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世
を
倦
じ
山
と
人
は
い
ふ

―
―
喜
撰
歌
と
八
の
宮
を
め
ぐ

っ
て
―
―

一
、
は
じ
め
に

き
わ
め
て
個
人
的
な
事
情
で
は
あ
る
が
、
『徒
然
草
』
の
表
現
分
析

や
、
源
信
伝
の
読
解
な
ど
を
通
じ
て
、
関
心
の
集
約
点
の

一
つ
に

『
源

氏
物
語
』
宇
治
十
帖
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た

『
古
事
談
』
『続
古
事

談
』
の
注
釈
作
業

（川
端
善
明

・
荒
木
浩
共
著

。
校
注

『新
日
本
古
典
文
学

大
系
４‐
　
古
事
談
　
続
古
事
談
』
二
〇
〇
五
年
十

一
月
）
か
ら
得
た
知
見
と

結
び
付
き
、　
一
連
の

『
源
氏
物
語
』
論
の
試
み
の
な
か
で
、
宇
治
八
の

宮
の
准
拠
と
し
て
の
敦
実
親
王
比
定
説
と
し
て
も
展
開
し
た
。
本
稿
は
、

如
上
の
研
究
脈
絡
に
お
い
て
、
直
接
的
に
は
敦
実
親
王
准
拠
論
を
考
察

す
る
過
程
で
派
生
し
た
、
「世
を
う
ぢ
山
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
、
い
わ

ば
贅
注
と
し
て
の
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

二
、
八
の
宮
と
類
音
連
想

た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
准
拠
と
し
て
比
定
さ
れ
て
き
た
応
神
皇
子
克

道
稚
郎
子

（『花
鳥
余
情
』
以
下
）
や
文
徳
皇
子
惟
喬

（宣
長

『源
氏
物
語

玉
の
小
櫛
し

な
ど
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宇
治
と
い
う
場
や
皇
位
継
承

へ
の

荒
木

浩

挫
折
な
ど
、
注
意
す
べ
き
宇
治
八
の
宮
と
の

一
致
点
が
あ
る
。
物
語
読

解
に
は
、
多
様
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
理
解
と
視
野
が
必
要
で
あ
り
、

狭
い
意
味
で
の
モ
デ
ル
論
に
陥
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解

（浅

尾
広
良

「八
の
宮
の
准
拠
」
室
伏
信
助
監
修
、
上
原
作
和
編
集

『人
物
で
読
む

源
氏
物
語
　
匂
宮

・
八
宮
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
参
照
）
も
よ
く

分
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
、
敦
実
親
王
と
い
う
固
有
名
を

新
た
に
提
出
し
、
宇
治
八
の
宮
の
准
拠
に
比
定
し
て
物
語
を
読
ん
で
み

よ
う
と
考
え
る
最
大
の
理
由
は
、
彼
も
ま
た
、
他
な
ら
ぬ

〈八
の
宮
〉

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
視
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ク
と
し
て
、

音
楽
や
皇
位
を
め
ぐ
る
状
況
に
お
い
て
、
両
者
は
意
想
外
の
類
似
性
を

見
せ
始
め
る
。
そ
の
詳
細
は
、
す
べ
て
注
３
所
掲
の
拙
稿

「
『
源
氏
物

語
』
宇
治
八
の
宮
再
読
―
敦
実
親
王
准
拠
説
と
そ
の
意
義
―
」
の
参
照

を
乞
う
て
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
研
究
史
上
、
こ
れ
ま
で
目
立

っ
た
指
摘
が
成
さ
れ
る
こ
と
は
な

か

っ
た
よ
う
だ
。
む
し
ろ
そ
の
逆
に
、
重
要
な
先
行
研
究
に
お
い
て
、

適
切
な

「
八
の
宮
」
な
ど
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
の
意
義

が
排
除
的
に
説
明
さ
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
さ
え
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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彼
の
排
行
が
八
宮
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
か
な
ら
ず
し

も
な
い
。
光
源
氏
の
弟
で
、
す
で
に
五
宮
ま
で
は
既
往
の
物
語
に

見
え
る
こ
と
。
冷
泉
院
の
兄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
し

て
、
そ
の
冷
泉
院
を
十
皇
子
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
お
そ
ら
く

作
者
の
十
の
名
数
操
作
…
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
残
り
の

六

。
七

・
八

・
九
中
か
ら
あ
え
て

「
八
」
を
作
者
が
選
ん
だ
の
は
、

ハ
デ
＝
恥
＝
八
、
の
同
音
連
想
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
（木
船
重
昭

「宇
治
八
宮
の
創
造
と
造
型
―
源
氏
物
語
の
表
現
と
方
法
―
」
『国
語
と

国
文
学
』

一
九
七
六
年

一
〇
月
）

「彼
の
排
行
が
八
宮
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
」
こ
そ
が
重
要

な
比
定
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
私
は
右
の
よ
う
な
理
解
を
と
ら
な
い
し
、

そ
の
必
要
も
な
い
。
だ
が

一
方
で
、
木
船
論
の
当
該
部
に
は
興
味
深
い

着
眼
点
も
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
八
の
宮
の
名
称
の
根
拠
に
、
「
同

音
類
想
」
を
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

敦
実
親
王
は
宇
多
天
皇
第
八
皇
子
で
、
〈宇
多
八
の
宮
〉
で
あ
る
。

音
の
連
想
、
と
い
う
視
点
は
、
木
船
論
の
目
論
見
と
は
べ
つ
の
と
こ
ろ

で
、
「宇
治
八
の
宮
」
と

「
宇
多
八
の
宮
」
と
の
間
の
音
韻
的
な
近
さ

に
あ
ら
た
め
て
気
付
か
せ
る
。
「
同
音
」
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は

「
う
ぢ
」
と

「
う
だ
」
と
、
「
だ
」
。
「
ぢ
」
の
同
行
音
の
違
い
が
あ
る
ば

か
り
と
い
う
、
類
音
連
想
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
が
真
に
意
味
を
持

つ
た
め
に
は
、
相
応
の
解
釈
過
程
を
要
す
る
、
と

思
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
め
ぐ

っ
て
、
以
下
、
い
く

つ
か
の
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。

三
、
「世
を
う
ぢ
山
」
再
読

宇
治
の
地
に
隠
遁
す
る
八
の
宮
は
、
次
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

あ
と
絶
え
て
心
す
む
と
は
な
け
れ
ど
も
世
を
う
ぢ
山
に
宿
を
こ
そ

か
れ

（『源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
、
引
用
は
古
典
集
成
）

こ
の
歌
が
、
喜
撰
法
師
の
著
名
な
和
歌
を
本
歌
と
す
る
こ
と
は
、
従

来
の
指
摘
通
り
で
議
論
の
余
地
が
な
い
。

わ
が
い
ほ
は
み
や
こ
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は

い
ふ
な
り

（『古
今
和
歌
集
』
序
、
同
巻
十
八
雑
歌
下

・
九
八
三
、
『百

人

一
首
』
八
ほ
か
）

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
と
し
た
い
の
は
、
両
歌
に
共
通
す
る

「世

を
う
ぢ
山
」
の
解
釈
で
あ
る
。
喜
撰
法
師
の
歌
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
、

「
世
を
う
ぢ
」
の

「
う
ぢ
」
と
は
、
「憂
」
し
と

「宇
」
治
を
か
け
て

い
る
」
（島
津
忠
夫
訳
注

『新
版
　
百
人

一
首
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、　
一
九

九
九
年
）
と
さ
れ
、
「憂
し
」
と
い
う
形
容
詞
の
語
幹
部
分
と

「宇
治
」

の
語
頭
音
と
の
掛
詞
と
し
て
解
か
れ
て
き
た
。

わ
が
庵
は
都
の
辰
巳
。
然。
ぞ

「
住

世。 む
を。 。

［
「

山
」
と
人
は
言
ふ
な
り
。

（竹
岡
正
夫

『古
今
和
歌
集
全
評
釈
し

右
日
は
う
ち
山
と
云
う
の
ち
を
う
き
と
い
ふ
ち
に
よ
せ
て
よ
め
る

也

（上
條
彰
次
編
著

『百
人

一
首
古
注
釈

『色
紙
和
歌
』
本
文
と
研
究
』

新
典
社
叢
書
）



世
憂
山
と
人
は
き
ら

へ
ど
も
我
は
住
得
た
り
と
云
心
也

（「経
厚

抄
し

山
の
名
が
宇
治
な
れ
ば
、
世
を
憂
と
て
こ
ゝ
に
す
む
や
と
人
の
お

も
わ
ん
と
也

（「天
理
本
聞
書
し

し
か
し
近
年
、
独
自
の
着
眼
点
で
先
行
研
究
を
再
読
し
た
松
城
俊
太

郎
氏
に
よ
っ
て
、
注
意
す
べ
き
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
松
城
氏

は
、
「世
を
憂
が
る
宇
治
山
だ
と
」
本
句
を
解
釈
す
る
小
西
甚

一
『新

註
国
文
学
叢
書
　
古
今
和
歌
集
』
な
ど
を
引
き
、
「比
較
的
最
近
に

「
つ
」
を
動
詞
の
語
幹
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
考
え
方
も
現
れ
て
き

た
」
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
。

前
者
の
、
「
う
ち
」
を

「憂
し
」
と
取
る
説
に
は
、
「世
」
と

「
憂

し
」
の
間
に
主
従
関
係
を
認
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
い
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
助
詞
は
主
格
助
詞
の

「
の
」
で
あ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
後
者
の
、
「
う
」
を
動
詞
の
語
幹
と
す
る
考
え
方
は
、

「世
を
」
の
文
節
を
素
直
に
目
的
格
と
捉
え
て
、
そ
の
後
に
そ
れ

を
承
け
る
動
詞
的
な
要
素
を
捜
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

文
を
読
解
す
る
に
あ
た

っ
て
の
至
極
当
然
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
和
歌
を
読
ん
だ
当
初
よ
り
先
験
的
に
抱
い
て
い
た
と

い
う
、
「
う
ち
」
に
は
地
名
の
宇
治
と
動
詞

「棄

↑
３

つ
」
の
連
用

形

「
う
ち
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
「世
を
う
ち
」
は

「世
を
棄
ち
」

で
あ

っ
て
、
世
を
な
げ
う

っ
て
出
家
す
る
こ
と
だ
」
と
の
解
釈
を
作
業

仮
説
と
し
て
、
船
城
氏
は
行
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る

（松
城
俊

太
郎

「掛
詞
に
つ
い
て
二
題
―

「伏
し
柴
の
　
こ
る
」
と

「世
を
う
ぢ
山

（身

を
う
ぢ
川
と

―
」
『新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
四
三
巻
、
二
〇
〇

一
年
）。

こ
の
新
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
右
所
引
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
文
法

上
の
シ
ン
メ
ト
リ
ヘ
の
洞
察
を
前
提
と
す
る
点
に
あ
る
。
松
城
氏
は
以

上
の
理
解
を
踏
ま
え
、
「
う
ち
」
を
連
用
形
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
動

詞
と
し
て
、
「棄

つ
」
は
下
三
段
動
詞
で
あ

っ
て
該
当
し
な
い
こ
と
か

ら
、
四
段
動
詞
の

「打

つ
」
を
比
定
し
、
「投
げ
捨
て
る
」
と
い
う
意

味
に
着
目
す
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
「
あ
り
ふ
れ
ば
う
れ
し
き
瀬
に
も
遭

ひ
け
る
を
身
を
宇
治
川
に
な
げ
て
ま
し
か
ば
」
翁
源
氏
物
〓
巴

早
蕨
）

や

「忘
ら
る
る
身
を
う
ぢ
橋
の
中
た
え
て
人
も
通
は
ぬ
年
ぞ

へ
に
け

る
」
翁
古
今
和
歌
集
』
巻
十
五
恋
歌
五

・
八
二
五
）
な
ど
の
和
歌
の
解
釈

か
ら
、
宇
治
川
と
身
投
げ
の
モ
チ
ー
フ
を
も
視
野
に
入
れ
、
そ
の
他
関

連
の
和
歌
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
分
析
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

「世
を
」
と
叙
述
す
る
の
だ
か
ら
、
続
く
要
素
は
動
詞

（的
要
素
を
持

つ
霊
じ

で
あ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
よ

っ
て
掛
詞
と
し
て
は
、
「
う

ち
」
の
二
字
を
巻
き
込
む
、
動
詞

「
う
つ
」
を
当
て
込
み
た
い
、
と
い

う
こ
の
解
釈
を
、
船
城
氏
は
、
「喜
撰
法
師
の

「
う
ぢ
山
」
の
和
歌
を

本
歌
に
し
た
い
く

つ
か
の
和
歌
」
な
ど
に
も
応
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
八
の
宮
の
和
歌
に
も
言
及
し
て
い
る

（以
上
、
松
城
氏
前
掲
論
文
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈

の
詳
細
は
氏

の
論

に
就
か
れ
た
い
が
、
こ
の

「
を
」
格
の
理
解
を
め
ぐ
る
着
想
と
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
私
も
共
感

す
る
部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
、
和
歌
の
本
義
と
し
て

「世
を
う
ち
」
を

「打
ち
」
と

「宇
治
」
と
の
掛
詞
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
結
論
そ

の
も
の
に
は
、
い
さ
さ
か
の
留
保
が
必
要
だ
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
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は
、
次
節
以
降
に
述
べ
る
私
見
が
よ
り
適
合
的
な
解
釈
で
あ
る
、
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
、
船
城
氏
自
身
が
前
掲
論
文
の
論
証

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「喜
撰
法
師
の
和
歌
に
適
合
す
る

「世
を
う

つ
」
の
例
を
、
散
文
な
ど
か
ら
は
な
か
な
か
見
出
し
に
く
い
こ
と
が
間

題
」
な
の

「
で
あ
る
」
。

四
、
「世
を
憂
し
山
」
と

「世
を
倦
じ
山
」

私
は
、
仮
名
違
い
の

「世
を
倦
じ
」
と
の
掛
詞
を
想
定
す
る
の
が
妥

当
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
と
そ
の
合
理
的
説

明
は
、
公
刊
さ
れ
た
注
釈
書
類
に
は
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
江

戸
時
代
の
戯
文
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
も
じ
り
と
し
て
、
類
似
説
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
、

む
か
し
、
深
草
の
さ
と
に
、
世
を
倦
じ
て
や
住
家
も
と
め
て
、
か

く
れ
た
る
人
あ
り
け
り
。
（上
田
秋
成

『病
癖
談
』、
古
典
集
成
）

と
い
う
秋
成
の
表
現
は
、
「
深
草
」
の
地
が
、
宇
治
山
の
喜
撰
を
幻
視

す
る
よ
う
な

「都
の
た

つ
み
」
に
あ
り
、
ま
た
宇
治

へ
の
行
程
裡
に

あ

っ
た
こ
と
を
も
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
掛
詞
的
表
現
の
応
用
と
し
て
読

む
こ
と
も
で
き
る
。

宮
こ
の
た
つ
み
は
、
彼
宇
治
山
の
喜
撰
は
、
み
や
こ
の
た
つ
み
し

か
ぞ
す
む
と
宇
治
山
に
て
よ
め
り
、
こ
れ
は
宮
こ
に
て
深
草
の
里

を
、
都
の
た
つ
み
な
が
む
れ
ば
と
い
へ
る
、
心
を
か
し
く
も
侍
る

に
や
…

（『六
百
番
歌
合
』
五
五
〇

。
中
宮
権
大
夫
家
房

「あ
さ
と
あ

け
て
宮
こ
の
た
つ
み
な
が
む
れ
ば
ゆ
き
の
こ
ず
ゑ
や
ふ
か
く
さ
の
さ
と
」

に
対
す
る
判
詞
）

い
ゑ
つ
ね

ふ
か
お
さ
に
お
さ
な
き
ち
こ
の
た
て
る
か
な

の
ふ
つ
な

そ
の
か
は
ら
け
の
む
ま
に
く
は
す
な

う
ち
殿
う
ち

へ
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
せ
ん
く
う
を
し
て
す
こ
し

さ
き
た
ち
て
ま
か
り
け
る
に
、
ふ
か
く
さ
の
ま
へ
に
お
さ
な
き
ち

こ
の
ふ
た
つ
は
か
り
あ
り
け
る
か
、
道
な
か
に
は
ひ
い
て
ゝ
、
や

を
ら
た
ち
あ
か
り
て
た
て
り
け
る
ま
へ
を
と
お
る
と
て
、
か
く
い

ひ
た
り
け
る
を
、
い
ゑ
つ
ね
か
は
ら
け
の
む
ま
に
の
り
た
り
け
る

を
み
返
て
、
そ
の
ち
こ
の
ま
へ
い
き
す
き
け
る
と
き
申
け
る
と
ぞ
。

「
俊
頼
髄
脳
』
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
）

次
の
例
は
、
よ
り
直
接
的
な
連
想
例
で
あ
る
。

世
を
倦
山
に
人
は
す
む
也
…
…
是
非
な
く
愛
を
立
の
き
て
。
世
を

宇
治
の
里
に
し
る
べ
あ
る
を
。
幸
に
。
し
ば
し
は
か
り
の
宿
も
。

む
き
わ
ら
ぶ
き
の
東
や
。
お
も
し
ろ
く
。
朝
日
山
に
め
を
さ
ま
し
。

平
等
院
の
鐘
の
こ
ゑ
。
聞
人
の
哀
も
扇
の
形
に
取
の
こ
し
て
…

（浮
世
草
子

『好
色
影
倣
子
』
巻

一
「三
　
世
を
宇
無
山
に
人
は
す
む

也
」、
元
禄
十

一
年
刊
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
二
五
）

た
だ
し
、
如
上
の
言
語
遊
戯
を
、
喜
撰
和
歌
の
解
釈

へ
す
ぐ
さ
ま
直

接
的
に
応
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
前
提
に
は
、
江
戸
時
代
に

は
す
で
に
失
わ
れ
て
問
題
と
な
ら
な
く
な

っ
て
い
た

「
四

つ
が
な
」

（じ
ぢ
ず
３゙

の
混
同
が
存
す
る
。
「
う
ち
」
と

「
う
ん
じ
」
と
い
う
、



撥
音
表
記
を
含
む
仮
名
違
い
の
掛
詞
が
、
中
古
の
表
現
の
中
で
成
り
立

ち
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
音
韻
史
上
ま
た
和
歌
文

学
史
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
、
現
在
の
研
究
状
況
を
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
船
城
氏
も
、
次
の
よ
う
に
前
置
き
し
て

「
を
」
格
の
問
題

へ
と
論
を
進
め
て
い
る
。

特
に
最
近
は
、
掛
詞
は
仮
名
が
同

一
で
な
い
と
成
立
し
な
い
と
い

う
認
識
が
明
確
化
し
、
「
う
ち

（宇
治
と

と

「
う
し

（憂
し
と

と

は
掛
け
に
く
い
こ
と
が
気
づ
か
れ
て
き
た
。
「
う
ち
」
を

「憂
し
」

と
す
る
諸
注
釈
に
も
、
単
純
に
そ
う
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、

「宇
治
」
の

「
う
」
を

「憂
」
と
掛
詞
で
あ
る
と
説
明
し
た
の
ち

に
、
お
も
む
ろ
に

「憂
し
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
も
の
が
多
く

な

っ
て
い
る
。
（前
掲
論
文
）

し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
語
の
音
韻
論
的
視
野
の
も
と
に

な
さ
れ
た
遠
藤
邦
基
氏
の

一
連
の
研
究
が
あ
り
、
傍
線
を
付
し
た
松
城

氏
の
指
摘
に
も
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
当
該
例
に
つ
い
て
直
接

的
に
参
照
す
べ
き
は
、
遠
藤
邦
基
著

『
国
語
表
現
と
音
韻
現
象
』
第
二

章

「音
韻
現
象
と
掛
詞
修
辞
」
（新
典
社
、　
一
九
八
九
年
、
初
出

一
九
七
二

年
）
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
、
和
歌
の
掛
詞
を
め
ぐ
る
博
引
労
証
の
考

証
か
ら
、
古
代
中
世
の
音
韻
現
象
の
解
析
に
及
ぶ
国
語
音
韻
史
上
の
す

ぐ
れ
た
考
察
で
あ
る
が
、
文
学
の
視
点
か
ら
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

多
い
。
遠
藤
氏
は
、
「
ぢ
」
と

「
じ
」
な
ど
を
め
ぐ
る
四

つ
仮
名
の
仮

名
違
い
に
つ
い
て
は
、
類
音
の
掛
詞
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
べ

き
だ
と
し
て
、
結
果
的
に

「宇
治
」
と

「憂
し
」
と
が
掛
詞
と
な
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
上
論
文
で
は
、
「逢
坂
の
関
の
此
方
は
　
何
と
か
や
な
　
君
に
粟

津
の
心
山
科
や
」
と
い
う

『
体
源
抄
』
所
引
の
風
俗
歌

へ
の
考
察
を
起

点
に
、
「
粟
津

（あ
は
づ
と

と

「
あ
は
ず
」
も
し
く
は

「
あ
は
む
ず
」
、

「
イ
ツ
モ
デ

（出
雲
路
）
と
イ
ツ
モ
ジ

（五
文
字
と

と
が
掛
詞
と
な

っ

た
古
例
を
と
り
あ
げ
、
「掛
詞
は
類
音
を
も
許
容
し
、
時
に
は
音
韻
史

の
常
識
を
破

っ
て
、
上
代
特
殊
仮
名
づ
か
い
の
ち
が
い
を
も
意
と
し
な

い
こ
と
さ
え
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
フ
」
の
イ
ツ
モ
デ
ト
イ
ツ
モ
ジ
」

を
も
そ
の
例
外
と
し
な
い
の
で
あ
る
」
な
ど
と
論
じ
、
興
味
深
い
諸
例

の
分
析
を
通
じ
て
、
「
四
つ
が
な
」
の
、
中
古
に
お
け
る

「
混
同
の
き

ざ
し
」
に
も
言
及
し
て
い
く
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
「
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
に

「
四
つ
が
な
」
の
世
界
で

も
問
題
に
な
り
う
る
地
名
に
、
「
淡
路
」
「宇
治
」
の
二
例
が
あ
る
」
と

し
て
、
「淡
路
」
に
つ
い
て
は

「淡
路
―
淡
シ
、
淡
路
―
逢

ハ
ジ
の
掛

詞
」
と
い
う
清
濁
を
超
え
た
諸
例
を
提
示
し
て
分
析
す
る
。
「
う
ぢ
」

に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る

「世
を
う
ぢ
や
ま
」
を
取
り

上
げ
、
「宇
治
は
、
語
頭
の
ウ
だ
け
で
な
く
チ
も
含
め
た
二
音
節
を
対

象
と
し
た
類
音
表
記
と
し
て
の
掛
詞
で
あ
る
と
推
測
す
る
」
。

遠
藤
氏
も
ま
た
、
「宇
治
の
ウ
だ
け
で
も

っ
て

「憂
シ
」
の
意
が
か

か
り
う
る
か
ど
う
か
に
い
さ
さ
か
疑
間
を
も
」
ち
、
「神
尾
暢
子
氏
の

調
査
」
を
踏
ま
え
て
、
「宇
治
―
憂
シ
と
考
え
ら
れ
る
」
掛
詞
に
は
、

「世
を
う
ぢ
山
」
の
喜
撰
歌
の

「例
の
ほ
か
に
も
う

一
首
見
出
せ
る
」
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と
し
て
、

わ
す
ら
る
る
身
を
う
ぢ
ば
し
の
中
た
え
て
人
も
か
よ
は
ぬ
年
ぞ
へ

に
け
る

（『古
今
集
』
巻
十
五
恋
五

・
八
二
五
）

と
い
う
和
歌
に
着
目
す
る
。
仮
名
遣
い
を
超
え
た
、
「宇
治
―
憂
シ
」

が

「類
音
異
義
語
」
と
認
識
さ
れ
、
「
お
そ
ら
く
は
掛
詞
と
し
て
意
識

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
言
及
す
る
の
で
あ
る

（同
上
論
文
）。
そ
れ
は
形

容
詞

「憂
し
」
を
比
定
す
る
従
来
の
掛
詞
を
、
語
幹
の

「
う
」
ば
か
り

で
な
く
、
「
う
し
」
二
字
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
応
用

・
展
開
さ
れ
た
論

で
も
あ

っ
た
。

教
え
ら
れ
る
所
の
多
い
高
論
で
あ
る
が
、
肝
心
の

「宇
治
」
に
つ
い

て
、
遠
藤
氏
の
推
測
の
方
向
は
私
見
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

遠
藤
氏
の
示
し
た
音
韻
的
根
拠
に
基
づ
き

つ
つ
も
、
先
に
見
た

「
を
」

格
の
は
た
ら
き
に
留
意
し
、
「
う
ぢ
」
と

「
う

（ん
）
じ
」
と
の
掛
詞

を
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
あ
は
づ
」
と

「
あ
は
む
ず
」
の

掛
詞
に
も
相
当
す
る
言
語
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
古
に
お
け
る

「
濁
音
の
前
の
鼻
音
的
要
素
」
（遠
藤
邦
基

「清
濁
対
応
と
掛
詞
技
法
〓
則

掲
書
第

二
早
所
収
）
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
う

（ん
）
ぢ
」
「
う

（ん
）
じ
」
と

も
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
あ
は
む
ず
」
の

「
む
」
が
、
省
略
で
き
な
い
文
法
要
素
の
表
記
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
「
う
ん

（む
）
じ
」
の

「
ん
」
や

「
む
」
は
、
撥

音
相
当
を
無
表
記
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
う
じ
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。

た
と
え
ば

『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
連
用
形

「
う
じ
」
を
立
項
し
、
『
源

氏
物
語
』
真
木
柱
巻
の
用
例
を
掲
出
し
て
い
る

（『角
川
古
語
大
辞
典
』

に
も
所
引
）。
た
だ
し

『
源
氏
』
の

「倦
ず
」
の
用
例

で
は
、
む
し
ろ

夕
霧
巻
の
例
の
ほ
う
が
異
文
の
少
な
い

「
う
じ
」
の
例
と
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
例
示
し
よ
う
。

こ
の
う
き
た
る
御
な
を
そ
き
こ
じ
め
し
た
る
へ
き
さ
や
う
の
こ
と

の
お
も
は
す
な
る
に
つ
け
て
う
し
給

へ
る
と
い
は
れ
給
は
ん
こ
と

を
お
ほ
す
な
り
け
り

（夕
き
り
、　
〓
二
五
四
⑫
）

「
を
」
格
の
動
詞
的
働
き
と

「
う
ぢ
」
と

「
う
じ
」
の
掛
詞
が
、
こ

う
し
て
結
ば
れ
て
く
る
。
遠
藤
氏
が
付
加
し
た
用
例
の

『古
今
集
』
和

歌
も
ま
た

「
を
」
格
を
有
し
、
「
わ
す
ら
る
る
身
を
倦
じ
」
、
と
読
ん
で

も
自
然
な
掛
詞
、
と
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
例
な
の
で
あ
る
。
如
上

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
今
度
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
視
野
に
入
れ

つ
つ

論
じ
て
み
た
い
。

五
、
八
の
宮
の
宇
治

『
源
氏
物
語
』
橋
姫
に
お
い
て
、
先
引
の
八
の
宮
の
和
歌
は
、
次
の

よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

帝
の
御
言
伝
に
て
、
「
あ
は
れ
な
る
御
住
ひ
を
、
人
伝
に
聞
く
こ

と
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
う
て
、

世
を
い
と
ふ
心
は
山
に
か
よ
へ
ど
も
八
重
た

つ
雲
を
君
や
隔

つ

る
阿
閣
梨
、
こ
の
御
使
を
先
に
立
て
て
、
か
の
宮
に
参
り
ぬ
。
な
の

め
な
る
際
の
、
さ
る
べ
き
人
の
使
だ
に
ま
れ
な
る
山
陰
に
、
い
と

め
づ
ら
し
く
、
待
ち
よ
ろ
こ
び
た
ま
う
て
、
所
に
つ
け
た
る
肴
な
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ど
し
て
、
さ
る
か
た
に
も
て
は
や
し
た
ま
ふ
。
御
返
し
、

あ
と
絶
え
て
心
す
む
と
は
な
け
れ
ど
も
世
を
う
ぢ
山
に
宿
を
こ

そ
か
れ

聖
の
か
た
を
ば
卑
下
し
て
聞
こ
え
な
し
た
ま
へ
れ
ば
、
な
ほ
世
に

恨
み
残
り
け
る
と
、
い
と
ほ
し
く
御
覧
ず
。

こ
の
よ
う
に
そ
れ
は
、
彼
の
住
ま
い
ぶ
り
に
関
心
を
抱
い
た
弟
の
冷

泉
院
か
ら
の

「世
を
い
と
ふ
心
は
山
に
か
よ
へ
ど
も
」
と
い
う
和
歌
に

対
す
る
返
歌
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を

「世
を
う
ぢ
山
」
で
受
け
止
め
る
贈

答
に
は
、
「世
を
い
と
ふ
山
」
＝

「世
を
う
ぢ
山
」
＝
宇
治
山
と
い
う

対
応
が
存
す
る
。
そ
し
て
八
の
宮
の
和
歌
は
ま
た
、
「聖
の
か
た
を
ば

卑
下
し
て
聞
こ
え
な
し
た
ま
へ
れ
ば
、
な
ほ
世
に
恨
み
残
り
け
る
」
想

い
の
表
出
で
あ

っ
た
。
「
ウ
ン
ズ
ル
は
、
自
分
を
疎
外
す
る
社
会

。
人

間
関
係
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
抱
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
」

６
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』
語
誌
）。
「世
を
う
ぢ
」
と

「世
を
う

（ん
）
じ
」
が
掛
詞
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
意
味
的
に
も
形
式

的
に
も
、
鮮
や
か
な
照
合
を
な
す
の
で
あ
る
。

自
身
を
取
り
巻
く
政
争
に
翻
弄
さ
れ
て
、
「
あ
い
な
く
」
「
さ
し
放
た

れ
」
、
人
ま
じ
ら
い
も
絶
え
て
し
ま

っ
た
八
の
宮
は
、
最
愛
の
妻
と
の
、

「
深
き
御
契
り
の
二

つ
な
き
ば
か
り
を
、
憂
き
世
の
な
ぐ
さ
め
に
て
、

か
た
み
に
ま
た
な
く
頼
み
か
は
し
た
ま

へ
り
」
。
す
で
に

「
憂
き
世
」

を
嘆
じ
て
い
た
彼
ら
に
は
、
お
互
い
の
存
在
こ
そ
が
こ
の
世
の
す
べ
て

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
八
の
宮
は
、
二
人
目
の
女
の
子
、
中
の
君
の
誕

生
と
引
き
替
え
に
そ
の
妻
を
失
い
、
「
ま
た
こ
の
年
ご
ろ
、
か
か
る
聖

に
な
り
果

て
て
、
今
は
限
り
と
、
お
ぼ
し
捨

て
た
ま

へ
る
世
」
に
、

「宇
治
と
い
ふ
所
」
に

「
わ
た
り
た
ま
ふ
」
。
「
う
き
よ
ぞ
と
思
ひ
す

つ

れ
ど
」
翁
相
模
集
』
一
一八
七
）、
た
だ
し
こ
こ
で
の

「世
」
と
は
、
出
家

し
な
い
彼
に
と

っ
て
、
あ
く
ま
で

「
憂
き
世
」
と
し
て
の

〈都
〉
で
あ

る
。
い
さ
さ
か
後
ろ
髪
を
引
か
れ

つ
つ

「
思
ひ
捨
て
た
ま
へ
る
世
」
を

捨
て
て
、
彼
は

「都
の
た
つ
み
」
宇
治
の
山
里
に
向
か

っ
た
の
だ

っ
た
。

宇
治
と
い
ふ
所
に
、
よ
し
あ
る
山
里
持
た
ま
へ
り
け
る
に
わ
た
り

た
ま
ふ
。
思
ひ
捨
て
た
ま
へ
る
世
な
れ
ど
も
、
今
は
と
住
み
離
れ

な
む
を
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。
（橋
姫
）

「河
霧
の
み
や
こ
の
た

つ
み
ふ
か
け
れ
ば
そ
こ
と
も
み
え
ぬ
宇
治
の

山
里
」
と
い
う
大
江
匡
房
の
和
歌

（『堀
河
百
首
』
七
三
八
）
も
伝
え
る

よ
う
に
、
喜
撰
の
和
歌
を
先
樅
と
し
て
、
彼
が
隠
遁
し
よ
う
と
す
る
宇

治
の
地
は
、
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
に
お
い
て
本
質
的
に
重
要
な
、

「山
里
」
と
い
う
空
間
で
あ

っ
た
。

宇
治
の
山
里
に
隠
棲
し
た
八
宮
の
憂
愁
の
思
い
に
は
、

山
里
も
同
じ
う
き
世
の
中
な
れ
ば
所
か

へ
て
も
住
み
う
か
り
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（六
帖
　
一
一　
山
里
）

そ
う
し
た
山
里
の
傷
心
が
消
化
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

（木
船
氏
前
掲
論
文
）

宇
治
の
女
た
ち
に
対
す
る

「山
里
」
の
意
味
は
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
、
七
十
六
例
に
の
ぼ
る

「山
里
」
の

用
例
中
、
実
に
六
割
強
の
四
十
九
例
が
宇
治
十
帖
に
集
中
す
る
と

い
う
用
例
の
分
布
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
よ
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り
問
題
は
量
の
大
き
さ
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
（中
略
）
大

君
、
浮
舟
に
と

っ
て

「山
里
」
は
終
生
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
場
所
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

「山
里
」
を
離
れ
ら
れ
な
い

「女
」
を
主
役
に
据
え
た
の
が
宇
治
十
帖
の
物
語
な
の
で
あ

っ
た
。

（今
西
祐

一
郎

「山
里
」
『国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
八
巻

一

六
号
、　
一
九
八
三
年

一
二
月
号
）

世
を
の
が
れ
、
山
里
へ
隠
れ
住
む
こ
と
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
文
脈
に
、

動
詞

「
倦
ず
」
が
用
い
ら
れ
る
。

あ
て
な
る
女
の
、
尼
に
な
り
て
、
世
の
中
を
思
ひ
う
ん
じ
て
、
京

に
も
あ
ら
ず
、
は
る
か
な
る
山
里
に
す
み
け
り
。
も
と
し
ぞ
く
な

り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
り
け
る
。

そ
む
く
と
て
雲
に
は
乗
ら
ぬ
も
の
な
れ
ど
世
の
う
き
こ
と
ぞ
よ

そ
に
な
る
て
ふ

（『伊
勢
物
〓
置

一
〇
二
段
、
新
編
全
集
）

世
の
中
を
う
ん
じ
て
筑
紫

へ
下
り
け
る
人
、
女
の
も
と
に
お
こ
せ

た
り
け
る
。

忘
る
や
と
い
で
て
来
し
か
ど
い
づ
く
に
も
う
さ
は
は
な
れ
ぬ
も

の
に
ぞ
あ
り
け
る

（『大
和
物
語
』
五
九
段
、
新
編
全
集
）

（季
明
は
、
弟
の
右
の
お
と
ど
正
頼
に
）
「
前
略
）
折
あ
ら
ば
、
こ
れ

（
＝
実
忠
）
顧
み
さ
せ
た
ま

へ
。
世
の
中
思
ひ
捨
て
て
侍
れ
ど
、

こ
れ
い
た
づ
ら
に
な
し
た
ま
ふ
な
」
と
、
泣
く
泣
く
聞
こ
え
た
ま

ふ
。
右
の
お
と
ど
、
ス
中
略
）
年
ご
ろ
、
む
か
し
よ
り
、
い
か
で

心
ざ
し
深
く
と
は
、
こ
の
君
を
こ
そ
思
ひ
聞
え
し
か
。
ま
た
侍
る

所
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
か
ば
、
あ
は
れ
に
む

つ
ま
し
き
者
に
思
ひ

き
こ
え
し
か
ど
も
、
あ
や
礼
う
、
年
ご
ろ
山
里
に
籠
り
も
の
し
た

ま
ふ
ら
ん
は
、
世
の
中
に
倦
じ
た
ま
ふ
こ
と
や
あ
ら
む
。
な
で
ふ

御
心
あ
り
て
か
、
な
ど
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
。
先

つ
年
ご
ろ
、
侍
る

所
に
こ
れ
か
れ
も
の
し
た
ま
ふ
こ
と
侍
る
と
か
。
（下
略
）
つ
つ
つ

ほ
物
語
』
国
譲
上
、
新
編
全
集
）

八
の
宮
も
ま
た
、
右
の

『伊
勢
』
や

『
大
和
』
の
詞
を
借
り
て
言
え

ば
、
「世
の
中
を
う
ん
じ
て
」
、
「京
に
も
あ
ら
ず
、
は
る
か
な
る
山
里
」

の

「宇
治
」
に

「
す
み
け
り
」
と
い
う
境
遇
で
あ

っ
た
。
「
を
」
格
に

対
応
さ
せ
、
動
詞

「倦
ず
」
を
比
定
す
れ
ば
、
世
を
厭
い
雛
に
下

っ
た
、

そ
う
そ
し
る
人
を
恨
む
喜
撰
の
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
世
を
厭
い
宇
治

へ
下

っ
た
過
程
が
物
語
に
描
か
れ
る
八
の
宮
の
心
境
と
は
、
よ
り
的
確

に
対
応
す
る
。
こ
う
し
て
、
船
城
氏
が

「憂
し
」
説
に
対
し
て
示
し
た

問
題
点
と
し
て
、
「真
淵
が
し
て
い
る
よ
う
に

「世
を
憂
く
思
い
悟

っ

て
逃
れ
住
む
」
な
ど
と
す
れ
ば
、
歌
意
は
通
ず
る
が
、
そ
れ
で
は
ま
わ

り
く
ど
す
ぎ
る
」
、
と
し
た
解
釈
の
難
点
は
む
し
ろ
積
極
的
に
解
消
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
松
城
氏
の
対
案

で
あ
る

「
投
げ
捨
て

る
」
説
に
は
、
如
上
の
世
を
厭
い
宇
治

へ
下
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は

導
き
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
宇
治
と
憂
し
、
そ
し
て
倦
じ
を
め
ぐ
る

と
こ
ろ
で

「
う
ん
ず
」
と
は
、
「
倦

↑
３

み
す
」
あ
る
い
は

「鬱

（う

３

す
」
ま
た

「憂

（，３

み
す
」
の
変
化
し
た
も

の
と

い
う
」

３
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
し
。
確
か
に
、
先
引
の

『
伊
勢
』
も

『
大
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和
』
も
、
「倦
じ
」
に
続
い
て

「世
の
憂
き
こ
と
」
「憂
さ

（宇
佐
と
掛

詞
と

が
登
場
す
る

（波
線
部
）。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

橋
姫
巻
に
は

「語
脈
」
（萩
原
広
道

『源
氏
物
語
評
釈
』
夕
顔
）
の
よ
う
に
、

「山
里
」
と
と
も
に
、
「憂
し
」
と
い
う
語
が
散
見
し
て
い
た
。
少
し
付

加
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

の
ち
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
し
君
を
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も

「
い
で
や
、

を
り
ふ
し
心
憂
く
」
な
ど
う
ち

つ
ぶ
や
き
て
、

い
か
で
か
く
巣
立
ち
け
る
ぞ
と
思
ふ
に
も
う
き
水
鳥
の
契
り
を

ぞ
知
る

（大
君
の
和
歌
。
「
う

（浮
）
き
」
に

「憂
き
」
を
か
け
」

（全
集
頭
注
）、
「
憂
き
水
鳥
」
に

「憂
き
身
」
を
読
み
込
む
」
（古
典

集
成
頭
注
と

そ
し
て
船
城
氏
も
示
す
よ
う
に
、
「実
際
、
「宇
治
」
の

「
う
」
を

「憂

し
」
の

「
う
」
に
掛
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
和
歌
も
」
『
源
氏
物
語
』

の
中
に

「存
す
る
」
。
そ
れ
は
や
は
り
宇
治
十
帖
、
浮
舟
巻
に
あ
る
。

里
の
名
を
我
が
身
に
知
れ
ば
山
城
の
宇
治
の
わ
た
り
ぞ
い
と
ど
住

み
憂
き

「倦
じ
」
と

「
憂
し
」
と
。
そ
れ
は
喜
撰
の
和
歌
で
も

「
を
」
格
を

発
条
と
し
て
呼
応
し
、
連
続
し
合
う
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
発
想
を
導
く

「
を
」
格

へ
の
着
目
は
、
船
城
氏
も
注
に
引
用
す
る
例
だ
が
、
賀
茂
真

淵

『宇
比
麻
奈
備
』
に
見
出
さ
れ
る
。

是
は
わ
れ
世
の
中
を
う
し
と
思
ふ
故
に
、
の
が
れ
来
て
こ
ゝ
に
住

め
り
。
即
こ
ゝ
を
世
を
う
ぢ
山
と
人
の
い
ふ
ぞ
と
い
へ
り
、
或
人

平
安
城
の
巽
な
る
宇
治
山
に
、
幽
居
の
意
を
得
て
、
如
是
住
て
あ

り
、
然
る
に
猶
此
山
を
名
づ
け
て
、
世
を
う
き
山
と
世
の
人
は
い

ふ
な
り
、
名
の
み
し
て
、
か
く
う
き
事
は
あ
ら
ぬ
も
の
を
と
よ
め

る
と
い
ひ
つ
る
を
、
荷
田
在
満
い
は
く
、
世
の
人
の
う
き
と
い
ふ

山
を
、
世
を
う
ぢ
山
と
い
ふ
べ
し
や
、
を
の
助
辞
さ
て
は
聞
え
が

た
く
侍
る
也
、
此
世
を
う
し
と
思
ふ
は
喜
撰
が
こ
ゝ
ろ
、
そ
れ
故

に
山

へ
入
た
り
、
さ
て
そ
の
山
を
う
ぢ
山
と
い
へ
ば
、
直
に
名
を

い
ひ
た
る
に
て
、
只
そ
の
居
所
を
こ
と
わ
れ
る
の
み
の
歌
な
る
べ

し
、
人
は
と
い
ふ
は
の
こ
と
ば
に
つ
よ
く
泥
む
べ
か
ら
ず
。
世
を

う
し
と
い
ふ
よ
り
、
人
Ю
わ
防
山
と
い
ふ
に
つ
づ
け
た
る
な
ど
、

古
今
の
序
に
い
へ
る
、
始

終
た
し
か
な
ら
ぬ
す
が
た
成
べ
し
と
、

世
を
の
を
の
事
中
ご
ろ
の
世
の
歌
に
、
よ
の
中
を
う
し
と
や
さ
し

と
、
身
を
う
ぢ
は
し
、
身
を
う
き
草
な
ど
の
つ
ゞ
け
の
み
あ
れ
ば
、

此
論
よ
ろ
し
き
也
、
（賀
茂
真
淵

『宇
比
麻
奈
備
』
上

・
喜
撰
法
師
、

『賀
茂
真
淵
全
集
し

「世
を
」
の

「
を
」
格
に
注
目
し
、
「憂
し
」
を
活
か
し
て
解
釈
す
れ

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に

「
わ
れ
世
の
中
を
う
し
と
思
ふ
故
に
」
の
よ
う
に

「
思
ふ
故
に
」
を
補
読
し
た
形
を
取
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
そ
の
か
た
ち

な
ら
、
右
に
も

一
部
引
か
れ
る
よ
う
に
、
古
く
よ
り
用
例
を
検
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も

「世
を
憂
く
思
い
悟

っ
て
逃
れ
住
む
」
こ
と

を
示
唆
す
る
用
例
で
あ
る
。

世
の
中
を
憂
じ
と

（世
間
乎
宇
之
等
）
や
さ
し
と
思

へ
ど
も
飛
び

立
ち
か
ね

つ
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば

（『万
葉
集
』
巻
五
、
八
九
二
、
山

上
憶
良
）



む
か
し
、
男
女
、
い
と
か
し
こ
く
思
ひ
か
は
し
て
、
こ
と
心
な
か

り
け
り
。
さ
る
を
、
い
か
な
る
こ
と
か
あ
り
け
む
、
い
さ
さ
か
な

る
こ
と
に
つ
け
て
、
世
の
中
を
憂
じ
と
思
ひ
て
、
い
で
て
い
な
む

と
思
ひ
て
…

（『伊
勢
物
〓
巴

一
三
段
）

そ
れ
は
ま
さ
に
、
「倦
ず
」
と
い
う

一
語
に
本
然
的
に
内
包
さ
れ
て

い
た
意
味
世
界
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
、
次
の

『
万
葉

集
』
の
古
い
用
例
で
あ
る
。

世
の
中
を
憂
じ
と
思
ひ
て

（世
間
乎
倦
述
思
而
）
家
出
せ
し
我
や

何
に
か
か
へ
り
て
な
ら
む

（『万
葉
集
』
巻
十
二
、
三
一
一六
五
）

こ
の
和
歌
の

「
「憂
し
」
の
原
文

「倦
」
、
名
義
抄
に

「
ウ
ム

。
モ
ノ

ウ
シ

・
ツ
カ
ル
」
な
ど
の
訓
が
あ
る
」
（新
大
系
脚
注
）。
そ
の

「
原
文

「倦
」
は

「憚
」
公
一八
七
三
）
に
同
じ
」
（新
編
全
集
頭
注
）。

逢
は
な
く
も
憂
じ
と
思

へ
ば

（憚
常
念
者
）
い
や
ま
し
に
人
言
繁

く
聞
こ
え
来
る
か
も

（同
巻
十
二
、
二
八
七
一
し

「
憂
し
」
は
心
の
ふ
さ
い
だ
状
態
。
原
文

「憚
」
は
巻
十
二
に
だ
け

見
え
る
文
字
」
（新
大
系
脚
注
）
で
、
「

一
切
経
音
義
』
巻
二
十
七

の

『
玉
篇
』
供
文
に

「倦
也
、
怠
也
」
と
あ
り
」
（全
集
頭
注
）、
「名
義
抄

の
同
字
に

「
モ
ノ
ウ
シ
」
、
「倦
」
に

「
ウ
ム

・
ウ

こヽ

の
訓
が
見
え

る
」
（新
大
系
脚
注
）。

二
八
七
二

。
三
二
六
五
の
両
歌
に
共
通
す
る

「世
間
」
と
い
う
語
と

も
相
侯

っ
て
、
〈世
の
中
を
憂
じ
と
思
う
〉
『
万
葉
集
』
の
歌
境
に
既
に
、

仏
教
的
な
遁
世
の
イ
メ
ー
ジ
が
潜
在
す
る
。
ま
さ
し
く
文
字
と
し
て
の

「倦
」
は
、
意
味
に
於
い
て

「憂
し
」
で
あ
り
、
訓
と
し
て

「
う
む
」

を
含
み
、
そ
し
て
い
ず
れ
か
の
派
生
語

「
う
ん
ず
」
と
語
義
的
に
対
応

す
る
。
憂
し
と
倦
じ
と
は
、
文
字
を
も
含
め
て
、
形
容
詞
と
動
詞
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
応
じ
て
は
た
ら
き

つ
つ
、
極
め
て
近
い
類
義
語
で

あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
解
釈
上
の
立
場
と
し
て

「世
を
宇
治
山
」
に
は

「世
を

倦
じ
山
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
、
と
読
む
。
そ
し
て
和
歌
の
表
記
で
あ

る
か
ら
撥
音
と
濁
音
と
が
捨
象
さ
れ
、
後
者
は

「
よ
を
う
し
や
ま
」
と

い
う
表
記
形
式
に
収
欽
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
。
結
句
そ
れ
は
、
遠
藤
氏

が
示
し
て
見
せ
た
、
「世
を
憂
し
山
」
と
い
う
解
釈
と
同

一
形
式
に
重

な

っ
て
い
く
。
「世
を
倦
じ
山
」
と
い
う
理
解
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と

も
ま
た
、
相
応
に
重
要
で
あ

っ
た
。

と
い
う
の
は
、
「動
詞
的
な
要
素
」
を
凝
縮
し
た
語
と
し
て
、
「憂
し

と
思
ふ
」
＝

「
倦
ず
」
は
、
あ
た
か
も
可
逆
的
に
相
即
す
る
か
ら
で
あ

る
。
物
語
世
界
の
語
脈
と
し
て
の

「憂
し
」
と
、
八
の
宮
の
行
為
と
し

て
の

「倦
じ
」
と
は
、
か
く
し
て

一
体
的
に
あ
の
和
歌
を
表
象
す
る
だ

ろ
う
。
喜
撰
の
和
歌
は

『古
今
和
歌
集
』
巻
十
八
雑
下
に
所
収
さ
れ
る
。

こ
の
巻
に
は

「世
中
の
う
さ
」
（九
一一一五
）、
「
あ
な
う
世
中
」
（九
一一一工Ｏ
、

「世
中

の
う
き
も

つ
ら
き
も
」
（九
四

し
、
「世

の
う
き
」
（九
五
一
し
、

「
よ
の
う
き
め
見
え
ぬ
山
ぢ
へ
い
ら
む
」
（九
五
五
）、
「
う
き
世
中
」
（九

五
一一一）
な
ど
の
類
句
に
満
ち

つ
つ
、
九
四
九
番
歌
以
下
九
五
六
番
歌
あ

た
り
ま
で
、
世
を
遁
れ
山
に
入
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
す
る
和
歌
が
続
く
。

そ
し
て
、
冷
泉
院
と
の
和
歌
と
同
じ

「世
を
ば
い
と
は
む
」
（そ
せ
い
、

九
四
七
）、
「世
の
中
を
い
と
ふ
山
べ
」
（九
四
九
）
と
い
う
表
現
や
、
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山
里
は
物
の
わ
び
し
き
事
こ
そ
あ
れ
世
の
う
き
よ
り
は
す
み
よ
か

り
け
り

（九
四
四
）

白
雲
の
た
え
ず
た
な
び
く
苓
に
だ
に
す
め
ば
す
み
ぬ
る
世
に
こ
そ

あ
り
け
れ

（九
四
五
）

と
い
う
連
続
、
ま
た
、

山
の
ほ
う
し
の
も
と

へ
つ
か
は
じ
け
る
　
凡
河
内
み
つ
ね

世
を
す
て
て
山
に
い
る
人
山
に
て
も
猶
う
き
時
は
い
づ
ち
ゆ
く
ら

む

（九
五
六
）

と
い
う
和
歌
な
ど
、
あ
た
か
も
八
の
宮
と
の
贈
答
歌
の
境
地
を
詠
ん
だ

よ
う
な
歌
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
の

『古
今
集
』
享
受
の
濃
度

（た
と
え
ば
著
名
な

『枕
草
子
』
の
逸
話
）
を
考
え
れ
ば
、
如
上
の
歌
群
を

前
提
に
喜
撰
歌
と
八
の
宮
歌
と
を
提
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

「宇
治
は
院
政
期
に
入

っ
た
こ
ろ
か
ら
、
か

つ
て
喜
撰
法
師
が
う
た

っ

た
よ
う
に

「世
を
う
し
山
」
―

「
憂
し
宇
治
」
と
い
っ
た
雰
囲
気
が

つ

よ
く
な

っ
て
く
る
」
「
宇
治
市
史
』
１
・
第
３
土う
。
喜
撰
歌
の
解
釈
に

も
、
そ
の
こ
と
は
し
か
る
べ
く
還
元
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

七
、
う
ぢ
の
は
ち
の
み
や
と
う
だ
の
は
ち
の
み
や

し
か
し
、
そ
う
し
た
和
歌
の
本
義
と
は
別
に
、
本
論
第
二
章
に
戻
れ

ば
、
松
城
氏
が
自
然
な
読
後
感
と
し
て
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
言
語
遊

戯
を
内
在
す
る
こ
の

「世
を
う
ぢ
山
」
の
句
が
、
「世
を
」
に
対
し
て

「
う
ぢ
」
と
い
う
語
が
動
詞
的
に
作
用
す
る
と
い
う
認
識
を
、
読
者
に

抱
か
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
点
は
依
然
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば

こ
れ
ま
で
読
者
は
、
い
さ
さ
か
の
違
和
感
を
抱
き

つ
つ
も
、
こ
の
句
に

つ
い
て

「世
を
う
」
ま
で
の
掛
詞
と
し
て
享
受
し
て
き
た
。
「
そ
う
な

る
と
、
格
助
詞

「
を
」
の
存
在
が
ま
す
ま
す
気
に
な

っ
て
く
る
か
ら
、

自
然

「
う
」
を
動
詞
的
に
考
え
る
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
」
（松
城
氏

前
掲
論
文
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
訟
城
氏
の
よ
う
に
、
「世
を
う
ぢ
」
の

「
う
ぢ

（う
ち
と

を
動
詞
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
う
た
」

も
し
く
は

「
う
だ
」
と
い
う
活
用
形
式
が
仮
設
的
に
想
定
さ
れ
、
「
う

だ
」
と

「
う
ぢ
」
と
を
同

一
語
的
に
連
想
付
け
る
。
動
詞
で
な
く
て
も

よ
い
。
名
詞
と
し
て
の

「
う
ぢ
」
と

「
う
だ
」
と
は
、
あ
た
か
も
被
覆

形
と
露
出
形
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
両
語
が
結
局
は

一
語
で
あ
る
か
の

よ
う
に
読
者
に
印
象
さ
せ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
喜
撰
法
師
の
歌
を
用

い
て
宇
治
八
の
宮
の
造
型
の

一
端
を
推
し
進
め
た

『
源
氏
物
語
』
に
お

い
て
は
、
「
う
だ
八
の
宮
」
と

「
う
ぢ
八
の
宮
」
の
類
似
性
は
、
も
は

や
単
な
る
類
音
で
は
な
い
。
文
法
的
連
鎖

へ
の
認
識
を
基
底
に
、
言
語

遊
戯
と
し
て
た
や
す
く
結
ば
れ
、
敦
実
親
王
准
拠
説
に

一
つ
の
理
解
と

連
合
の
場
を
提
供
す
る
。
宇
治
八
の
宮
は
言
語
の
上
で
も
、
宇
多
八
の

宮
の
ア
ヴ

ァ
タ
ー
ラ

（化
身
）
の
よ
う
に
、
読
者
の
前
に
幻
想
的
に
浮

か
び
上
が
る
…
。

右
の
最
後
の
解
釈
は
、
す
で
に
読
書
の
多
様
性
、
読
者
の
恣
意
性
の

領
域
に
踏
み
込
ん
だ
理
解
と
な

っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
普
遍

性
を
強
調
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
喜
撰
法
師
の
和
歌
の
再

解
釈
と
と
も
に
、
宇
多
八
の
宮
敦
実
と
宇
治
八
の
宮
と
の
准
拠
的
連
合

の

一
面
が
、
言
語
的
に
傍
証
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
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注（１
）拙
稿

「心
に
思
う
ま
ま
を
書
く
草
子
―
徒
然
草
へ
の
途
―
」
（上
）
（下
）

「
国
語
国
文
』
五
八
巻

一
一
、　
〓

一号
、　
一
九
八
九
年

一
一
、　
〓

一月
）
や

「源
信
の
母
、
姉
、
妹
―
源
氏
物
語

「横
川
の
僧
都
」
と
源
信
外
伝
成
立
を

め
ぐ
っ
て
―
」
「
国
語
国
文
』
六
五
巻
四
号
、　
一
九
九
六
年
四
月
）
な
ど
。

（２
）拙
稿

「玄
宗

・
楊
貴
妃

・
安
禄
山
と
桐
壺
帝

。
藤
壺

。
光
源
氏
の
寓
意
―

続
古
事
談
か
ら
見
る
源
氏
物
語
―
」
翁
詞
林
』
三
六
、
二
〇
〇
四
年

一
〇

月
）、
「武
恵
妃
と
桐
壺
更
衣
、
楊
貴
妃
と
藤
壺
―

『源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の

准
拠
の
仕
組
み
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
語
文
』
八
四

・
八
五
輯
、
二
〇
〇
六
年

二
月
）、
天
北
山
の
な
に
が
し
寺
〉
再
読
―

『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
旅
―
」

翁
説
話
論
集
』
第

一
七
集
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）、
「
胡
旋
女
」
の
寓
意
―

『
源
氏
物
語
』
の
青
海
波
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
白
居
易
研
究
年
報
』
第
九
号
、

二
〇
〇
八
年
九
月
）。

（３
）
国
文
学
研
究
資
料
館

。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
共
催

「国
際
日
本

文
学
共
同
研
究
集
会
　
国
際
的
相
関
研
究
の
あ
り
か
と
ゆ
く
え
」
公
一〇
〇

七
年
二
月
四
日
於
大
阪
国
際
会
議
場
グ
ラ
ン
キ

ュ
ー
ブ
大
阪
）
の
∽
８
∽一ｏ
●

Ｈ
¨
そ
ば
み
た
る

『源
氏
物
語
』
ｌ
ｏ
８
一
日
０
●
０
∞
”
”留
■
●
聟
ｏ
豊
ｏ
に
お

い
て
、
「宇
治
八
の
宮
再
読
」
と
し
て
口
頭
発
表
し
、
そ
の
後
そ
の

一
部
を

改
訂
し
、
「
源
氏
物
語
』
宇
治
八
の
宮
再
読
―
敦
実
親
王
准
拠
説
と
そ
の
意

義
―
」
「
国
語
国
文
』
七
八
巻
三
号
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）
と
題
し
て
文
章

化
し
た
。

（４
）
「宇
治
」
と

「憂
し
」
と
の
掛
詞
、
と
い
う
こ
と
を
や
や
ル
ー
ズ
に
説
く

書
も
あ
る
が
、　
一
般
書
に
及
ぶ
ま
で
、
基
本
的
に
は
こ
の
理
解
が

一
般
的
な

も
の
で
あ
る
。
神
作
光

一
編

『
八
代
集
掛
詞

一
覧
』
（風
間
書
房
、
二
〇
〇

二
年
）
で
は

「
こ

の
項
に

コ
宇
治

（地
名
）
。
憂
ピ

と
し
て
、
当
該

『古
今
集
』
歌
ほ
か
を
挙
げ
る
。
『百
人

一
首
』
諸
注
の
便
覧
に
は
、
島
津
忠

夫

・
上
條
彰
次

『百
人

一
首
古
注
抄
』
（和
泉
書
院
）
、
加
藤
磐
斎

『百
人

一

首
増
註
』
（八
坂
書
房
）
、
神
作
光

一
「古
注

。
新
注
数
種
対
照
　
小
倉
百
人

一
首
演
習
ノ
ー
ト

（４６
）
‐

（八
）
喜
撰
法
師
―
」
翁
吉
海
直
人
編

『百
人

一
首
研
究
資
料
集
』
第
二
巻

。
注
釈
二
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
初

出

一
九
七
四
年
）
を
基
礎
資
料
と
し
て
、
管
見
の
関
連
注
釈
書
を
参
照
し
た
。

（５
）
注

（２
）
所
掲
の
口
頭
発
表
の
段
階
で
は
船
城
氏
の
論
文
を
未
知

・
未
読

で
あ

っ
た
が
、
「
を
」
格
と
動
詞
性
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
問
い
か
け
を

行
っ
た
。

（６
）
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
山
戸
朋
盟

（竹
男
）
氏
の

「
朋
盟
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

ゴ
諄
０
く
ヽ
１
■
１
一
〓
む
】恒
ｏ
σ
ｏ
ｂ
ｏ
・一０
ヽ
‐
す
ｏ
」
ヨ
Ｑ
＞
●
Ｏ
ｏ
ド

，
一日
】
の
中
の
、

「筆
曲
歌
詞
解
説
」
に
お
い
て
、
「茶
の
湯
音
頭
」
の
同
歌
相
当
部
分
に
つ
い

て
、
「宇
治
」
に

「倦
じ
」
を
宛
て
、
「倦
じ
　
「倦

（う
）
ず
」
（厭
だ
と
思

う
）
と
い
う
サ
変
複
合
動
詞
の
連
用
形
。
「宇
治
」
と

「倦
じ
」
が
掛
詞
。

「宇
治
」
と

「憂
し
」
の
掛
詞
と
い
う
説
明
も
あ
る
。
」
と
注
記
さ
れ
る
例
が

あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
記
述
は
そ
れ
以
上
誌
さ
れ
な
い
。
同
歌
詞
解
説
は
、

「私
の
和
歌
表
現
に
対
す
る
独
自
の
理
解
の
表
れ
と
」
し
て
示
さ
れ
た
も
の

と
い
・つ
。

（７
）
Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
新
編
国
歌
大
観
の

『秀
歌
大
体
』

一
〇
七
は
、
「我
が
い

ほ
は
都
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
じ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
」
と
翻
刻
し
、

検
索
も
同
様
で
あ
る
が
、
底
本
を
等
し
く
す
る
は
ず
の
活
字
版
は

「
う
ぢ

山
」
と
す
る
。
そ
の
錯
誤
の
レ
ベ
ル
は
と
も
か
く
と
し
て
、
同
音
と
な
っ
た

「ぢ
」
と

「
じ
」
を
前
に
す
れ
ば
、
両
語
が
混
同
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
自
然

で
あ
る
。
な
お

「
う
ん
じ
」
は
、
撥
音
を
含
む
た
め
か
、
ま
た
文
体
的
な
問

題
も
あ
る
の
か
、
歌
語
と
し
て
の
用
例
を
知
ら
な
い
の
で
、
ご
教
示
を
乞
う
。

（８
）
引
用
は

『源
氏
物
語
大
成
』
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
同
書
の
校
異
を
参
照

す
れ
ば
、
璽
目
表
紙
本
】
う
し
―
う
ん
じ
肖
、
【河
内
本
】
異
文
な
し
、
【別



本
】
う
し
―
そ
む
し
御
―
そ
む
き
保
―
そ
し
国
と
な
り
、
「
ふ
す
へ
ら
れ
け

る
程
あ
ら
は
に
人
も
う
し
給
ぬ
へ
け
れ
は
ぬ
き
か
へ
て
」
と
あ
る

（ま
き
は

し
ら
、
九
四
八
⑤
）
の
ほ
う
は
、
璽
円
表
紙
本
】
う
し
給
ぬ
へ
け
れ
は
―
み

う
し
給
ぬ
へ
け
れ
は
為
―
そ

（御
ら
ん
）
し
た
ま
ひ
ぬ
へ
け
れ
は
池
、
【河

内
本
】
う
し
―
み
う
む
し
河
、
【別
本
】
う
し
―
み
う
ん
じ
保
―
御
覧
し
長

―
う
と
み
麦
阿
、
と
な
る
。

（９
）
「経
厚
抄
」
が
喜
撰
歌
を

「世
憂
山
と
人
は
き
ら
へ
ど
も
」
、
「天
理
本
聞

書
」
が

「山
の
名
が
宇
治
な
れ
ば
世
を
憂
と
て
」
と
す
る
が
如
く
、
「宇
」

と

「憂
」
の
語
頭
掛
詞
で
あ
る
と
と
も
に
、
脚
韻

（
＝
イ
）
の
類
音
性
を
基

軸
に
、
「
う
ぢ
」
と

「
う
き
」
を
掛
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（１０
Ｙ
」
の
補
読
が

「故
に
」
と
い
う
原
因

・
理
由
を
付
随
す
る
こ
と
に
は
、
形

容
詞
語
幹
に

「を
」
が
前
置
し
て
原
因

。
理
由
を
示
す
、
ミ墨
“法
の
古
い
形

式
へ
の
記
憶
が
背
景
に
存
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（１ｌ
Ｖ
ｃ
の
両
歌

「山
里
」
「世
の
う
さ
」
「
す
み
よ
か
り
」
を

「す
め
ば
す
み
ぬ

る
世
」
に
つ
な
ぎ
、
憂
き
宇
治
の
山
里
に

「す
み
」
（住
み

。
澄
み
）
と
い

う
歌
意
を
八
の
宮
の
和
歌
に
も
た
ら
し
た
の
だ
と
し
た
ら
、
後
者
の
作
者
が

八
の
宮
准
拠
説
の
一
人
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
惟
喬
で
あ
る
こ
と
に
も
、
あ
ら

た
め
て
興
味
深
い
意
味
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（‐２
）
井
上
宗
雄

『
百
人

一
首
　
王
朝
和
歌
か
ら
中
世
和
歌

へ
』
（笠
間
書
院

・

古
典
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
二
〇
〇
四
年
）
に
、
喜
撰
歌
の
注
解
と
し
て

『宇
治

市
史
』
の
こ
の
叙
述
へ
の
言
及
が
あ
る
。

（‐３
）
な
お
真
淵
が

「を
」
格
の
例
と
し
て
挙
げ
る

「わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草

の
ね
を
た
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ
」
「
古
今
和
歌
集
』
序
、

巻
十
八
雑
歌
下

。
九
二
八
）
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
喜
撰
歌
が
所
収
さ
れ
る

巻
十
八
に
あ
る
点
で
重
要
で
あ
り
、
「し
か
す
が
に
か
な
し
き
も
の
は
よ
の

な
か
を
う
き
た
つ
ほ
ど
の
こ
こ
ろ
な
り
け
り
」
「
後
拾
遺
和
歌
集
』

一
〇
二

一
、
馬
内
侍
）
と
い
う
和
歌
と
と
も
に
、
「浮
き
」
と

「憂
き
」
が
掛
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
。
こ
の
掛
詞
を
介
在
さ
せ
れ
ば
、
注

（９
）

の
よ
う
な
理
解
を
併
せ
て
、
「
う
き
」
に
は
こ
の
形
で
動
詞
的
な
は
た
ら
き

を
も
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
当
該
喜
撰
歌
及
び
八
の
宮
歌

で
問
題
と
な
る

「
う
し

（じ
と

「
う
ち

（ぢ
と

と
い
う
二
音
の
類
音
を
有

せ
ず
、
な
に
よ
り

「浮
き
」
と
い
う
語
彙
が
両
歌
の
意
味
世
界
と
重
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
本
文
に
引
用
し
た

『
源
氏
』
夕
霧
巻
の

「倦
じ

（う
し
と

の
例
の
文
脈
が
、
「
う
き
た
る
御
な
」
と

「う
き
」
を
前
置
す
る
こ
と
な
ど
、

ど
こ
か
で
通
じ
る
部
分
は
あ
る
。
い
ま
は
参
考
と
し
て
お
く
。

（‐４
）
注

（９
）
や

（１３
）
に
掲
げ
た
よ
う
な
解
釈
を
参
照
す
る
と
、
「
う
だ
」

と

「
う
ぢ
」
の
二
音
節
に
掛
詞
的
な
類
音
関
係
を
見
る
こ
と
自
体
、
実
は
さ

ほ
ど
特
別
な
解
釈
的
過
程
を
経
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で

そ
う
想
定
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
ー
言
語
遊
戯
と
し
て
の
仮
想
的
活
用
―
が
重
要

な
の
で
あ
り
、
「
う
た
」
は
と
も
か
く
、
「
う
だ
」
な
ど
と
い
う
形
の
未
然
形

を
有
す
る
動
詞
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。

（‐５
）
い
わ
ず
も
が
な
で
は
あ
る
が
、
サ
ケ

・
サ
カ
を

「酒
」
、
タ
ケ

・
タ
カ
を

「竹
」
と
し
て
、
母
音
の
相
違
に
拘
わ
ら
ず
同
語
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
認

識
行
為
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
名
詞
の
活
用

（川
端
善
明

『活
用
の
研
究
』
参
照
）
の
如
く
―
も
ち
ろ
ん
私
が
こ
こ
で
い
う
の
は
、
比

喩
的
な
、
類
推
的
な
レ
ベ
ル
で
、
で
あ
る
が
―
、
注

（１４
）
に
述
べ
た
こ
と

と
表
裏
の
関
係
に
な
る
。
な
お
遠
藤
氏
前
掲
書
の
掛
詞
認
定
は
、
上
代
特
殊

仮
名
遣
い
に
関
し
て
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。

（‐６
）
二
人
は
と
も
に

「
八
の
宮
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
「宇
多
八
の
宮
」
と
い
う

連
語
は
同
時
代
文
献
に
は
見
え
ず
、
「宇
治
八
の
宮
」
と
い
う
呼
称
は
、
物

語
本
文
の
中
で
は
、
国
冬
本
紅
梅
巻
の
異
文
の
中
に

「
う
ち
の
は
み
や
」
と

い
う
形
で
の
み
現
れ
る
。
敦
実
に
つ
い
て
は
、
コ
〒
子
院
歌
合
』
に

「八
宮
」



と
現
れ
て

〈宇
多
の
八
の
宮
〉
と
解
釈
さ
れ
る

（注

（３
）
所
掲

「
『源
氏

物
語
』
宇
治
八
の
宮
再
読
―
敦
実
親
王
准
拠
説
と
そ
の
意
義
―
」
参
照
）。

「
う
だ
」
も

「
う
ぢ
」
も
、
後
人
の
呼
称
と
し
て
存
在
す
る
形
容
で
あ
る
点

も
共
通
す
る
。

［付
記
］
引
用
原
文
の
依
拠
本
文
は
、
原
則
と
し
て
本
文
中
に
示
し
た
が
、

そ
の
他
の
歌
書
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
依
る
。
な
お
引
用
に
際
し
て
、
表
記

等
を
変
更
し
た
り
、
ふ
り
が
な
を
省
略
す
る
な
ど
、
私
に
あ
ら
た
め
た
部
分

が
あ
る
。

（あ
ら
き

ｏ
ひ
ろ
し
　
本
学
大
学
院
教
授
）
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