も
み
と
り
な
り
け
り

（
『
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
扉
風
』
同

I
七
五
）

む
め
の
花
の
さ
け
る
と
こ
ろ

⑦
梅
の
花
ま
た
ち
ら
ね
と
も
行
水
の
そ
こ
に
う
つ
れ
る
影
そ
見
え
け
る

（
『
延
喜
十
年
ハ
九
一
八
）
承
呑
殿
女
御
扉
風
』
同
l
一

一一一一）
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と
い
う
四
首
を
、
特
徴
的
な
歌
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
は
「
水
底
に
影
が
映
る
の
で
、
紅
葉
の
色
が
深
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
」
、
⑤
は
「
藤
の
花
の
色
が
深
い
の
で
、
池
水
が
紫
に
染
っ
た
。
」
、
＠
は
「
色
が
ま
さ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
松
の
下
の
水
が
縁
で
あ
る
」

と
、
い
ず
れ
も
水
に
影
が
映
る
の
は
景
物
の
色
が
染
ま
っ
た
故
で
あ
る
、
と
い
う
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
発
想
の
元
は
、
万
葉

集
の
、

，

ト

T
、

ノ

ミ

ナ

：

土

品

け

に

w
h
s
Z
ノ

ヤ

マ

ハ

工

品

Z
Z

能
登
町
之
刺
尉
矧
伝
光
及
』
ル
コ
一
笠
乃
山
者
咲
来
鴨
（
万
葉
集
巻
十
一
八
六
五

R

Z

’
？
？

J

ソ
ヨ
サ
｜
内
い
「
い
内
」

r－

h
いい
l
h
h
1
Y

カ

ザ

γ
テ
ユ
カ
ム

ゐJ
一
時
之
梓
能
岡
出
制
制
倒
判
闘
到
劃
明
加
射
之
民
将
去
不
見
λ
之
為
（
万
葉
集
巻
十
九

’

戸

p

t

－

カ

グ

ザ

ヘ

ミ

孟

テ

ザ

キ

品

ホ

フ

ア

ジ

ピ

ノ

ハ

ナ

ヲ

ソ

岬

ア

品

2

キ

ν
ナ

ιrZ壬
炉
司
矧
出
制
則
割
引
出
制
制
倒
制
安
之
稗
乃
雲
市
乎
蘇
豆
依
古
伎
礼
奈
（
万
葉
集
巻
二
十

作
者
不
詳
）四

二
二
四

大
伴
家
持
）

四
五
三
六

大

伴
家
持
）

な
ど
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
に
な
一
首
目
「
水
底
が
照
ま
で
に
咲
く
花
」
、
二
首
目
「
底
ま
で
匂
う
（
ほ
ど
に
咲
い
て
い
る
）
藤
」
、
一
ニ
首

日
「
影
が
見
え
る
ほ
ど
咲
き
匂
う
馬
酔
木
の
花
」
と
、
花
が
咲
き
誇
る
様
を
水
に
映
る
こ
と
で
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
⑦
は
、

池
の
ほ
と
り
に
て
も
み
ぢ
の
ち
る
を
よ
め
る

風
ふ
け
ば
お
つ
る
も
み
ぢ
ば
水
き
よ
み
ち
ら
ぬ
か
げ
さ
へ
そ
こ
に
見
え
つ
つ
（
古
今
集
秋
下

一一一

O
四

弼
恒
）

と
い
う
古
今
集
弼
恒
歌
の
、

「
散
っ
て
い
な
い
の
に
、
影
が
水
底
に
あ
る
」
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
前
期
に
お
い
て
は
、
万

葉
歌
や
同
時
代
の
歌
人
の
歌
か
ら
、
一
言
葉
で
は
な
く
発
想
を
得
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
④
⑤
⑥
と
、
繰
返
し
同
じ



発
想
を
用
い
て
い
る
。

前
期
末
か
ら
後
期
の
貫
之
歌

前
期
の
終
り
頃
か
ら
、
次
の
よ
う
な
発
想
の
歌
が
多
く
な
る
。

⑧
行
水
の
心
は
き
よ
き
物
な
れ
と
ま
こ
と
L
お
も
は
ぬ
月
そ
見
え
け
る
（
『
延
喜
末
ハ
九
二
二
）

1

延
長
七
年
（
九
二
九
）
扉
風
』

貫之扉風歌の性格と表現

貫
之
集
I
二
八
九
〉

⑨
ふ
た
つ
こ
ぬ
春
と
思
へ
と
影
み
れ
は
み
な
そ
こ
に
さ
ヘ
花
そ
ち
り
け
る
（
『
同
』
貫
之
集
I
三
O
O〉

⑮
空
に
の
み
み
れ
と
も
あ
か
ぬ
月
影
の
み
な
そ
こ
に
さ
へ
又
も
有
か
な
（
『
同
』
貫
之
集
I
一一一一一ニ）

女
と
も
河
の
ほ
と
り
に
あ
そ
ふ

＠
我
身
又
あ
ら
し
と
思
へ
と
み
な
そ
こ
に
お
ほ
つ
か
な
き
は
影
に
や
は
あ
ら
ぬ

（
『
承
平
七
年
（
九
三
七
〉
右
大
臣
恒
佐
昇
風
』

貫
之
集
I
三
五
八
）

女
、
は
な
の
池
の
ほ
と
り
な
る
た
い
に
む
ゐ
て
水
の
底
を
見
る

⑫
月
影
の
み
ゆ
る
に
つ
け
て
み
な
そ
こ
を
あ
ま
つ
空
と
や
思
ひ
ま
と
は
ん

〈
『
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
右
大
将
実
頼
扉
風
』
貫
之

集
I
四
五
五
）

⑬
う
つ
る
か
け
あ
り
と
思
へ
は
（
御
所
本
「
お
も
は
す
は
」
）
水
底
の
物
と
そ
見
ま
し
款
冬
の
花
（
『
天
慶
四
年
ハ
九
四
一
）
内
裏

扉
風
』
貫
之
集
I
四
六
五
〉

7 
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＠
「
本
物
と
は
思
え
な
い
月
が
水
に
見
え
る
」
、
＠
「
春
は
二
つ
来
な
い
と
思
う
の
に
、
水
底
に
も
花
が
散
る
」
、
＠
「
空
に
見
て
も

飽
き
な
い
月
が
、
水
底
に
も
あ
る
」
、
＠
「
二
人
と
い
な
い
は
ず
の
自
分
が
、
水
底
に
も
居
る
」
、
⑫
「
月
の
映
る
水
底
を
空
と
見
ま
が

う
'-

⑮
「
影
だ
と
お
も
わ
な
け
れ
ば
、
山
吹
を
水
底
の
物
と
思
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
主
旨
で
あ
る
。
＠
＠
＠
は
前
期
の
歌
だ
が
、

い
ず
れ
も
、
影
を
本
物
と
見
間
違
え
そ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
面
白
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
同
じ
く
こ
の
発
想
を
用
い
た
先
行
歌
に
、

次
の
歌
が
あ
る
。

池
に
月
の
見
え
け
る
を
よ
め
る

ふ
た
っ
た
き
物
と
思
ひ
し
を
み
な
そ
こ
に
山
の
は
な
ら
で
い
づ
る
月
か
げ
（
古
今
集
雑
上

A 
A 

貫
之
）

⑨
で
は
、

「
ふ
た
つ
こ
ぬ
」

「
ふ
た
つ
な
き
」
と
言
葉
ま
で
類
似
し
て
い
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
こ
の
発
想
の
元
を
た
ど
れ
ば
、
漢
詩

に
行
き
着
く
。
白
楽
天
に
、

す
う
さ
ん
へ
う
り
せ
ん
ち
ょ
う
の
ゆ
き
ら
〈
す
い
か
う
て
い
り
宇
う
〈
わ
の
た
ま

嵩
山
表
裏
千
重
雪
洛
水
高
低
両
頼
珠
（
和
漢
朗
詠
集
二
四
コ
一
）

と
い
う
有
名
な
詩
句
が
あ
る
。
空
の
月
と
水
底
の
月
を
二
つ
な
が
ら
の
珠
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
本
朝
で
も
『
文
華
秀
麗
集
』
に
、

冷
然
院
各
賦
一
物
、
得
水
中
影
、
応
製
、

一
首

桑
広
田

〈
前
略
〉

着
花
疑
有
複

花
を
看
て
は
叢
有
ら
む
か
と
疑
ひ



聴
葉
不
鳴
風

葉
に
聴
き
て
は
風
を
鳴
ら
さ
ず

一
鳥
還
添
烏

一
鳥
還
鳥
を
添
へ

孤
叢
更
尚
叢

孤
叢
更
に
叢
に
向
か
ふ

〈
後
略
〉

と
い
う
詩
が
あ
る
。
漢
風
全
盛
期
、
嵯
峨
天
皇
の
離
官
冷
然
院
で
、

「
水
中
影
」
と
い
う
題
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

「
水
に
映
っ
た

貫之扉風歌の性格と表現

花
の
影
を
見
る
と
、
香
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
水
に
映
っ
た
葉
も
、
本
物
か
と
耳
を
傾
け
て
み
る
が
風
音
を
立
て
な
い
。

羽
の
烏
が
、
水
に
映
っ
て
も
う
一
羽
を
加
え
、

一
つ
の
叢
が
、
水
に
映
っ
て
更
に
叢
を
添
え
て
い
る
。
」

と
、
影
が
現
実
に
限
り
な
く

近
い
が
、
本
物
で
は
な
い
こ
と
か
ら
来
る
違
い
に
、
面
白
さ
を
見
出
し
て
い
る
。

貫
之
は
こ
の
よ
う
な
想
を
漢
詩
に
得
て
、
古
今
集
以
下
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
繰
返
し
使
っ
て
い
る
事

が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
目
新
し
い
趣
向
と
し
て
は
、

四
月
池
の
ほ
と
り
の
藤
の
花

水
底
に
影
さ
へ
ふ
か
き
藤
の
花
は
な
の
色
に
や
さ
ほ
は
さ
す
ら
ん

（
『
天
慶
二
年
（
九
四

O
）
内
裏
扉
風
』
貫
之
集
I
四
O
五）

と
い
う
、
唐
の
買
賢
の
詩
句
「
樟
穿
波
底
月
」
に
基
づ
い
た
歌
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
ん
吃
前
期
に
も
、
水
に
影
が
映
る
の
は
景
物
の
色

が
深
ま
っ
た
故
で
あ
る
、
と
い
う
同
じ
発
想
で
三
首
詠
ん
で
い
た
が
、

さ
ら
に
そ
の
額
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

9 

と
こ
ろ
で
、
菊
地
靖
彦
氏
が
、
や
は
り
貫
之
の
七
夕
歌
と
水
に
映
じ
た
影
の
歌
を
通
覧
し
て
お
ら
れ
そ
の
結
果
、

「
い
た
ず
ら
に
旧
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套
を
追
」
う
ば
か
り
で
「
貫
之
の
歌
は
や
は
り
『
古
今
集
』
以
後
、
時
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
漸
次
退
潮
の
傾
向
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
」
と
評
し
て
お
ら
れ

ιー
し
か
し
、
こ
の
傾
向
を
「
退
潮
」
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
発
想
を
繰
返
し
用
い
る
の
は
、
他
の
歌
人
に
も
見
受
け
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
池
に
映
る
鶴
の
影
で
は
、

い
け
み
つ
も
い
か
に
す
め
は
か
あ
し
た
つ
の
ち
と
せ
の
か
け
を
そ
こ
に
み
る
ら
ん
（
『
天
暦
三
年
（
九
四
九
〉
朱
雀
院
扉
風
』
元

輔
集
E
七
七
〉

池
辺
に
鶴
た
て
り

あ
し
た
つ
の
千
世
影
す
む
い
け
み
つ
は
浪
さ
へ
た
て
L
の
と
け
か
り
け
り

（
『
天
麿
十
一
年
（
九
五
七
）
師
輔
五
十
賀
』
元
真
集

二一一）

い
け
に
た
つ
ゐ
た
り

あ
し
ま
わ
け
た
つ
お
る
い
け
の
み
つ
す
み
て
ち
と
せ
の
か
け
は
う
っ
し
つ
L
み
ん

（
『
応
和
元
年
（
九
六
一
〉
昌
子
内
親
王
着
裳

扉
風
』
元
輔
集
E
八）

い
け
の
ほ
と
り
に
鶴
た
て
り

あ
し
た
つ
の
か
け
の
み
う
か
ふ
い
け
み
つ
は
ち
ょ
に
す
む
へ
き
し
る
し
と
そ
み
る

（
『
応
和
元
年
（
九
六
一
〉
昌
子
内
親
王
着
裳

扉
風
』
順
集
I
四
六
）

と

「
水
が
澄
ん
で
、
そ
こ
に
住
む
鶴
の
千
歳
の
影
が
映
る
」
と
い
う
発
想
で
詠
ん
で
い
る
歌
を
何
首
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

じ
発
想
で
操
返
し
歌
っ
て
い
る
の
は
、

一
人
貫
之
の
み
で
は
な
い
。
扉
風
歌
全
体
の
傾
向
と
言
え
る
。



結

貫
之
の
歌
を
中
心
に
、
水
に
映
る
影
と
い
う
趣
向
に
焦
点
を
当
て
、
扉
風
歌
を
分
析
し
て
き
た
。
貫
之
歌
に
お
い
て
は
、
ま
ず
延
喜

六
年
月
次
扉
風
で
は
、
万
葉
集
や
古
今
集
読
人
不
知
歌
等
、
古
歌
か
ら
言
葉
を
取
入
れ
た
扉
風
歌
が
目
立
っ
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
意

欲
的
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
ま
た
新
奇
な
印
象
も
拭
い
切
れ
な
い
。
そ
の
後
、
前
期
で
は
万
葉
集
や
同
時
代
歌
人
か
ら

得
た
発
想
を
、
前
期
の
末
か
ら
後
期
に
か
け
て
は
漢
詩
か
ら
得
た
発
想
を
用
い
た
歌
が
、
繰
返
し
詠
ま
れ
て
い
た
。

貫之扉風歌の性格と表現

同
じ
発
想
で
よ
む
こ
と
は
、
否
定
的
に
受
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
他
の
歌
人
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
扉

風
歌
は
必
ず
し
も
人
目
を
引
く
新
奇
な
趣
向
を
目
指
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
貫
之
が
晩
年
に
近
付
く
に
つ
れ
、
目
新
し
き
の

な
い
平
明
な
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
言
葉
や
趣
向
の
珍
し
さ
に
寄
掛
か
る
よ
り
は
、
扉
風
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
同
じ
趣
向
で
詠
む
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
停
滞
に
も
つ
な
が
る
。
扉
風
歌
が
急
速
に
す
た
れ
、

復
古
的
な
意
義
し
か
持
て
な
く
な
っ
た
の
も
、
こ
の
辺
に
一
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（

1
）
 

（

2
）
 

〈

3
）

（

4
）
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藤
岡
忠
美
氏
『
紀
貫
之
』
（
創
美
社
）
昭
和
六
十
年

以
下
、
私
家
集
は
『
私
家
集
大
成
』
、
勅
撰
集
・
私
撰
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
、
歌
合
は
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
よ
る
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
五
巻

古
今
集
時
代
以
後
、
し
き
り
と
「
底
」
「
水
底
」
と
読
ま
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
万
葉
歌
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
康
保
四
年
ハ
九

六
四
）
に
お
け
る
源
順
の
扉
風
歌
を
先
鞭
と
し
て
「
水
の
商
」
と
も
詠
む
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
『
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
一
二
条
左
大
臣

頼
忠
前
栽
歌
合
』
で
は
、
「
水
上
秋
月
」
と
い
う
題
で
、
し
き
り
に
「
水
の
面
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
応
和
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「
花
光
水
上
浮
」
と
い
う
題
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（

5
〉

（

6
）
 

（

7
）
 

一
克
年
（
九
六
一
）
三
月
五
日
の
冷
泉
院
池
亭
で
の
花
宴
に
、

（
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
に
菅
原
文
時
の
序
あ
り
〉

順
が
こ
の
題
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
「
暮
春
於
浄
閤
梨
洞
房
賦
花
光
水
上
浮
詩
序
」
か
ら
伺
え
る
。
ま
た
、

『
貞
元
二
年
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌
合
』
の
題
を
設
け
た
の
は
、
応
和
元
年
に
序
を
献
じ
た
文
時
で
あ
る
。

『
詩
人
玉
屑
』
巻
十
五
。
『
土
佐
日
記
』
に
「
さ
を
は
う
が
っ
、
う
み
の
う
へ
の
つ
き
を
。
」
と
貫
之
自
身
引
用
し
て
い
る
。

菊
地
靖
彦
氏
『
「
古
今
集
」
以
後
の
貫
之
』
（
桜
楓
社
）
昭
和
五
六
年
二

O
頁

一
克
輔
集
E
に
は
「
天
と
く
三
年
（
九
六

O
〉
、
す
さ
く
ゐ
ん
の
御
界
風
に
」
と
あ
る
が
、
朱
雀
院
は
そ
れ
以
前
の
天
暦
六
年
（
九
五
二
）

に
崩
じ
て
い
る
。
天
暦
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


