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『松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
狭
衣
和
歌
の
影
響

一

作
者
や
受
容
者
の
実
態
の
把
握
が
難
し
い
と
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
物
語
の

中
に
あ
っ
て
、
定
家
作
を
ほ
ぼ
認
め
う
る

『松
浦
宮
物
語
』
は
異
色
の
存

在
で
あ
る
。
定
家
の
、
中
世
和
歌
、
あ
る
い
は
、

『
源
氏
物
語
』
な
ど
の

物
語
文
学

へ
の
貢
献
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
中
世
を
代

表
す
る
偉
大
な
人
物
を
通
し
て
作
品
を
眺
め
る
こ
と
は
、

『松
浦
宮
物
語
』

と
い
う

一
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
物
語
の
諸
相
の
解
明
を
も
促

す
こ
と
と
な
ろ
う
。

作
者
定
家
を
意
識
し
つ
つ

『
松
浦
宮
物
語
』
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、

菊
地
仁
氏

「
物
語
作
家
と
し
て
の
藤
原
定
家
―
松
浦
宮
物
語
の
位
置
づ
け

―
」

（１
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
は
、

「松
浦
宮
物
語
』
を
、

「
新
古
今
風
形
成
期
に
お
け
る
藤
原
定
家
の
詩
語
意
識
党
醒
の
書
」
と
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
古
歌
の
言
葉
を
再
評
価
し
、
実
作
に
い
か
す
と
い
う

歌
人
と
し
て
の
定
家
の
営
為
に
、

『松
浦
宮
物
語
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が
可
能
、
と
の
説
で
あ
る
。
具
体
的
な
作
者
像
を
踏
ま
え
た
上
で
の
指
摘

で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
和
歌
だ
け
に
限
ら
ず
、

『松
浦
宮
物
語
』
は
、

長

尾

　

佐

知

子

多
く
の
先
行
文
学
か
ら
多
様
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
定
家
の
先
行
文
学

摂
取
が
詩
語
探
求
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
、
も

は
や
、
た
ん
な
る
模
倣
の
域
を
越
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、
菊
地
氏
の
説
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、

『松
浦
宮
物
語
』
に
お
け

る

『狭
衣
物
語
』
の
影
響
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

「源
氏
物
語
』

や

『浜
松
中
納
言
物
語
』
で
は
な
ぐ
、

「狭
衣
物
語
」
に
注
目
す
る
の
は
、

定
家
が

『狭
衣
物
語
」
を
評
価
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
た

め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『
明
月
記
』
貞
永
二
年
二
月
廿
日
条
に
、

日
来
撰
出
物
語
月
次
、

［十
二
月
五
所
、
］
不
入
源
氏
並
狭
衣
、

Ｐ
Ｆ
障
匿
隊
辟
、
他
事
雖
不
可
然
、
源
氏
当
時
中
宮
被
新
図
、
狭
衣

又
院
御
方
別
被
書
、
］　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

［　
］
内
は
割
注

と
す
る
よ
う
に
、
定
家
は
、

「源
氏
物
語
』
と
同
様

『
狭
衣
物
語
」
を
評

価
し
て
お
り
、
中
で
も
作
中
和
歌
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

『
松
浦
官
物
語
』
が
定
家
の
手
に
な
る
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
で

狭
衣
和
歌
が
占
め
る
位
置
も
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
狭
衣
和
歌
と
、

当
時
の
歌
人
と
の
関
わ
り
の
深
さ
も
、
こ
の
物
語
に
注
目
す
る
理
由
の
一

つ
で
あ
る
。
狭
衣
の
作
中
歌
の
巧
緻
で
趣
向
が
新
し
い
点
が
、
中
世
歌
人
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に
支
持
さ
れ
た
こ
と
は
、
諸
氏
の
説
か
れ
る
と
お
り
で
あ
る

（
２
）
。
お

そ
ら
く
、
定
家
も
、
そ
う
し
た
中
の
一
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら

ば
、
そ
の
物
語
創
作
の
際
に
、
と
く
に
狭
衣
作
中
歌
に
目
を
向
け
つ
つ
、

こ
の
物
語
を
摂
取
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上

の
観
点
か
ら
、
お
も
に
和
歌
表
現
に
対
す
る

『狭
衣
物
語
』
か
ら
の
影
響

の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
狭
衣
和
歌
利
用
の
意
味
に
つ
い
て

も
考
え
た
い
。

二
『松
浦
宮
物
語
』
の
計
七
十

一
首
の
和
歌
の
本
歌

・
類
歌
は
、
萩
谷
朴

氏
が
角
川
文
庫
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、　
一
見
万
葉
風

で
は
あ
る
が
、

『狭
衣
物
語
』
の
作
中
歌
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
解
釈
で
き

な
い
歌
が
あ
る
。

５
　
い
た
づ
ら
に
　
あ
か
せ
る
よ
は
の
　
な
が
き
夜
の
　
あ
か
つ
き

医
に
　
ぬ
れ
か
ゆ
く
べ
き

６
　
ｂ
い
‐つ
ほ
ｂ
ｌ
に
の
そ
の
名
し
　
も
ら
さ
ず
ば
　
わ
れ
わ
す
れ

め
や
　
よ
ろ
づ
世
ま
で
に
　
　
　
　
　
（
［
二
］
宴
の
あ
と
）

＊

『松
浦
宮
物
語
』
本
文
、
歌
番
号
、
表
題
は
、
角
川
文
庫
本
に
よ

る
。
以
下
同
様
。

こ
の
弁
少
将
と
神
奈
備
皇
女
の
歌
は
、

「
あ
か
つ
き
露
」
、

「
あ
か
つ
き

の
露
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
万
葉
風
歌
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。

『新

編
国
歌
大
観
』
で
み
る
か
ぎ
り
、

「
暁
露
」
の
例
は
、

『
万
葉
集
』
以
後

し
ば
ら
く
見
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
万
葉
風
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で

あ
る
。
問
題
は
、

「
暁
露
」
と
い
う
万
葉
風
の
言
葉
を
、
定
家
が
ど
こ
で

知
っ
た
か
で
あ
る
。

大
津
皇
子
病
下
二
　
於
伊
勢
神
宮

一　
上
来
時
大
伯
皇
女
御
作

歌
二
首

・
吾ヮ製
耐
乎
　
倭ャな
も
引
　
佐サ裾
解
而
　
鶏ァ嚇
筋
徒

（
『万
葉
集
』
巻
二
相
聞
　
一
〇
五
）

・
高夕鵬
ａ
　
野′υ
扉
稗
芽
子
　
部
ぷ
ノ”囲
囲
征
　
開サ難
覗
醜

（
『　
同
　
』
巻
八
秋
雑
　
一
六
〇
九
）

吾ヮ邸
耐
之
　
ふ
再
賜
Ｔ
葉
者
　
観
解
特
ガ
里

。
皆
之

。
比
者
之

暁
匡

丹

（
『　
同
　
』
巻
十
秋
雑
　
一一
一
八
六
）

脇
熙
臓
ケ
　
副
慰
戸
乃
　
稗
Ｚ
ガ
デ
原
　
観
解
特
グ
里

（
『　
同
　
』
巻
十
秋
雑
　
一
〓
一
一
七
）

五
番
歌
の
本
歌
と
い
わ
れ
る

『万
葉
集
』

一
〇
五
番
歌
も
ふ
く
め
、

『万

葉
集
』
に
お
け
る

「
暁
露
」
は
、
旅
立
ち
、
ま
た
は
、
秋
の
言
葉
と
し
て

詠
み
込
ま
れ
る
が
、
い
ず
れ
も

『
松
浦
宮
物
語
』
の
例
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
定
家
に
近
い
時
代
に
な
る
と
、

き
え
か
へ
り
も
の
ぞ
か
な
し
き
み
ち
し
ば
の
陽
い
旧
‐つ
い
の
お
き
て

か
へ
る
は

（
『林
下
集
』
二

一
三
　
詞
書

「恋
廿
首
よ
み
し
に
」
）

の
ご
と
く
、

「
露
が
置
く
」
と

「
朝
に
起
く
」
を
掛
詞
と
す
る
、
後
朝
の

別
れ
の
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
例
は
、

『千
載
集
』
二

四
〇

（崇
徳
院
御
製
、

『久
安
百
首
』
三
三
）
、

『六
百
番
歌
合
』
七
八

八

（隆
信
）
な
ど
に
も
あ
り
、
定
家
自
身
に
も
、

吾
立
所
霧
之



宿
に
な
く
八
こ
ゑ
の
鳥
は
し
ら
し
か
し
置
き
て
か
ひ
な
き
暁
の
露

（
『拾
遺
愚
草
』
九
九

一　
題

「
鳥
五
首
」
、

『
正
治
初
度
百
首
』

一
二
九
四
　
題

「鳥
」
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
暁
露
」
は
、
定
家
周
辺
で
は
、
本
来
の
万
葉
語
と

は
異
な
る
、
派
生
し
た
意
味
が
通
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「新
編
国
歌

大
観
』
で
見
る
限
り
、
そ
の
唯

一
の
先
行
例
は

『狭
衣
物
語
』
で
あ
る
。

秋
の
日
も
は
か
な
く
暮
に
け
れ
ば
、
と
の
よ
り
、

「
い
か
な
れ
ば
、

今
日
の
御
使
は
、
今
ま
で
、
い
か
に
」
と
、
返
々
き
こ
え
さ
せ
給
ふ

も
、
い
と
聞
き
に
く
け
れ
ば
、
わ
た
り
給
ひ
ぬ
。
御
使
に
は
、
上
人

の
数
に
て
候
ふ
右
衛
門
の
権
の
佐
と
い
ふ
人
ぞ
、
参
ら
せ
給
ふ
け
る
。

そ
の
御
文
に
は
、

ま
だ
知
ら
ぬ
暁
隣
に
お
き
別
れ
八
重
た
つ
霧
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三
　
大
系
二
七
七
頁
）

結
婚
第

一
夜
の
翌
日
、
狭
衣
が

〓
品
宮
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。

「松
浦
宮

物
語
』
５
番
歌
、
６
番
歌
は
、
正
確
に
は
後
朝
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
近

い
夜
を
過
ご
し
た
男
女
が
交
わ
し
た
歌
で
あ
る
。

「
暁
露
」
と
い
う
言
葉

に
限
っ
て
見
た
場
合
、
定
家
は
狭
衣
和
歌
か
ら
、
直
接
、
あ
る
い
は
間
接

的
に
影
響
を
受
け
た
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

た
だ
し
、
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
定
家
は

「
暁
露
」
と
い
う
詩
語
を

意
識
し
た
の
で
は
な
く
、

『狭
衣
物
語
』
の
巻
三
の
該
当
場
面
全
体
に
ひ

か
れ
た
結
果
、
こ
の
言
葉
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が

起
こ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、

人
の
も
と
に
は
じ
め
て
ま
か
り
て
、
つ
と
め
て
つ
か
は
じ
け
る

。
つ
ね
よ
り
も
お
き
う
か
り
つ
る
院
は
ｐ
ゆ
さ
へ
か
か
る
物
に
ぞ
有
り

け
る
　
　
　
（
『後
撰
集
』
巻
十
三
　
恋
五
　
九

一
三
　
読
人
不
知
）

（女
に
つ
か
は
し
け
る
）
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

。
身
を
つ
め
ば
朦
を
あ
は
れ
と
思
ふ
か
な
暁
ご
と
に
い
か
で
お
く
ら
ん

（
『拾
遺
集
』
巻
十
二
　
恋
二
　
七
三
〇
、

「拾
遺
抄
』
巻
七

恋
上
　
一
一五

一　
題
不
知
）

な
ど
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

「
露
」
や

「
暁
」
を
後
朝
の
歌
と
し
て

（詠
む
こ
と
自
体
は
、
は
や
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

定
家
は
、

『
万
葉
集
』
も

『狭
衣
物
語
』
も
理
解
し
た
う
え
で
、
万
葉
語

の

「
暁
露
」
を

『狭
衣
物
語
』
の
作
品
中
に
見
出
し
、
詩
語
と
認
識
し
て

利
用
し
た
、
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
定
家
の
詩
語
に
対
す

る
鋭
い
意
識
が
、
狭
衣
和
歌
の
一
つ
の
言
葉
を
掘
り
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

と
ど
め
し
袖
の
う
つ
り
香
に
つ
け
て
は
、
枕
さ
だ
め
む
か
た
も
な
く
、

い
か
に
ね
し
夜
の
か
な
し
さ
の
、
身
を
せ
む
る
心
地
す
れ
ば
、

４５
　
ま
ど
ろ
ま
ず

隔
隔
際
階
Ｌ
Ｐ
め
の
　
み
え
し
よ
り
　
い
と

ど
お
も
ひ
の
　
さ
む
る
日
ぞ
な
き

（
［二
五
］
軽
転
反
側
）

謎
の
女
と
の
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
を
、
実
感
で
き
ず
に
苦
し
む
弁
少
将
の
歌

で
あ
る
。

「
ね
ぬ
夜
に
ゆ
め
」
は
、
女
と
過
ご
し
た

一
夜
を
指
す
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
に
近
い
表
現
と
し
て
、

「
ね
ぬ
夜
の
ゆ
め
」
が
あ
る
。
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・
軒
ち
か
き
花
た
ち
ば
な
の
匂
ひ
き
て
隔
い
は
り
勝
は
む
か
し
な
り
け

り

（
『
正
治
初
度
百
首
』

一
六
二
九

　
「詠
百
首
和
歌
　
夏
　
沙
弥
寂

蓮
」
、

『続
古
今
集
』
巻
三
　
夏
　
一
一四
八
　
詞
書

・
作
者

「
正

治
に
た
て
ま
つ
り
け
る
百
首
の
夏
歌
　
寂
蓮
法
師
」
、

『寂
蓮
法
師

集
』
二
三
三
　
詞
書

「
百
首
歌
め
し
け
る
中
に
」
）

・
片
敷
き
の
袖
の
氷
も
む
す
ぼ
ほ
れ
と
け
て
隈
い
腋
の
レ
ぞ
み
じ
か
き

（
『
正
治
初
度
百
首
』
四
六
七

「秋
日
詠
百
首
応
製
和
歌
　
冬
　ヽ
左

大
臣
正
三
位
藤
原
良
経
、

『秋
篠
月
清
集
』
七
三
六
　
冬
十
五
首
）

・
唐
衣
い
か
に
か
へ
し
て
逢
ふ
こ
と
の
に
い
は
り
陵
に
な
ら
ん
と
す
ら

ん

（
『仙
洞
句
題
五
十
首
』
二
九
六
　
題

・
作
者

「寄
衣
恋
　
大
僧

正
」
）

定
家
以
前
で
は
、
右
に
あ
げ
た
例
以
外
あ
ま
り
見
い
だ
せ
な
い
表
現
で
あ

る
が
、

『
狭
衣
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

や
が
て
寝
ら
れ
給
は
で
、
つ
と
め
て
も
、
い
と
疾
う
、

「
御
心
地
の

お
ぼ
つ
か
な
さ
」
な
ど
、
き
こ
え
給
て
、

「
さ
て
も
、
今
朝
は
、
例

な
ら
ぬ
心
地
に
惑
ひ
侍
り
て
、

面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
う
ち
と
け
て
腹
い
腋
Ｄ
勝
は
見
る
と
な

け
れ
ど
」

な
ど
や
う
に
聞
え
給
へ
り
つ
る
。
　

　

（巻
四
　
大
系
二
九

一
頁
）

宰
相
中
将
妹
君
の
も
と
で
、
う
ち
と
け
な
い
ま
ま
の
一
夜
を
過
ご
し
た
狭

衣
が
、
翌
朝
そ
の
母
君
に
贈

っ
た
歌
で
あ
る
。

「
寝
ぬ
夜
の
夢
」
は
、

『
狭
衣
物
語
』
に
始
ま
る
表
現
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
な
ら
っ
た

歌
が
、
定
家
と
同
時
代
以
降
に
見
ら
れ
、

『
松
浦
宮
物
語
』
に
も
近
い
表

現
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

『狭
衣
物
語
』
の
作
中
歌
の
詩
語
利
用
は
、
定
家
を
含
め
た
中
世
歌
人

に
共
通
の
手
法
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
う
し
た
状

況
が
、

『松
浦
宮
物
語
』
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
暁
露
」

。

「寝
ぬ
夜
に
夢
」
の
発
見
と
再
生
は
、
定
家
の
詩
語
意
識
が
働
い
た
結
果

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
当
時
の
歌
人
の
詩
語
に
対
す
る
姿
勢
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
前
節
で
は
、
狭
衣
和
歌
が
中
世
和
歌
に
与
え
た
影
響
の
一
端
と
、

『松

浦
宮
物
語
』
へ
の
反
映
を
み
た
。
次
に
、
こ
の
よ
う
に
摂
取
さ
れ
た
詩
語

が
、
物
語
の
中
で
再
生
さ
れ
る
様
相
を
、
次
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す

２つ
。謎

の
女
と
の
逢
瀬
は
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
中
で
、
と
く
に
優
美
に
印

象
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
場
面
に
、
次
の
よ
う

な
和
歌
の
贈
答
が
あ
る
。

４７

「
て
に
と
れ
ば
　
あ
や
な
く
か
げ
ぞ
　
ま
が
ひ
け
る
　
あ
ま
つ
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そ
ら
な
る
　
月
の
か
つ
ら
に

な
に
の
契
り
に
か
、
か
か
る
あ
や
し
き
も
の
お
も
ふ
ら
む
」

と
な
が
し
そ
ふ
れ
ば
、

４８

「障
の
は
陽
　
か
げ
さ
だ
ま
ら
ぬ
　
露
の
身
を
　
つ
き
の
か
つ

ら
に
　
い
か
が
ま
が
へ
む

ま
こ
と
の
す
み
か
も
、
へ
だ
て
き
こ
え
む
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、

あ
ら
は
れ
ば
、
い
と
お
そ
ろ
し
う
う
と
ま
れ
ぬ
べ
き
所
の
さ
ま

に
な
む
、
思
ひ
わ
び
ぬ
る
。
よ
し
い
ま
は
、
み
き
と
ば
か
り
も

か
け
ざ
ら
む
や
、
い
と
ひ
す
て
ら
る
る
道
の
な
さ
け
な
ら
む
」

（
［三
六
］
朝
雲
無
逃
）

実
は
月
の
桂

（郡
皇
后
）
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
弁
少
将
の
問
い
か

け
を
女
は
か
わ
す
。
そ
の
歌
に
あ
る

「草
の
原
」
は
、

『源
氏
物
語
』
花

宴
巻
を
思
い
出
さ
せ
る
。

「猶
洛
の
わ
し
た
は
―へ
。
い
か
で
聞
こ
ゆ
べ
き
。
か
う
て
や
み
な
む

と
は
、
さ
り
と
も
お
ぼ
さ
れ
じ
」
と
の
給
へ
ば
、

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
た
づ
ね
て
も
陣
ｐ
原
睦
ば
憫
は

膨
睦
卜
阻
卜

と
言
ふ
さ
ま
、
艶
に
な
ま
め
き
た
り
。

「
」と
は
り
や
。
聞
こ
え
違

へ
た
る
文
字
か
な
」
と
て
、

「
い
づ
れ
ぞ
と
露
の
宿
り
を
分
か
む
ま
に
小
笹
が
原
に
風
も
こ

そ
吹
け

わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
す
事
な
ら
ず
ば
、
な
に
か
つ
ゝ
ま
む
。
も
し
、

す
か
い
給
ふ
か
」
　
　
　
　
　
　
（新
大
系
二
七
七
～
二
七
八
頁
）

「名
の
り
し
給
へ
」
と
い
う
光
源
氏
と
、
そ
れ
を
は
ぐ
ら
か
す
女
の
関
係

は
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
弁
少
将
と
謎
の
女
の
そ
れ
に
等
し
い
。

「
草
の

原
」
は
、

「
決
し
て
名
乗
ろ
う
と
し
な
い
女
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
導
き
出

す
。
さ
ら
に
、
こ
の
朧
月
夜
と
源
氏
の
許
さ
れ
ざ
る
関
係
は
、
弁
少
将
と

郡
皇
后
の
罪
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
仕
組
ま
れ
た
演
出
は
、

「
草
の
原
」
と
い
う

一
語
に
よ
る
の
で
あ
る
。

花
宴
巻
で
は
、
そ
の
後
、
光
源
氏
が
と
り
か
わ
し
た
扇
に
女
を
懐
か
し

み
和
歌
を
詠
じ
る
、
と
い
う
展
開
と
な
る
。

か
の
し
る
し
の
扇
は
桜
が
さ
ね
に
て
、
濃
き
方
に
霞
め
る
月
を
か
き

て
、
水
に
う
つ
し
た
る
心
ば
へ
、
日
馴
れ
た
る
事
な
れ
ど
、
ゆ
へ
な

つ
か
し
う
も
て
な
ら
し
た
り
。

‐
「草
」の
原
を
ば
卜
を
言
ひ
し
捧
ま
の

み
ド
心
に
か
ヽ
わ
給
含
揉

‘

世
に
し
ら
ぬ
心
ち
こ
そ
す
れ
賄
明
の
旧
り
ゆ
Ｋ
ほ
を
空
に
ま
が

へ
て

と
、
書
き
つ
け
給
ひ
て
、
を
き
給
へ
り
。

（新
大
系
二
七
九
～
二
八
〇
頁
）

あ
の
朧
月
夜
の

「草
の
原
」
の
歌
が
、

「
月
の
ゆ
く
へ
」
と
い
う
歌
を
引

き
出
し
て
い
る
。

「月
の
ゆ
く
へ
」
は

『松
浦
宮
物
語
』
に
も
、

２７
　
よ
し
こ
こ
に
　
我
が
た
ま
の
を
は
　
つ
き
な
な
む
　
旧
ｐ
ゆ
Ｋ

卜
を
　
は
な
れ
ざ
る
べ
く

（
［
一
四
］
九
月
十
二
夜
）

と
あ
る
。
菊
地
氏
の
前
掲
論
文
で
も
指
摘
の
あ
る
２７
番
歌
は
、
華
陽
公
主

と
弁
少
将
と
の
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、

「浜
松
中
納
言
物



語
』
の
和
歌
も
含
め
、
詩
語

「
月
の
ゆ
く
へ
」
へ
の
認
識
の
深
ま
り
が
、

都
皇
后
と
い
う
新
た
な
女
主
人
公
を
導
き
出
し
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
言

葉
と
呼
応
す
る

「草
の
原
」
が
、
先
に
引
用
し
た
謎
の
女
と
の
場
面
に
お

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
草
の
原
」
、

「
月
の
ゆ
く
へ
」
と
い
っ
た
花
宴
巻
の
利
用
は
、
定
家

の

『源
氏
物
語
』
の
花
宴
巻
評
価
と
解
釈
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

気
に
な
る
の
は
、
俊
成
の
花
宴
巻
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。

・
　
　

十
二
番
　
枯
野
　
左
勝

女
房

見
し
あ
き
を
な
に
に
の
こ
さ
む
Ｋ
ド
の
は
陽
ひ
と
へ
に
か
は
る
野
辺

の
気
色
に

右隆
信

し
も
が
れ
の
野
べ
の
あ
は
れ
を
見
ぬ
人
や
秋
の
色
に
は
こ
こ
ろ
と
め

け
む

右
方
申
云
、
く
さ
の
は
ら
き
き
よ
か
ら
ず
、
左
方
申
云
、
右
歌

ふ
る
め
か
し
判
云
、
左
な
に
に
の
こ
さ
ん
く
さ
の
は
ら
と
い
へ

る
、
え
ん
に
こ
そ
侍
る
め
れ
、
右
方
人
草
の
原
難
申
之
条
、
尤

う
た
た
あ
る
事
に
や
、
障
賦
部
腋
ぼ
♭
ｂ
腟
ほ
ｂ
應
物

‐力、
Ｋ
降

は
際
勝
ほ
的
Ｆ
に
ｂ
ｂ
卜
舵
腹
ｂ
版
は
に
睦
――こ
に
ん
ほ
る
物
ほ

Ｄ
Ｆ
臆
氏
児
ド
に
散
ほ
ら
は
瞳
恨
の
摩
ほ
的
Ｆ
古
、
心
詞
あ
し

く
は
見
え
ざ
る
に
や
、
但
、
常
の
体
な
る
べ
し
、
左
歌
宜
し
、

勝
と
申
す
べ
し

（
『六
百
番
歌
合
』
冬
部
　
五
〇
五
、
五
〇
六
）

。　
　
三
十
二
番
　
左
勝

親
定

君
も
も
し
な
ぐ
め
や
す
ら
ん
た
び
衣
あ
さ
た
つ
月
を
空
に
ま
が
へ
て

右左
大
臣

う
つ
の
山
う
つ
つ
か
な
し
き
道
た
え
て
夢
に
都
の
人
は
わ
す
れ
ず

医

ｂ

に

ぽ

陽

Ｆ

ぼ

か

０

い

隆

ほ

Ｌ

風

た

隠

隈

睦

暦

睦

Ｂ

Ｒ

Ｂ

殿

燿

ぼ

勝

臓

じ

Ｌ

欧

♭

瞬

え

ん
――こ
♭
に
時
的
Ｆ
右
歌
は
、
う
つ
つ
の
山
う
つ
つ
か
な
し
き
、

な
ど
侍
り
、
近
来
う
つ
つ
の
山
越
あ
ま
た
き
こ
え
侍
る
に
や
、

働
左
勝
に
侍
り
に
し
な
る
べ
し

（
『水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
』
六
五
、
六
六
　
俊
成
判
）

そ
れ
ぞ
れ
の
判
に
、
花
宴
巻
の

「
草
の
原
」
、

「
月
の
ゆ
く
へ
」
の
歌
が

引
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
俊
成
の
花
宴
巻
賞
揚
が
、
御
子
左
家

の
特
徴
と
な
り
、
当
時
の
歌
壇
の
動
向
に
も
つ
な
が
る
の
は
、
周
知
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
動
き
と
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
和
歌
と
が
重
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
俊
成
の
判
詞
を
根
拠
に
、

「松
浦
宮
物
語
』
の
成
立
年
代
を
論

じ
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、

「
松
浦
宮
物
語
』
に
あ
ら
わ
れ
た
定
家
の

詩
語
に
対
す
る
意
識
が
、
時
流
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「草
の
原
」
と
い
う
と
、
も
う

一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
狭
衣
和
歌
で
あ
る
。
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「物
思
ひ
の
花
」
の
み
咲
き
ま
さ
り
て
、
汀
が
く
れ
の
冬
草
は
、
い

づ
れ
と
な
く
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
に
、

「
『尾
花
が
も
と
の
思
ひ
草
』

は
、
な
を
、
よ
す
が
」
と
、
思
さ
る
ゝ
を
、
む
げ
に
霜
枯
れ
果
て
ぬ

る
、
い
と
心
細
う
思
し
化
び
て
、

尋
ぬ
べ
き
障
ｂ
原
さ
へ
霜
枯
れ
て
誰
に
間
は
ま
し
道
芝
の
露

あ
さ
ま
し
う
、
誰
と
だ
に
知
ら
ず
な
り
に
し
か
ば
、
な
を
、

「
思
ふ

――こ
も
言
ふ
――こ
も
あ
構
る
」
心
地

（ぞ
）
し
給
へ
る
。
あ
り
と
も
、
か

ど
く
し
く
ま
こ
と
し
き
さ
ま
に
思
ふ
べ
き
程
に
は
あ
ら
ざ
り
つ
れ
ど
、

「飽
か
ぬ
別
れ
」
は
、
何
に
も
ま
さ
る
な
れ
ば
に
や
、

「
た
ち
ま
ち

に
見
る
ま
じ
き
物
」
と
は
給
ひ
か
け
給
は
ざ
り
つ
れ
、
何
心
も
な
く

恥
し
う
ら
う
た
げ
な
る
気
色
の
し
た
り
つ
る
面
影
の
み
、
身
を
離
れ

ぬ
心
地
し
給
ひ
け
り
。

（
『狭
衣
物
語
』
巻
二
冒
頭
大
系

一
一
九
頁
）

行
方
不
明
と
な
っ
た
飛
鳥
井
女
君
を
思
う
狭
衣
の
和
歌
は
、
そ
れ
自
体
が

花
宴
巻
の
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
定
家
が
直
接

『狭
衣
物
語
』
を

典
拠
と
し
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
だ
が
、

『松

浦
宮
物
語
』
に
は
、

４８
番
歌

「
草
の
原
」
の
続
き
に
、

「
秋
か
ぜ
を
だ
に
ま
た
ぬ
別
れ
の
道
に
は
、
あ
り
か
さ
だ
め
ぬ
あ
ま

の
な
の
り
も
ま
し
て
」

と
い
う
謎
の
女
の
言
葉
が
あ
る
。
こ
の

「
あ
ま
の
な
の
り
」
は
、
狭
衣
が
、

自
分
の
正
体
を
飛
鳥
井
女
君
に
隠
す
た
め
に
述
べ
た
言
葉
と

一
致
す
る
。

「
か
く
お
ぼ
つ
か
な
き
有
様
の
、
頼
み
難
さ
の
つ
ら
き
に
や
」
と
、

心
苦
し
け
れ
ど
、

「か
く
思
ひ
か
け
ぬ
有
様
を
、
暫
し
人
に
も
し
ら

せ
じ
」
と
の
み
思
せ
ば
、　
一‐賊
レ
睦
烙
ｒ

ｌ
「牌
ヒ
ｂ
序
Ｆ
睦
に
に
臨

ｂ
ｂ
胎
ト
ド
さ
ら
ば
」
な
ど
、
心
く
ら
べ
に
言
ひ
な
し
て
、

（
『狭
衣
物
語
』
巻

一　
大
系
七
五
頁
）

こ
の
場
合
、
名
乗
ら
な
い
の
は
女
で
は
な
く
、
男
の
方
と
い
う
違
い
は
あ

る
が
、

「名
乗
ら
な
い
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

『狭
衣
物
語
』
の

「
草
の

原
」
の
歌
か
ら
も
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、

『
狭
衣
物
語
』
の

「草
の
原
」
の
引
用
の
続
き
に
、

「
思
ふ
に

も
言
ふ
に
も
あ
ま
る
」
と
み
え
る

（巻
二
冒
頭
引
用
部
分
の
点
線
部
）
。

こ
れ
は
、

『
発
心
和
歌
集
』
七
番
歌
、

称
讃
如
来

各
以

一
切
音
声
海
、
普
於
無
量
妙
言
詞
、
尽
於
未
来

一
切
却
、

讃
仏
深
心
功
徳
海

隔
応
ほ

――こ
に
い
Ｌ
ＩＩこ
應
ｂ
は
る
ふ
か
さ
に
て
こ
と
も
心
も
及
ば
れ
ぬ

か
な

の
上
旬
の
引
用
と
思
わ
れ
る
。
抑
え
き
れ
な
い
感
情
を
表
す
表
現
で
、
狭

衣
が
源
氏
宮
へ
の
や
り
き
れ
な
い
思
い
を
詠
む
歌
、

七
車
積
む
と
も
つ
き
じ
ほ
医
に
応
ロ
ト
に
出
ｂ
は
る
わ
が
恋
草
は

（
『
狭
衣
物
語
』
巻
四
　
大
系
四
三
〇
頁
）

に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

「松
浦
宮
物
語
』
で
も
、

４３
　
」
に
Ｆ
卜
陣
―
い
Ｌ
膿
障
瞬
陸
匡
医

ゆ
め
の
う
ち
を
　
さ
め

て
わ
か
れ
ぬ
　
な
が
き
よ
も
が
な

ま
れ
ま
れ
い
ふ
と
も
な
き
い
き
の
し
た
に
、

４４
　
ふ
り
す
つ
る
　
人
に
は
や
す
き

わ
か
れ
ぢ
を
　
ひ
と
り

や
さ
め
ぬ
　
ゆ
め
に
ま
ど
は
む
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思
ひ
い
り
た
る
気
色
の
あ
は
れ
に
か
な
し
き
に
は
、
げ
に
い
そ
が
れ

し
道
も
、
た
え
は
て
な
む
別
れ
ぞ
、
さ
し
あ
た
り
て
は
お
も
ひ
さ
ま

し
が
た
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冨
〓

］
巫
山
湘
浦
）

と
、
謎
の
女
に
弁
少
将
が
よ
み
か
け
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

定
家
が

「
草
の
原
」
に
、

『源
氏
物
語
』
だ
け
で
な
く
、

『狭
衣
物
語
』

を
も
み
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
謎
の
女
と
の
や
り
と
り
に
、

「狭
衣
物
語
」
を
利
用
す
る
定
家

の
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
右
の

［三

一
］
巫

山
湘
浦
の
４３
、

４４
番
歌
は
、

「
ゆ
め
」
と

「
わ
か
れ
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
。
と
く
に
４４
番
の
女
の
歌
の

「
わ
か
れ
」
に
は
ヽ
翌
朝
の
別
れ
と
、

弁
少
将
の
帰
国
に
と
も
な
う
永
遠
の
別
れ
と
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、

『狭
衣
物
語
』
で
の
狭
衣
と
飛
鳥
井
女
君
は
、
そ
の
後
、
海
を
隔
て
て
永

久
に
離
れ
て
し
ま
う
。
い
ま
、
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
を
重
ね
る
弁
少
将
と
郡

皇
后
に
は
、
今
宵
限
り
の
別
れ
だ
け
で
は
な
く
、
狭
衣
と
飛
鳥
井
女
君
が

た
ど
っ
た
の
と
同
じ
運
命
が
待
ち
構
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
松
浦
宮
物

語
』
に
こ
め
ら
れ
た

『狭
衣
物
語
』
は
、
二
人
の
永
遠
の
離
別
を
暗
示
す

る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
定
家
は
、

『源
氏
物
語
』
花
宴
巻
、
な
ら
び
に
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』

を
巧
み
に
利
用
し
つ
つ
、
弁
少
将
と
郡
皇
后
の
恋
の
場
面
を
演
出
し
た
。

そ
の
先
行
物
語
の
列
に
、

「狭
衣
物
語
』
の
飛
鳥
井
物
語
も
加
え
て
よ
い

か
と
思
う
。
そ
の
摂
取
は
、
お
そ
ら
く
、

「
草
の
原
」
と
い
う
、
花
宴
巻

に
も
共
通
す
る
詩
語
を
意
識
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

和
歌
の
言
葉
と
し
て
の
機
能
以
上
の
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
詩
語
は
、
伝

統
に
育
ま
れ
た
基
盤
で
物
語
を
支
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め

て
、
詩
語
の
再
生
は
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ

「草
の
原
」
に
、
俊
成

は
花
宴
巻
だ
け
を
み
て
い
る

（前
掲

『六
百
番
歌
合
』
判
詞
）
。

「
草
の

原
」
に

『狭
衣
物
語
』
を
も
み
る
の
は
、
定
家
の
み
で
は
な
い
と
は
思
わ

れ
る
が
、
定
家
だ
け
が
、

『狭
衣
物
語
』
の
世
界
を
再
現
す
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
。
そ
の
斬
新
な
視
点
を
評
価
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
可
能

に
し
た

『松
浦
宮
物
語
』
の
存
在
に
意
義
を
認
め
た
い
。

注（１
）

『国
学
院
雑
誌
』
八
二
―
二
　
昭
和
五
十
六
年
二
月
。

（２
）
寺
本
直
彦
氏

『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』

（昭
和
四
十
五
年
風
間

書
房
）
、
お
よ
び

『源
氏
物
語
受
容
史
論
考
続
編
』

（昭
和
五
十
九

年
風
間
書
房
）
、
久
保
田
淳
氏

『新
古
今
歌
人
の
研
究
』

（
昭
和
四

十
八
年
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。

（な
が
お

。
さ
ち
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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