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連
歌
の
表
現
と
和
歌
の
表
現

―
湯
山
三
吟
を
中
心
と
し
て
―

一

『菟
玖
波
集
』
の
巻
十
九
に
は

「雑
体
連
歌
」
の
最
初
に

「俳
諸
」
の
部
を

立
て
て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
は
、
今
か
ら
見
る
と
必
ず
し
も
俳
諸
性
を
指
摘
し
得

な
い
も
の
も
あ
る
が
、

「あ
は
せ
」
「下
り
ざ
か
」
と
い
つ
た
俗
語
や

「珍
重
」

「定
々
」
な
ど
の
漢
語
が
交
は
り
、
更
に
一
句
の
仕
立
て
に
純
正
の
連
歌
と
は

異
質
の
も
の
を
も
つ
て
居
る
。
殊
に
こ
の
部
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
鎌
倉
初
期
ま
で

の
短
連
歌
の
表
現
の
中
に
は
、
相
当
大
胆
な
俗
な
表
現
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
の

大
胆
な
表
現
の
応
酬
が
実
は
連
歌
発
生
の
場
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
が
出
来
る
。

後
鳥
羽
院
の
頃
に
行
は
れ
た
右
心
無
心
の
一
座
で
は
、
そ
の
無
心
の
方
に
運
歌

本
来
の
性
格
が
あ
つ
た
の
だ
け
れ
ど
、
有
心
連
歌
の
伝
統
が
定
家
以
来
の
歌
の

家
に
育
て
ら
れ
て
、
や
が
て
そ
れ
が
本
流
と
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
良
基
の

立
場
は
、
そ
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
も
の
と
い
へ
よ
う
。
そ
の
後
宗
倒
・
心
敬

ら
を
へ
て
、
宗
祗
に
至
り
、
連
歌
は
文
芸
と
し
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
連
歌
の
展
開
の
中
に
連
歌
本
来
の
俳
諸
性
が
漸
次
忘
れ
ら
れ
て
連
歌
は
和
歌

と
近
づ
き
、
表
現
も
全
く
和
歌
的
な
も
の
と
な
つ
て
く
る
。
宗
祗
の
頃
の
作
品

な
ど
は
一
見
和
歌
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
そ
の
接
近
し
た
連
歌
の
表
現
と
和
歌
の
表
現
と
の
間
に
も
、
や
は

り
微
妙
な
差
が
あ
る
ら
し
い
。
嘉
吉
三
年
二
月
十
日
の

『前
摂
政
家
歌
合
』
で

島

津

忠

は
、
正
徹
の
「軒
の
草
あ
や
め
も
露
の
匂
ひ
に
て
袖
ま
き
ほ
さ
ぬ
こ
す
の
夕
風
」

と
い
ふ
歌
は

「
ま
づ
軒
の
草
と
を
か
れ
た
る
て
づ
つ
に
聞
え
侍
り
連
歌
な
ど
に

は
か
や
う
の
五
文
字
も
侍
に
や
」
と
評
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の

「軒
の
草
」
と

い
ふ
表
現
が
、
和
歌
に
は
あ
ま
り
用
ひ
ら
れ
な
い
和
歌
の
表
現
の
限
界
を
超
え

た
も
の
で
あ
り
、
連
歌
の
世
界
に
於
て
漸
く
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
大
体

正
徹
の
歌
は
さ
う
い
つ
た
和
歌
の
限
界
を
こ
え
る
事
が
多
く
、
宗
湖
、
智
菫
、

心
敬
ら
の
当
代
の
連
歌
師
が
こ
ぞ
つ
て
そ
の
門
を
く
ぐ
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て

も
、
連
歌
の
表
現
に
一
歩
近
づ
い
た
自
由
さ
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
『時
秀
卿
聞
書
』
に
よ
れ
ば

「連
海
心
敬
の
う
た
に
舟
に
入
な
し
と
読
た
る

は
連
歌
詞
也
同
事
な
が
ら
招
月
の
歌
に
人
も
わ
た
ら
ぬ
せ
だ
の
長
橋
と
あ
そ
ば

し
た
る
は
歌
詞
也
」
と
あ
つ
て
、
連
歌
人
心
敬
の
和
歌
の
表
現
は
、
更
に
招
月

庵
正
徹
よ
り
一
歩
連
歌
に
近
づ
い
て
来
た
の
で
あ
る
。
「軒
の
草
」
と
い
ひ
「舟

に
入
な
し
」
と
い
ひ
、
歌
詞
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
奇
異
に
も
感
じ
な
い
表
現
が
、

や
は
り
当
時
の
歌
と
は
違
つ
た
連
歌
的
な
表
現
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
は
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「歌
よ
む
人
の
連
歌
を
ば
連
歌
道
の
輩
は
歌
連
歌
と
て

大
に
嫌
ひ
き
。
連
歌
師
の
歌
を
ば
歌
よ
み
方
よ
り
は
連
歌
歌
と
て
わ
ら
ひ
し
な

り
」
と
、
す
で
に

『落
書
露
顕
』
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
、
や
は
り
連
歌
と

和
歌
と
に
は
表
現
の
上
に
於
て
も
差
違
の
あ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。

そ
の
微
妙
な
表
現
の
相
違
が
、
連
歌
そ
の
も
の
の
本
質
を
考
へ
る
上
に
は
、
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か
な
り
重
要
な
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
う
い

ふ
相
違
が
あ
る
か
。
こ
れ
は
広
く
連
歌
作
品
を
集
め
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
で
あ
る
が
、
今
は
連
歌
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て

［蕩
一山
三
吟
』
を
と
り
あ

げ
、
連
歌
の
表
現
と
和
歌
の
表
現
の
問
題
を
考
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

『湯
山

三
吟
』
は
延
徳
三
年
十
月
二
十
日
の
張
行
、
湯
山
有
馬
に
て
宗
祗
ｏ
肖
柏
。
宗

長
の
三
人
に
よ
つ
て
巻
か
れ
た
も
の
で
、
時
に
宗
祗
七
十
一
才
、
ま
さ
に
宗
祗

円
熟
の
境
で
も
あ
り
、
弟
子
二
人
を
交
へ
た
の
み
の
こ
の
一
座
は
、
文
芸
と
し

て
の
連
歌
と
し
て
、
そ
の
表
現
の
上
に
先
づ
も
つ
と
も
洗
錬
さ
れ
た
も
の
。
古

来
名
吟
と
し
て
称
せ
ら
れ
、
写
本
も
多
く
、
古
い
注
釈
も
現
存
し
て
ゐ
る
。
今

本
文
と
し
て
は
、
天
文
十
九
年
写
の
天
理
図
書
館
蔵

一
巻
を
も
と
と
し
、
天
満

宮
文
庫
蔵
の
二
本
を
も
つ
て
校
合
し
た
も
の
を
用
ｂ
、
注
釈
と
し
て
天
理
図
書

館
蔵
、
合
冊
の
連
歌
集
の
中
の
『場
山
三
吟
注
』
を
参
照
す
る
。

二

う
す
雪
に
木
の
葉
色
こ
き
山
路
哉
　
　
　
　
　
　
肖
　
柏

の
発
句
の
注
に

「山
路
の
う
す
雪
に
落
葉
の
す
き
て
見
へ
た
る
眼
前
の
風
景
に

や
色
こ
き
は
此
雪
に
一
人
興
を
そ
え
た
る
儀
也
　
お
く
山
の
岩
が
き
も
み
ぢ
散

は
て
ヽ
く
ち
葉
が
う
へ
に
雪
ぞ
つ
も
れ
る
　
此
等
の
風
情
に
て
吟
味
す
べ
き
と

ぞ
」
と
あ
る
。
こ
の

「
お
く
山
の
」
の
歌
は

『詞
花
集
』
に
見
え
る
大
江
匡
房

の
歌
で
あ
る
が
、
同
じ
風
情
を
よ
ん
だ
和
歌
と
発
句
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
両

者
の
表
現
の
差
が
知
ら
れ
る
。
匡
房
の
歌
が
素
直
に
雪
の
積
つ
て
ゐ
る
様
子
を

直
叙
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
発
句
は
そ
れ
を
ひ
き
し
め
て
一
風
景
と
し
て
ゑ
が

い
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
そ
の

「木
の
葉
色
こ
き
」
と
い
ふ
表
現
の
中
に
、
和
歌

の
世
界
を
圧
縮
し
て
ゐ
る
。
こ
の
圧
縮
し
た
表
現
が
連
歌
の
表
現
と
い
ふ
べ
き

で
あ
る
。
三
十
一
字
、
即
ち
五
七
五
七
七
の
短
歌
に
対
し
、
二
七
五
の
長
句
や

七
七
の
短
句
で
一
つ
の
ま
と
ま

つ
た
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
連
歌
に
於
て

は
当
然
の
事
で
あ
り
、
こ
の
圧
縮
し
た
表
現
か
ら
、
緊
迫
し
た
張
り
の
あ
る
新

鮮
な
連
歌
の
表
現
が
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

か
う
い
つ
た
圧
縮
の
表
現
と
し
て
第

一
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、　
一
句
の
七
文

字
の
中
に
、
名
詞
・
動
詞
‘
名
詞
と
三
つ
の
夫
々
意
味
を
も
つ
た
概
念
語
を
直

接
に
は
結
び
つ
か
な
い
連
結
の
し
か
た
で
結
ぶ
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば

雪
ふ
む
こ
ま
の
あ
し
引
の
山
　
　
　
　
　
　
　
　
一ホ
　
長

（三
オ
ー２
）

が
そ
れ
で
あ
つ
て
、

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
踏
み
分
け
て
君
を
見
ん
と
は

業
平
朝
臣

（古
今
集
）

深
く
し
も
頼
ま
ざ
ら
な
む
君
故
に
雪
踏
分
け
て
よ
な
ノ
ヽ
ぞ
ゆ
く

曽
根
好
忠

（詞
花
集
）

の
や
う
に

「雪
ふ
み
わ
け
て
」
と
い
ふ
表
現
は
和
歌
に
多
く
見
出
さ
れ
る
の
に

対
し
て
、
そ
れ
を

「雪
ふ
む
」
と
圧
縮
し
、
更
に
す
ぐ

「雪
ふ
む
駒
」
と
つ
ゞ

け
て
ゆ
く
の
が
、
連
歌
の
表
現
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
例
は

露
け
き
そ
の
に
国
潤
お
つ‐
ｄ
ｄ
刑
　
　
　
　
　
　
（老
葉
）

国
引
つ‐
租
に
人
な
な
ら
ひ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
（下
草
）

鶯
も
棚
引
訓
朝
の
月
落
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（伊
勢
千
句
第
二
）

な
ど
に
も
見
出
さ
れ
る
。

し
づ
か
な
る
か
ね
に
月
ま
つ
さ
と
見
え
て
　
　
　
一ホ
　
祗

（
ニ
オ
ｎ
）

は
、
助
詞

「
に
」
を
介
し
て
ゐ
る
が
、
同
じ
や
う
に
考
へ
ら
れ
、

力、―
潤
Ы
別
劃
つ‐
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
や
ま
　
　
　
　
　
　
（老
　
葉
）

か
き
つ
ば
た
相
司
洲
徊
川
辺
か
な
　
　
　
　
　
（萱
　
草
）

雲
水
を
目
己
秋
劇
つ‐
深
山
か
な
　
　
　
　
　
　
　
（下
　
草
）

な
ど
の
例
を
あ

，げ
る
事
が
出
来
る
。
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圧
縮
の
た
め
の
表
現
の
第
二
は
、
助
詞

「
の
」
の
特
殊
な
用
法
で
あ
る
。

ゆ
ふ
べ
の
浪
の
あ
ら
磯
の
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
長
　
（
ニ
ウ
８
）

袖
さ
え
て
よ
る
は
し
ぐ
れ
倒
朝
戸
出
に
　
　
　
　
祗
　
（三
オ
ー３
）

影
し
ろ
き
月
を
ま
く
ら
剣
む
ら
薄
　
　
　
　
　
　
柏
　
（
三
ウ
９
）

は
か
な
し
や
に
し
を
心
列
し
ば
の
庵
　
　
　
　
　
長
　
（三
ウ
ー３
）

さ
こ
そ
は
花
を
あ
と
り
山
こ
え
　
　
　
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
ウ
４
）

の

「
の
」
は
、
「あ
ら
磯
に
よ
せ
る
波
の
音
」
「夜
は
時
雨
の
降
る
中
の
朝
戸
出

に
」
と
い
つ
た
具
合
に
夫
々
省
略
を
と
も
な
つ
て
次
の
語
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
。

そ
の
省
略
の
中
に
多
く
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
含
ま
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
更

に
身
を
な
さ
ば
や
り
あ
さ
ゆ
ふ
の
春
　
　
　
　
　
　
柏
　
（初
ウ
２
）

の
や
う
に

「身
を
な
さ
ば
や
」
と
い
つ
た
一
つ
の
ま
と
ま
つ
た

文

を

「
の
」

に
よ
つ
て
大
き
く
包
ん
で
次
の
語
に
続
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
も
や
は
り
複
雑
な
内

容
を
出
来
る
だ
け
簡
潔
に
圧
縮
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
所
か
ら
盛
に
用
ひ
ら

れ
た
用
法
で
あ
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

山
も
り
も
い
さ
や
つ
げ
じ
の
花
に
き
て
　
　
　
（老
　
葉
）

へ
だ
つ
と
も
お
も
ひ
い
で
よ
の
そ
ら
の
雲
　
　
（老
　
葉
）

き
か
ば
や
の
折
し
も
さ
夜
の
一
時
雨
　
　
　
　
　
（春
夢
草
）

月
は
じ
る
や
り
旅
ぞ
か
な
し
き
　
　
　
　
　
　
　
（水
無
瀬
三
吟
）

は
や
く
ゆ
か
ん
の
駒
い
ば
ふ
霜
　
　
　
　
　
　
　
（伊
勢
千
句
第

一
）

な
ど
、
そ
の
例
は
多
く
見
出
さ
れ
る
。
又

潤
Ы
洲
倒
囲
を
か
け
し
く
や
し
さ
　
　
　
　
　
　
祗
　
（初
ウ
ー０
）

の

「思
ひ
の
露
」
と
い
ふ
表
現
は
、

『水
無
瀬
三
吟
』
に
も
、
や
は
り
宗
祗
の

逢
ふ
ま
で
と
目
α
露
の
き
え
か
へ
り

と
い
ふ
句
が
見
え
、
福
井
博
士
は

「思
の
露
は
万
葉
の
恋
の
水
と
か
き
て
涙
と

よ
ま
せ
た
類
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
か
、
兎
に
角
新
し
い
表
現
で
あ
る
只
連

歌
文
学
の
研
究
）
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、́
こ
れ
は

剥
Ы
洲
倒
引
劇
列
そ
れ
と
だ
に
み
よ
　
　
　
　
（萱
　
草
）

潤
劉
潤
ｑ
別
に
た
の
む
お
く
や
ま
　
　
　
　
　
　
（老
　
業
）

の
ぼ
る
人
あ
る
引
嘲
＝
掴
Ｈ
コ
Ｊ
引
　
　
　
　
　
（老
　
葉
）

と
と
も
に
、
比
喩
的
関
係
の
語
を
結
ぶ

「
の
」
で
あ
つ
て
、
こ
れ
又
一
旬
の
内

容
を
豊
富
に
す
る
為
に
、
し
ば
ノ
ヽ
用
ひ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

第
二
に
は
掛
詞
が
盛
に
使
用
さ
れ
る
事
で
あ
る
。

住
は
な
れ
い
ま
は
日
洲
割
ヘー
目
囲
路
に
　
　
　
　
祗
　
（初
ウ
ー３
）

ふ
く
る
ま
で
身
の
う
き
月
を
い
み
か
ね
て
　
　

長

（
一プ

３

ほ
と
と
ざ
す
潤
ｑ
列
刻
れ
と
も
た
れ
わ
か
ん
　
　
祗

（
ニ
ウ
９
）

雪
ふ
む
ｄ
劃
の‐
湖
Ｊ
訂
の
山
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
（三
オ
ー２
）

な
ど
に
見
る
掛
詞
の
う
ち
、
薦
に
後
の
二
例
の
如
き
は
、
和
歌
で
の
用
法
、
た

と
へ
ば

霞
た
ち
ｄ
ａ
瑚
測
剰
ら
雪
ふ
れ
ば
花
な
き
里
も
は
な
ぞ
ち
り
け
る

（古
今
集
）

わ
が
せ
こ
が
凋
ョ
雨
ふ
る
ご
と
に
野
べ
の
緑
ぞ
い
ろ
ま
さ
り
け
る

（古
今
集
）

梓
弓
潤
ｕ
ｄ
目
願
け
ふ
降
り
ぬ
明
日
さ
へ
ふ
ら
ば
若
菜
つ
み
て
む

（古
今
集
）

の
や
う
に
、
掛
詞
が
し
ば
ノ
ヽ
類
型
的
な
表
現
を
と
る
の
に
対
し
て
、
よ
り
奇

抜
な
自
由
な
掛
け
方
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
短
い
言
葉
に
多
く
の
意
味
を

も
た
せ
よ
う
と
す
る
所
か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
圧
縮
表

現
と
つ
な
が
つ
て
考
へ
ら
れ
る
。

第
四
に
は
熟
合
度
の
弱
い
熟
語
が
造
ら
れ
る
事
が
多
い
。
そ
れ
は
一
句
と
し



て
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
為
に
圧
縮
さ
れ
た
語
で
、
七
五
の
リ
ズ
ム
の
制
約
を

強
く
う
け
て
ゐ
る
。

『湯
山
三
吟
』
に
は
適
当
な
例
は
見
出
だ
せ
な
い
が
、

『水
無
瀬
三
吟
』
に
見
え
る

列
洲
国
の
遠
つ
舟
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肖
　
柏
　
（
三
オ
２
）

秋
風
の
日
引
醐
例
臥
し
わ
び
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
肖
　
柏
　
（
ナ
オ
Ｈ
）

山
は
け
さ
い
く
霜
夜
に
か
霞
む
ら
ん
　
　
　
　
　

ホ́
　
長
　
（
ナ
ウ
５
）

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

か
う
い
つ
た
圧
縮
の
表
現
に
関
聯
さ
せ
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
回
折
し
た
表

現
が
あ
る
。

よ
も
ぎ
ふ
や
と
ふ
日
た
よ
り
日
か
こ
つ
ら
ん
　
　
柏
　
（
ナ
オ
７
）

こ
の
句
は

『源
氏
物
〓
Ｌ

の

「蓬
生
」
巻
を
ふ
ま
へ
て
ゐ
る
事
は
、　
国
置

に

長
々
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

「
と
ふ
を
た
よ
り
に
」
と
い
つ
た
表
現

は

「を
」

「
に
」
と
い
ふ
助
詞
に
よ
つ
て
回
折
し
た
効
果
を
も
た
さ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
又

た
れ
と
な
く
か
ね
ｄ
音
し
て
ふ
か
き
夜
に
　
　
　
長
　
（
ナ
オ
５
）

に
於
て

「鐘
の
音
」
と
い
ふ
表
現
は
和
歌
に
よ
く
用
ひ
ら
れ
る
の
に
対
し

「鐘

に
音
し
て
」
と
い
ふ
表
現
は
、
あ
ま
り
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
う
い

ふ

「
に
」
の
用
法
は

し
．つ
か
な
る
か
ね
に
月
ま
つ
さ
と
見
え
て
　
　
　
祗
　
（
ニ
オ
ｎ
）

な
ど
の

「
に
」
と
と
も
に
一
旬
に
特
殊
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
く
る
。

あ
つ
き
日
も
影
よ
は
る
露
の
秋
か
ぜ
に
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
オ
９
）

こ
の

「露
の
秋
風
に
」
は
直
接
に
は
つ
づ
い
て
ゐ
な
い
。

「秋
風
に
」
は

「影

よ
は
る
」
を
修
飾
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
余
情
的
に
何
か
次
に
つ
ゞ
く
形

を
と
め
て
ゐ
る
。
か
う
い
つ
た
回
折
の
表
現
の
中
に
複
雑
な
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
秘

め
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
や
が
て
連
歌
の
表
現
の
中
に
助
詞
の
特
殊
な
用
法
が

い
ろ
ノ
ヽ
と
理
屈
づ
け
ら
れ
、
整
理
さ
れ
て
、

『連
歌
提
要
』
な
ど
に
見
る
細

か
な
「て
に
は
」
の
説
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

三

た
の
め
な
を
契
し
人
を
草
の
庵
　
　
　
　
　
　
　
柏
　
（
十
オ
ー３
）

頼
め
、
な
は
、
契
り
し
人
を
、
草
の
庵
、
と
い
つ
た
き
れ
ハ
ヽ
の
表
現
の
中
に

も
、
先
の
回
折
し
た
表
現
が
も
つ
余
情
の
効
果
を
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の

「
た
の
め
な
ほ
」
と
い
ふ
形
は
、
和
歌
で
は

な
ほ
頼
め
梅
の
立
枝
は
契
り
置
か
ぬ
思
ひ
の
外
の
人
も
訪
ふ
な
り

（
更
科
日
記
）

潤
目
刺
到
し
め
じ
が
原
の
さ
し
も
草
わ
れ
世
の
中
に
あ
ら
む
限
は

（新
古
今
集
）

な
ど

「な
ほ
頼
め
」
と
い
ぶ
形
で
見
え
、
そ
れ
を
ひ
つ
く
り
返
し
た
所
に
連
歌

的
表
現
が
あ
る
と
も
い
へ
る
。
し
か
し
な
ほ
前
者
は
物
語
の
歌
で
あ
り
、
後
者

は
清
水
観
音
の
歌
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
特
殊
な
歌
で
あ
つ
て
、
こ
の
命
令
の
形

は
歌
に
も
見
出
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
や
は
り
連
歌
に
多
い
表
現
で
、

春
よ
ま
て
ち
る
さ
く
ら
あ
れ
ば
達
ざ
く
ら
　
　
　
（萱
　
草
）

な
み
だ
の
ゆ
ふ
べ
は
つ
鳩
も
な
け
　
　
　
　
　
　
（萱
　
草
）

し
ま
の
ほ
か
ま
で
波
よ
お
さ
ま
れ
　
　
　
　
　
　
（新
撰
菟
玖
波
祈
念
百
韻
）

と
い
つ
た
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
命
令
形
が
助
詞
の
は
た
ら
き
と
同
じ
や

う
に

「下
知
」
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
、

「下
知
の
詞
二
句
嫌
也
。
と
ま
れ
、
見

よ
、
せ
よ
、
か
た
れ
、
な
け
、
き
け
此
等
の
間
二
句
た
る
べ
し
六
産
衣
）
と
い

つ
た
式
目
ま
で
生
ま
れ
る
の
は
、
結
局
連
歌
の
表
現
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
事
が

多
く
、
連
歌
自
体
の
中
で
育
つ
て
来
た
連
歌
的
表
現
を
規
則
だ
て
た
も
の
で
あ

ら
う
と
思
は
れ
る
。



こ
の
命
令
形
の
用
者
と
と
も
に

か
へ
ら
ん
た
び
を
測
劃
矧
引
引
潤
　
　
　
　
　
　
柏
　
（
ニ
ウ
ー０
）

露
の
ま
を
う
き
古
郷
と
引
引
ｄ
測
劃
「　
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
ウ
７
）

と
い
つ
た
呼
び
か
け
の
表
現
も
又
、

「下
知
」
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
連
歌
に
は

し
ば
ノ
ヽ
見
出
さ
れ
る
。
勿
論

Ｎ
目
司
コ
影
み
え
難
き
夕
月
夜
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
雲
間
ま
つ
身
ぞ

一
宮
紀
伊

（金
葉
集
）

劇
測
引
劃
清
見
が
関
の
浪
　

・
ま
よ
り
か
す
み
て
見
え

れ
貌
恥
獅
踊
餅
に古
今
集
）

な
ど
、
和
歌
に
も
し
ば
ノ
ヽ
見
ら
れ
て
、
珍
し
い
表
現
で
も
な
い
が
、

こ
と
し
斗
は
花
よ
ま
た
る
な
　
　
　
　
　
　
　
　
（萱
　
草
）

力、‐
へ‐
劉
潤
調
な
く
に
は
し
か
じ
ほ
と
と
ぎ
す

　

（萱
　
草
）

階
み
来
し
吾
と
は
剤
測
劇
剛
劇
劇
「　
　
　
　
　
（伊
勢
千
句
第

一
）

】烈
樹
到
＝
調
み
ざ
り
し
花
は
い
つ
さ
か
む
　
　
　
（老
　
葉
）

な
ど
、
や
は
り
連
歌
に
は
特
に
目
に
立
つ
や
う
で
あ
る
。
思
ふ
に
連
歌
が
多
人

数
の
一
座
で
前
旬
に
つ
け
て
ゆ
く
応
答
変
化
の
妙
を
ね
ら
ふ
文
芸
で
あ
る
だ
け

に
、
対
人
的
に
呼
び
か
け
る
事
が
多
く
、
い
き
ノ
ヽ
と
し
た
表
現
を
取
ら
う
と

す
る
所
に
由
来
す
る
か
と
思
は
れ
る
。

四

用
語
の
上
に
於
て
も
連
歌
は
や
は
り
和
歌
よ
り
新
し
い
も
の
を
用
ひ
よ
う
と

し
て
ゐ
る
。

連
歌
人
の
目
に
目
新
し
く
う
つ
つ
た
も
の
と
し
て
万
葉
詞
が
考
へ
ら
れ
る
。

引
矧
ぐ
劉
ｕ
日
や
入
し
た
ふ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
柏
　
（三
オ
２
）

「
み
ち
く
る
し
ほ
」
は

『万
葉
集
』
に
は
六
例
、

『新
古
今
集
』
に
あ
る
の
も

万
糞
時
代
の
歌
で
あ
り
、
お
と
は

『風
雅
集
』
に
平
宣
時
の
一
首
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
か
う
い
ふ
表
現
な
ど
は
必
ず
し
も
万
葉
ぶ
り
の
表
現
と
い
ふ
わ
け
で

は
な
い
が
、
『
砂
玉
集
』
の
中
に
見
え
る

『万
葉
詞
百
直

な
ど
の
例
が
、
平
凡

な
詞
を
と
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
や
は
り
こ
の
語
に
は
万
葉
詞
と
し
て
の
意

識
が
あ
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

測
測
劃
劇
こ―
鳳
な
き
て
す
ぐ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
柏
　
（
ナ
ウ
２
）

も
、

「
た
き
の
へ
の
み
ふ
ね
の
や
ま
ゆ
あ
き
っ
べ
に
来
鳴
き
わ
た
る
は
た
れ
よ

訓
こ１
４
例
」

（万
葉
集

一
七
一
三
）
と
い
つ
た
万
葉
詞
を
と
つ
て
居
り
、

袖
さ
え
て
よ
る
は
し
ぐ
れ
の
朝
司
出
に
　
　
　
　
祗
　
（
三
オ
ー３
）

の

「朝
戸
出
」
と
い
ふ
詞
は

『拾
遺
愚
草
』
に
も
見
え
る
が
、
や
は
り

『万
葉

集
』
に
多
い
表
現
で
あ
り
、

川
引
の‐
国
劃
ｕ
に
水
こ
ほ
る
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
長
　
（
ナ
オ
２
）

は
、
人
磨
の
長
歌
に

「
み
雪
ふ
る
冬
の
林
に
」

（
一
九
九
）
と
あ
つ
て
、
あ
ま

り
外
に
は
用
例
を
見
な
い
し
、

＝
引
力、‐
の
う
へ
の
月
の
さ
や
け
さ
　
　
　
　
　
　
柏
　
（
ナ
オ
４
）

の

「
い
ら
か
」
も

『万
葉
集
』
に

「
わ
だ
つ
み
の
殿
の
蓋
に
飛
び
翔
け
る
す
が

る
の
如
き
」
（
三
七
九
一
）
と
あ
る
外
は
、
和
歌
に
は
見
出
さ
な
い
詞
で
あ
る
。

と
も
か
く

『
万
葉
集
』
の
用
語
は
、
和
歌
の
世
界
で
は
、

『万
葉
詞
百
首
』
と

い
つ
た
特
殊
な
場
合
に
用
ひ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
連
歌
で
は
ご
く
普
通
に
用
ひ

ら
れ
た
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

次
に
は
物
語
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
て
も
和
歌
に
は
用
ひ
ら
れ
な
い
詞
が
あ
る
。

ふ
る
人
め
き
て
う
ち
ぞ
し
は
ぶ
く
　
　
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
オ
６
）

か
う
い
ふ

「
め
く
」
と
い
ふ
接
尾
語
の
つ
い
た
表
現
は
、
和
歌
に
は
あ
ま
り
見

出
さ
な
い
が
、
『源
氏
物
語
』
に
は
、
「あ
だ
め
く
」、
「
い
ま
め
く
」
な
ど
を
始

め
、

「
オ
ン
物
怪
め
く
」
「試
楽
め
く
」
「棚
な
し
小
舟
め
・く
」
と
い
つ
た
特
殊



な
例
ま
で
あ
つ
て
、
盛
に
用
ひ
ら
れ
た
事
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は

物
語
の
世
界
で
広
く
用
ひ
ら
れ
た
も
の
を
、
連
歌
の
世
界
で
活
用
し
た
の
で
あ

ら
う
。

「し
は
ぶ
く
」
も
又
歌
に
は
殆
ど
見
る
事
が
出
来
な
い
詞
で
あ
る
が
、

倒
口
潤
刑
い
ま
は
ほ
ど
さ
へ
雲
井
路
に
　
　
　
　
祗

（初
ウ
ー３
）

の

「住
は
な
れ
」
な
ど
と
と
も
に

『源
氏
物
華
Ｌ

の
中
に
は
幾
例
も
あ
つ
て
、

決
し
て
珍
し
い
言
葉
で
は
な
く

は
か
な
し
や
な
ふ
そ
の
関
の
ま
へ
渡
り
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
ウ
ー
）

の

「前
わ
た
り
」
も

「今
日
も
こ
の
蔀
の
副
測
し
給
ふ
」

（夕
顔
）
な
ど
の
用

例
を
見
出
す
事
が
出
来
る
。

あ
つ
き
日
も
影
よ
は
る
露
の
秋
か
ぜ
に
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
オ
９
）

の

「あ
つ
し
」
は
、
連
歌
で
は

は
や
あ
つ
き
日
も
よ
そ
の
あ
き
か
ぜ
　
　
　
　
　
（下
　
草
）

中
々
の
夕
だ
ち
す
ぎ
て
湖
つ‐
剖
野
に
　
　
　
　
　
（壁
　
草
）

な
ど
と
普
通
に
用
ひ
ら
れ
る
が
、
和
歌
で
は

一
重
な
る
蝉
の
羽
衣
夏
は
猶
う
す
じ
と
い
へ
ど
目
劇
ぞ
あ
り
け
る

能
因
法
師
　
（後
拾
遺
集
）

け
ふ
よ
り
は
た
つ
夏
衣
薄
く
と
も
湖
つｌ
ｕ
と
の
み
や
思
ひ
渡
ら
む

増
基
法
師
　
（詞
花
集
）

の
二
例
い
。つ
れ
も
薄
し
厚
し
の

「あ
つ
し
」
と
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「あ
つ
し
」
が
歌
語
で
は
な
く
、
ち
や
う
ど

「
つ
る
」

「
か
へ
る
」
な
ど
が
掛

詞
と
し
て
、
或
は
隠
し
名
と
し
て
の
み
歌
に
出
て
く
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
で

あ
ら
う
が
、

『源
氏
物
彗
Ｌ

の
地
の
文
に
は
普
通
に
使
は
れ
て
ゐ
て
、
こ
れ
も

物
語
の
世
界
の
用
語
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
歌
語
と
い
ふ
も
の
は
、
物

語
の
世
界
で
使
は
れ
る
言
葉
―
―
そ
れ
は

『今
昔
物
箋
巴

等
を
主
体
と
す
る
訓

読
系
統
の
言
葉
と
は
位
相
を
異
に
す
る
が
―
―
そ
の
物
語
の
言
葉
に
更
に
雅
語

と
し
て
の
制
限
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
連
歌
の
表
現
で
は
、
こ
の

雅
語
で
あ
る
歌
語
の
制
限
を
破
つ
て
、
少
く
と
も
物
語
の
世
界
ま
で
は
自
由
に

ふ
み
入
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
よ
う
。

次
に
連
歌
特
有
の
新
し
い
言
葉
だ
が
、
圧
縮
表
現
の
最
後
に
あ
げ
た
熟
合
度

の
弱
い
熟
語
と
も
関
聯
す
る
、
新
し
い
組
合
せ
に
よ
る
熟
語
が
、
そ
の
大
部
分

を
占
め
る
。
た
と
へ
ば
、

木
の
し
た
も
み
ぢ
た
づ
ぬ
る
も
な
し
　
　
　
　
　
祗

（
三
オ
４
）

「木
の
下
か
げ
」
「木
の
下
か
ぜ
」
「木
の
下
つ
ゆ
」
「木
の
下
み
ち
」
「木
の
下

や
み
」
な
ど
は
歌
に
あ
る
が
、
そ
の
類
推
か
ら

「木
の
下
も
み
ぢ
」
と
つ
づ
け

た
所
が
連
歌
の
表
現
か
と
思
は
れ
る
。

岩
も
と
す
ヽ
き
ふ
ゆ
や
な
を
み
ん
　
　
　
　
　
　
長
　
（初
オ
２
）

の

「岩
も
と
す
ヽ
き
」
に
し
て
も

「岩
本
葛
」
「岩
本
菅
」
「岩
も
と
こ
す
げ
」

な
ど
の
例
は
和
歌
に
も
見
出
さ
れ
る
の
に
拘
ら
ず
、

「岩
も
と
す
す
き
」
と
い

ふ
複
合
の
仕
方
が
連
歌
的
な
の
で
あ
り
、

ひ
と
む
ら
雨
に
月
ぞ
い
さ
よ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
柏
　
（
ナ
ウ
８
）

の

「
ひ
と
む
ら
雨
」
も
同
様
で
あ
る
。

夕
が
ら
す
ね
に
行
山
は
雪
は
れ
て
　
　
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
オ
３
）

「夕
ひ
ば
り
」
は
歌
に
あ
る
が
、
「夕
が
ら
す
」
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の

「夕
」

の
つ
く
熟
語
は

『万
葉
集
』
に
は
例
の

「夕
川
わ
た
る
」
を
は
じ
め
、
「夕
狩
」

「ゆ
ふ
け
」
「ゆ
ふ
こ
り
」
「ゆ
ふ
づ
つ
」
な
ど
自
由
に
用
ひ
ら
れ
た
の
に
対
し
、

『古
今
集
』
以
後
し
ば
ら
く
は

「夕
ぐ
れ
」
「夕
月
夜
」
と
か
の
或
特
定
の
熟
語

に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
た
の
を
、

『新
古
今
集
』
以
後
に
な
つ
て

「夕
あ
ら
し
」

「夕
が
す
み
」
「夕
か
ぜ
」
「夕
か
つ
ら
」
「夕
け
ぶ
り
」
「夕
し
ぐ
れ
」
「夕
し

で
」
「夕
し
も
」
「ゆ
ふ
す
ゞ
み
」
と
い
つ
た
例
が
見
え
、

「夕
暮
」
に
し
て
も

『新
古
今
集
』
以
後
の
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
さ
う
し
て
連
歌
に
は



ほ
た
る
飛
列
川
洲
州
さ
し
捨
て
　
　
　
　
　
　
　
（萱
　
草
）

ゆ
ふ
わ
た
り
す
る
千
鳥
な
く
な
り
　
　
　
　
　
　
（下
　
草
）

霧
わ
た
る
ゆ
ふ
し
ほ
か
ぜ
に
た
づ
な
き
て
　
　
　
（老
　
葉
）

や
ま
と
を
く
夕
こ
え
く
れ
ば
月
い
で
て
　
　
　
　
（老
　
葉
）

な
ど
と
盛
に
用
ひ
ら
れ
、

『連
歌
新
式
』
で
も
、
「夕
暮
」
「夕
立
」
は
夫
々
一

句
物
で
あ
る
外
、

「夕
風
夕
霧
の
夕
字
」
は
四
句
物
と
制
限
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

り
、

「夕
が
ら
す
」
も

列
劇
跡
に
一
つ
れ
行
や
ら
で
　
　
　
　
　
　
　
　
（壁
　
草
）

な
ど
を
は
じ
め
、
し
ば
ノ
ヽ
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
更
に
こ
の
旬
に
あ
る

「雪
晴

れ
て
」
も
連
歌
の
新
語
と
思
は
れ
る
が
、
こ
れ
は
次
に
の
べ
る
感
覚
的
な
表
現

の
一
つ
と
見
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
連
歌
に
新
語
の
生
ま
れ
て
く

る
地
盤
は
、
ほ
ぼ
察
せ
ら
れ
る
や
う
に
、
決
し
て
突
飛
な
も
の
、
俗
な
も
の
で

は
な
く
、
雅
語
意
識
か
ら
作
り
出
し
た
熟
語
が
多
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、　
か
う
い
つ
た
中
に
も
、　
や
は
り
当
時
の
俗
語
と
思
は
れ
る
も
の

が
、
全
く
目
に
立
た
な
い
表
現
に
限
つ
て
で
は
あ
る
が
、
雅
語
の
意
識
の
網
の

目
を
く
ぐ
つ
て
、
ま
ま
現
は
れ
る
事
も
あ
り
、

螢
と
ぶ
空
に
夜
ぶ
か
く
は
し
ゐ
し
て
　
　
　
　
　
柏
　
（
ニ
オ
３
）

の

「端
居
」
と
い
ふ
語
は

『地
下
歌
合
』
に

せ
き
入
る
ヽ
庭
の
や
り
水
袖
は
へ
て
劇
ｕ
湖
に
夏
を
お
く
る
宿
か
な

な
ど
と
見
え
て
ゐ
る
の
を
も
含
め
て
、
当
時
の
俗
語
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
、

名
も
し
ら
ぬ
木
草
の
も
と
に
跡
し
め
て
　
　
　
　
祗
　
（初
ウ
７
）

釧
ｄ
ｕ
引
劇
春
の
む
ら
草
花
咲
て
　
　
　
　
　
（壁
　
草
）

な
ど
も

『夫
木
抄
』
に
一
例
見
出
し
得
る
が
、

行
が
た
し
ら
ず
わ
か
る
ヽ
は
う
し
　
　
　
　
　
　
（萱
　
草
）

と
い
ふ
謡
由
に
よ
く
見
出
す
例
と
と
も
に
、
や
は
り
俗
語
的
な
表
現
で
は
な
か

つ
た
か
と
思
は
れ
る
。

五

連
歌
は
中
世
人
の
完
成
し
た
文
芸
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
中
世
人
の
美

的
理
念
や
感
覚
が
自
然
に
表
現
の
面
に
も
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
も
考
ヘ

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

列
引
割
に
木
の
葉
色
こ
き
山
路
哉
　
　
　
　
　
　
柏
　
（発
句
）

の

「う
す
雪
」
は

『拾
遺
愚
草
』
に

一
年
を
眺
め
つ
く
せ
る
朝
戸
出
に
薄
雪
氷
る
寂
し
さ
の
は
て

と
い
ふ
一
首
が
見
え
る
が
、
更
に

『玉
葉
集
』
に

月
影
は
森
の
こ
ず
ゑ
に
か
た
ぶ
き
て
う
す
雪
し
ろ
し
あ
り
明
の
庭

永
福
門
院

さ
ゆ
る
月
の
時
雨
の
後
の
夕
山
に
列
引
劉
ふ
り
て
空
ぞ
晴
れ
ゆ
く

為
　
兼

と
あ
り
、
定
家
に
始
つ
て
玉
葉
風
の
繊
細
な
表
現
の
一
つ
と
し
て
磨
か
れ
て
来

た
も
の
が
、
そ
の
ま
ゝ
連
歌
の
表
現
と
し
て
入
つ
て
来
た
の
で
あ
つ
て

月
の
こ
り
列
引
到
ま
よ
ふ
あ
し
た
か
な
　
　
　
　
（萱
　
草
）

ふ
る
は
ま
た
う
す
雪
ふ
か
し
月
の
庭
　
　
　
　
　
（老
　
葉
）

月
な
が
ら
列
引
雪
く
も
る
あ
し
た
か
な
　
　
　
　
（下
　
草
）

な
ど
と
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。

あ
つ
き
日
も
影
よ
は
る
露
の
秋
か
ぜ
に
　
　
　
　
祗
　
（
ナ
オ
９
）

の

「影
よ
は
る
」
は

影
弱
き
タ
ロ
う
つ
ろ
ふ
片
岡
に
残
る
も
す
ご
き
む
ら
ず
す
き
哉

守
子
内
親
王

影
弱
き
柳
が
う
れ
の
ゆ
ふ
づ
ぐ
ひ
寂
し
く
う
つ
る
秋
の
色
か
な



前
中
納
言
重
資

影
弱
き
木
の
間
の
夕
日
移
ろ
ひ
て
秋
す
さ
ま
じ
き
日
ぐ
ら
し
の
声

権
中
納
言
俊
実

と

『風
雅
集
』
に
三
例
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
、
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
言
葉
で

あ
り
、
こ
の
三
首
の
作
者
は
い
づ
れ
も
始
め
て

『風
雅
集
』
に
そ
の
作
の
見
え

る
作
者
で
あ
つ
て
、
こ
の
表
現
は

『風
雅
集
』
の
頃
に
好
ま
れ
た
の
で
あ
ら
う

と
思
は
れ
る
が
、
寂
し
さ
の
中
に
華
や
か
さ
を
含
ん
だ
夕
日
の
う
つ
ろ
ふ
光
を

巧
み
に
掴
ん
だ
こ
の
表
現
は
、
そ
の
ま
ゝ
連
歌
に
入
つ
て

秋
の
日
の
西
に
う
つ
れ
ば
力、‐
洲
劃
測
刊
「　
　
　
（萱
　
草
）

な
ど
と
も
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
更
に

剛
割
目
ｕ
月
も
ひ
か
り
や
か
は
る
ら
ん
　
　
　
　
長
　
（初
オ
５
）

の

「露
さ
む
し
」
と
い
ふ
表
現
は

雁
が
ね
は
雲
居
が
く
れ
に
な
き
て
来
ぬ
萩
の
下
葉
の
つ‐
引
剰
訓
頃

伏
見
院
　
（新
拾
遺
集
）

と
い
つ
た
例
も
あ
る
が
、
こ
の

「寒
し
」
と
い
ふ
形
容
詞
の
感
覚
は
連
歌
に
多

く
、
連
歌
に
於
て
特
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
つ
て

山
水
の
川
劉
剖
よ
に
さ
る
鳴
て
　
　
　
　
　
　
（萱
　
草
）

雨
さ
む
し
雲
の
い
づ
く
か
み
ね
の
ゆ
き
　
　
　
　
（老
　
葉
）

き
り
さ
む
げ
な
る
河
つ
ら
の
里
　
　
　
　
　
　
　
（本
式
連
歌
百
韻
）

あ
ら
磯
の
つ
り
の
灯
寒
き
夜
に

　

　

　

　

（春
夢
草
）

山
ち
行
移
目
引
割
ｄ
冽
日
は
落
て
　
　
　
　
　
　
（壁
　
草
）

樹
力、―
酬
劉
割
片
岡
の
里
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（老
　
葉
）

な
ど
、
そ
の
例
は
多
く
、

「か
げ
寒
き
」
「月
寒
き
」
に
対
し
て
、　
和
歌
で
は

「か
げ
さ
え
て
」
「月
さ
ゆ
る
」
と
い
つ
た
形
が
多
い
の
は
、
和
歌
の
表
現
と
連

歌
の
表
現
と
の
違
ひ
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

む
し
の
ね
ほ
そ
し
霜
を
ま
つ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
長
　
（三
オ
６
）

と
い
ふ
表
現
に
対
し
て
、
和
歌
で
は

霜
結
ぶ
野
原
の
浅
茅
う
ら
枯
れ
て
虫
の
音
よ
わ
劉
あ
き
風
ぞ
吹
く

権
大
納
言
義
嗣
　
（新
続
古
今
集
）

と
い
ふ
表
現
の
対
応
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
。

「虫
の
音
よ
わ
る
」
と
い
ふ
表

現
は
和
歌
に
あ
つ
て
、

「虫
の
音
細
し
」
と
い
ふ
表
現
は
和
歌
に
は
な
い
ら
し

い
と
い
ふ
所
に
、
両
者
の
表
現
の
差
が
あ
る
と
い
へ
よ
う
。
「虫
の
音
よ
わ
る
」

は
直
線
的
表
現
で
、
す
な
ほ
に
叙
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、

「虫
の
音

細
し
」
は
感
覚
で
あ
つ
て
、
虫
の
音
と
同
時
に
、
そ
の
聞
き
手
が
あ
る
。
つ
ま

り

「虫
の
音
よ
わ
る
」
は
虫
の
音
が
主
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
「虫
の
音
細
し
」

は
虫
の
音
を
細
し
と
聞
く
人
が
主
体
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
微
妙
な
も
の
で
あ

る
が
重
要
で
あ
り
、
直
接
的
表
現
に
対
す
る
屈
折
的
表
現
と
い
ふ
事
も
出
来
よ

う
。
し
か
も
、
こ
れ
は

『新
古
今
』
か
ら

『玉
葉
』

『風
雅
』

へ
と
流
れ
て
ゆ

く
和
歌
の
展
開
の
上
に
発
達
し
て
来
た
中
世
人
の
繊
細
な
感
覚
表
現
で
あ
つ

た
。心

を
も
そ
め
に
し
も
の
を
碁
て離
　
　
　
　
　
　
柏
　
（ナ
ウ
５
）

の

「世
捨
人
」
と
い
ふ
語
は
、
和
歌
に
は
見
出
す
事
は
出
来
な
い
が
、

『徒
然

草
』
に

「
ひ
た
ぶ
る
の
測
掛
測
は
中
々
あ
ら
ま
ほ
し
き
か
た
も
あ
り
な
む
」
な

ど
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
当
時
最
も
普
通
に
用
ひ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
連
歌

に
於
て
は

心
あ
る
か
ぎ
り
ぞ
し
る
き
測
劉
刈
　
　
　
　
　
（水
無
瀬
三
吟
）

よ
す
て
人
か
へ
ら
ぬ
水
を
こ
こ
ろ
に
て
　
　
　
　
（老
　
葉
）

な
ど
の
例
を
容
易
に
見
出
す
事
が
出
来
る
の
は
、
連
歌
師
の
多
く
が
世
捨
人
そ

の
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
り
、
歌
人
と
連
歌
師
と
の
環
境
の
相
違
が
表
現
の

上
に
現
は
れ
た
も
の
と
し
て
、
最
後
に
附
記
し
て
お
か
う
。



一ハ

『湯
山
三
吟
』
を
中
心
と
し
て
連
歌
の
表
現
と
和
歌
の
表
現
の
ち
が
ひ
の
一

端
を
眺
め
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
こ
の
や
う
な
大
き
な
問
題
を
解
決

す
る
に
は
甚
だ
不
充
分
な
が
ら
、
大
体
の
見
通
し
は
つ
い
た
と
い
へ
よ
う
。
つ

ま
り
和
歌
か
ら
連
歌
へ
、
更
に
俳
諸
へ
と
流
れ
る
日
本
詩
歌
史
の
展
開
の
中
に

あ
つ
て
、
連
歌
の
表
現
は
和
歌
の
表
現
よ
り
一
歩
前
進
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
万
葉
か
ら
古
今
へ
、　
更
に
新
古
今

へ
と
展
開
し
て
い
つ
た
歌
風
が
、

『古
今
集
』
を
金
科
玉
條
と
し
て
一
歩
も
そ
の
歌
風
か
ら
出
ま
い
と
努
力
し
た

二
条
派
と
、

『新
古
今
集
』
の
歌
風
を
も
と
に
し
て
、
か
な
り
自
由
な
清
新
な

表
現
を
と
つ
た
京
極
冷
泉
派
に
分
れ
て
争
つ
た
中
世
和
歌
史
の
う
ち
、
そ
の
京

極
冷
泉
派
の
歌
風
を
、
も
う
一
歩
つ
き
進
め
た
所
に
連
歌
の
表
現
が
あ
り
、
二

条
派
の
和
歌
が
ゆ
き
づ
ま
つ
た
所
に
、　
こ
の
微
細
な
連
歌
の
表
現
の
新
し
さ

も
、
新
鮮
味
を
お
び
た
の
で
あ
つ
て
、
文
芸
と
し
て
の
連
歌
を
完
成
し
た
心
敬

・
宗
祗
の
ね
ら
ひ
も
叉
か
う
い
つ
た
和
歌
の
表
現
か
ら
遠
く
離
れ
よ
う
と
し
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
俗
語
を
中
心
と
し
て
、
を
か
し
さ
を
ね
ら
つ
た
俳

諸
と
は
、　
大
き
く
一
線
の
劃
さ
れ
る
所
で
あ
り
、　
こ
の
俗
語
を
大
切
に
し
つ

つ
、
文
芸
的
に
表
現
す
る
に
は
、
や
は
り
蕉
風
の
俳
諸
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。　
も
ち
ろ
ん
さ
う
い
つ
た
連
歌
の
表
現
の
限
界
の
中
に
於
て

も
、
良
基
の
こ
ろ
、
宗
御
の
こ
ろ
、
心
敬
の
こ
ろ
、
宗
祗
の
こ
ろ
、
紹
巴
の
こ

ろ
と
並
べ
て
ゆ
く
と
、
大
々
に
そ
の
限
界
に
ず
れ
が
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
に
考

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
今
は

『湯
山
三
吟
』
に
現
は
れ
た

表
現
を
中
心
に
、
宗
祗
、
肖
柏
、
宗
長
の
作
品
を
も
つ
て
の
み
考
へ
て
み
た
の

で
あ
る
。

こ
の
稿
は
昭
和
二
十
九
年
十
月
仙
台
市
に
於
け
る
俳
文
学
会
に
於
て
研
究

発
表

し
た
草
稿

に
加
筆
補

訂

を
加

へ
た
も

の
で
あ

る
。

（
昭
和

二
九
、　
〓
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二
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立
住
吉
高

校
教

諭
―
―




