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歌
語
り
か
ら

「
と
よ
か
げ
」
の
部

ヘ

ー
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
好
古
女
関
連
歌
を
中
心
と
し
て
―

は
じ
め
に

冒
頭
に
物
語
的
部
分
を
も
つ
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
藤
原
伊
ヂ
の
私
家
集

「
一

条
摂
政
御
集
』
の
全
体
の
構
成
は
、
図
１
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

図 1
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堤

禾日

博

く
¨
ば
ｒ
弓
琳
」
バ
ば
」
¨
榔
“
韓
餞
は
腋
わ
け
け
設

し 「
“
瀬
は
、
ゆ
几
機
¨

貴
人
を
大
蔵
史
生
ご
と
き
に
仮
託
で
き
る
の
は
本
人
以
外
に
あ
り
え
な
い
と
の

理
由
か
ら
、
「
と
よ
か
げ
」
の
部
伊
ヂ
自
作
説
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
「と
よ
か
げ
」
の
部
は
他
の
物
語
的
私
家
集
と
比
べ
て
、
主
人
公
が
架

空
の
人
物
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
点
だ
け
を
と
っ
て
も
、
出
色
の
で
き
ば
え
を
ほ

こ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
他
に
も
細
か
に
読
ん
で
い
く
と
特
に
詞
書

・

後
書
に
様
々
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
趣

向
は
、
贈
答
相
手
の
女
性
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
八
つ
の
段
に
区
切
ら
れ
る

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
段
に
、
偏
り
を
も
っ
て
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
段

に
ど
ん
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
、
紙
幅
の
都
合
上
結
果
だ
け
を
次
頁

の
図
２
に
示
し
て
お
く
。

一
見
し
て

「有
」
が
Ｖ
段
ま
で
に
集
中
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う

な
趣
向
の
偏
り
と
、
Ｖ
段
末
尾

（
２３
番
後
書
部
分
）
に
は

「
そ
の
を
り
は
い
と

を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ゞ
も

ヽ
あ
り
け
れ
ど
、
こ
と
な
る
こ
と
な
き
ひ
と

の
う

へ
は
み
な
わ
す
れ
に
け
り
。」
と
い
う
文
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
１
番
の
詞

書
の
前
に
あ
る
序
文

（特
に

「を
か
し
と
お
も
ひ
け
る
こ
と
ゞ
も
あ
り
け
れ
ど



図 2

わ
す
れ
な
ど
し
て
」
の
部
分
）
に
対
応
し
た
跛
文
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ

に
、
Ｖ
段
ま
で
の
段
か
ら
は

一
定
の
テ
ー
マ
が
読
み
取
れ
る
の
に
対
し
、
Ⅵ
段

以
降
の
段
か
ら
は
テ
ー
マ
は
読
み
取
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
し
、
「
と
よ

か
げ
」
の
部
は
Ｖ
段
と
Ⅵ
段
の
間
に
構
成
上
の
切
れ
目
を
も
つ
と
私
は
か
つ
て

藁
赫
」
」
隷
置
静
わ
』
ず
ば
れ
直

力ヽ 、
脚
向
型
麒
請
げ
脚
鰤
群
郡
い
ｄ
畔
剛
訂
枷

、

私
は
、
「
と
よ
か
げ
」
の
部
は
伊
ヂ
自
作
で
あ
る
と
の
定
説
に
の
っ
と
り
、
伊

螺

か
客

鶴

毬

誕

趾

樹

豊
錮

楔

」
お
喝
¨
騨

が
凝
ら
さ
れ
て
い
な
い
Ⅵ

・
Ⅶ
段
の
形
、
換
言
す
る
と
歌
の
詞
書

・
後
書
で
は

な
く
歌
の
配
列
を
最
も
重
視
し
た
形
こ
そ
が
伊
ヂ
が
本
来
目
指
し
て
い
た
歌
物

語
の
姿
だ
と
す
る
私
と
は
正
反
対
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
も

「
と
よ
か
げ
」
の
部
伊
ヂ
自
作
説
に
従
い
伊
ヂ
の
意
図
を
探
究
し
た
の
は
私
と

同
様
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
従
来
は
伊
ヂ

一
人
の
手
に
よ
っ
て

「
と
よ
か
げ
」
の
部
は
作
ら

れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
が
、
今
改
め
て

「
と
よ
か
げ
」
の
部
に
お
け
る
趣
向
の

ば
ら
つ
き
を
み
て
み
る
と
、
あ
る
い
は
伊
ヂ
以
外
の
人
の
創
意

・
趣
向
も

「
と

よ
か
げ
」
の
部
に
は
加
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
Ⅱ
段
に
趣
向
が
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
Ⅱ
段
は
後
述
の
通
り
、

小
野
好
古
女
と
の
贈
答
を
中
心
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
他
撰
部

の
詞
書
に
お
け
る
助
動
詞

「き
」
の
使
用
の
偏
り
を
考
慮
す
る
と
好
古
家
は
他

撰
部
①
の
成
立
に
特
別
の
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
い
う
好
古
家
と

伊
ヂ
の
親
密
さ
か
ら
し
て
、
「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
成
立
に
も
好
古
家
が
関
与

し
た
可
能
性
が
出
て
く
る
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
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一　
他
撰
部
の
詞
書
に
お
け
る
助
動
詞

「き
」
の
使
用

全
百
五
十
一
首
を
有
す
る
他
撰
部
の
詞
書
は
ほ
ぼ
同
じ
文
体
で
書
か
れ
て
い

る
が
、
所
々
に
変
っ
た
形
態
の
も
の
も
あ
る
。
自
ら
事
実
で
あ
る
と
確
認
し
て

い
る
事
柄
を
記
述
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
る
助
動
詞

「き
」
の
使
用
も

め
ず
ら
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
「き
」
は
他
撰
部
②
～
④
に
は
全
く
存
在

せ
ず
、
他
撰
部
①
に
も
次
の
例

（傍
線
部
）
し
か
な
い

（後
の
論
述
の
関
係
上
、

４６
・
４７
・
４８
・
鵬
。
Ｗ
番
は
歌
も
引
用
し
て
お
く
）。

424852

お
な
じ
お
き
な
の
う
た
と
て
ほ
か
に
み
え
し
を
、
さ
か
し
ら
に

つ
ゝ
ま
し
け
れ
ど
と
て

（後
略
）

四
ゐ
に
な
り
た
ま

へ
る
よ
ろ
こ
び
に
お
は
し
た
り
け
る
に
、
や

さ
い
さ
う
の
む
す
め
の
や
な
い
し
に
す
み
た
ま
し
が
、
う
せ
て

の
ち
さ
い
さ
う
な
き
て

む
ら
さ
き
の
ふ
か
き
こ
ろ
も
の
い
ろ
を
だ
に
み
で
わ
か
れ
に
し
人
ぞ

力
な
し
き

か

へ
し

む
ら
さ
き
の
い
ろ
に
つ
け
て
も
ね
を
ぞ
な
く
き
て
も
み
ゆ
べ
き
入
し

な
け
れ
ば

こ
の
御
め
の
な
い
し
う
せ
て
お
ぼ
し
な
げ
き
し
に
、
人
の
と
ぶ

ら
ひ
き
こ
え
け
る
に

い
ま

ゝ
で
に
そ
で
あ
ら
ば
こ
そ
な
み
だ
が
は

ヽ
や
く
み
く
づ
と
な
り

に
し
も
の
を

の
ぶ
か
た
の
き
み
う
し
な
ひ
た
ま
た
る
に
、
ち
じ
の
大
納
言
と

の
ち
の
よ
に
は
き
こ
え
し
、
ゝ
げ
み
つ
の
き
み

「
こ
ゝ
ろ
よ
り
ほ
か
に
も
ち
か
は
せ
た
ま
し
か
」
な
ど
あ
れ
ば

107 ll13

や
な
い
し
ま
だ
い
き
た
り
し
に
、
ふ
え
た
て
ま
つ
れ
し
に

そ
こ
ふ
か
く
あ
や
ふ
か
り
け
る
う
き
は
し
の
た
ゞ
よ
ふ
え
を
も
な
に

か
ふ
み

ゝ
む

「
か

ゝ
る
を
り
に
や
」

ち
か
ひ
て
も
な
ほ
お
も
ふ

ち
な
ら
ね
ば

と
て
し
ふ
に
い
り
て
あ
り
し

に
は
ま
け
ぬ
べ
し
た
が
た
め
を
し
き
い
の

こ
れ
ら
の

「き
」
は
ど
う
い
う
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
み
て
お
く
。
ま

ず
、

４２
番
は
他
撰
部
①
の
冒
頭
に
あ
っ
て
そ
の
序
文
に
相
当
す
る
所
で

「き
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
後
略
部
が
４２
番
の
詞
書
に
あ
た
る
。

４６
～
４８

番
と
Ⅲ
番
は

「
や
さ
い
さ
う
の
む
す
め
の
や
な
い
し
」
即
ち
小
野
好
古

（野
宰

相
）
の
娘

（野
内
侍
）
関
連
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、

５２
番
と
鵬
番
の

「き
」
は

注
記
の
部
分
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

５２
番
の
私
に
つ
け
た
読
点
の
間

は
歌
の
作
者

「
し
げ
み
つ
の
き
み
」
に
関
す
る
注
記
で
、
鵬
番
の

「
と
て
」
以

下
は
も
と
の
資
料

（「
し
ふ
し

に
は
鉤
括
弧
内
だ
け
を
詞
書
と
し
て
朗
番
歌
が

載
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
断
っ
た
注
記
で
あ
る
。
残
っ
た
８８
番
の

「き
」
は
引

用
句
中
に
あ
る
の
で
、
今
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
お
く
。

要
す
る
に
、
他
撰
部
①
に
お
い
て
助
動
詞

「さ
」
は
、
引
用
句
中
の
一
例
を

除
け
ば
、
好
古
家
関
連
の
歌
と
序
文

・
注
記
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
う
い
う

「き
」
の
使
用
の
偏
り
か
ら
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
を
私
は

考
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
好
古
家
関
連
の
歌
の
特
異
性



最
初
に
、
好
古
家
関
連
の
歌
の
詞
書
で

「き
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
何

を
意
味
す
る
の
か
考
察
す
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
「
き
」
の
使
用
と
こ
れ
か

ら
指
摘
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、

４６
～
４８
番
と
Ｗ
番
は
好
古
家
の
人

物
が
纏
め
た
も
の
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

４６

・
４７
番
の
贈
答
は
４６
番
の
詞
書
に
よ
る
と
、
伊
ヂ
が
四
位
に
昇
進

し
た
礼
を
述
べ
に
好
古
邸
を
訪
れ
た
際
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中

に

「き
」
が
あ
る
の
は
、
伊
ヂ
と
好
古
女
と
の
関
係
を
知
っ
て
い
た
好
古
家
の

人
拗
に
は

番 っ
は

つ 詞
』
い
雌
つ
「
丑
薇
れ
知
』
れ
ｈ
」
で

の

「御
め
」
に
関
す
る

考
察
を
参
照
し
た
い
。
最
終
的
に

「御
め
」
を

（伊
ヂ
の
）
「御
妻
」
と
解
す

る
同
著
は
、
「
め
」
は

「女
」
と
も
同
字
で
あ
る
け
れ
ど
も
好
古
女
に
敬
語
が

用
い
ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
の
で
、
（好
古
の
）
「御
女
」
と
は
と
れ
な
い
と
説

明
す
る
。
し
か
し

一
方
で
、
後
に
触
れ
る
朗
番
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、

こ
の
、
四
六
、
四
七
、
四
人
の
歌
の
資
料
と
な
っ
た
も
の
は
、
小
野
家
の

側
の
記
録
で
あ
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
好

古
の
娘
は

「
御
女
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
こ
の

集
の
編
纂
者
が
そ
の
ま
ま
う
け
つ
い
だ
と
の
推
定
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

「
御
女
」
と
よ
む
こ
と
は

一
説
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
私
は
、
小
野
家
の
人
が
好
古
女
を

「御
女
」
と
呼
ん
だ
と

い
う

「
一
説
」
の
方
が
妥
当
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
」
の
御
め
の
な
い
し
」

は
４６
番
の
詞
書
の
中
の

「
や
さ
い
さ
う
の
む
す
め
の
や
な
い
し
」
を
受
け
て
言

っ
て
い
る
と
読
め
、
で
」
の
御
娘
の
内
侍
」
と
と
る
方
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

４８
番
の
詠
歌
場
所
も
、

４６

・
４７
番
に
引
き
続
き
好
古
邸
ら
し
い
。
今
何

首
か
引
い
た
歌
か
ら
も
窺
え
る
が
、
伊
ヂ
は
好
古
と
も
、
好
古
女
と
も
か
な
り

親
し
い
問
柄
に
あ
っ
た
の
で
、
好
古
女
の
臨
終
の
場
に
伊
ヂ
が
立
ち
会
っ
た
可

能
性
は
大
き
く
、
そ
れ
で
死
の
機
を
被
っ
た
た
め
に
好
古
邸
に
し
ば
ら
く
留
ま

り
、
「
お
ぼ
し
な
げ
」
い
て
詠
ん
だ
の
が
４８
番
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

４８
番
は
好
古
家
の
人
物
が
好
古
邸
で
詠
歌
さ
れ
た
歌
を
、
「き
」
を
使
用
し
な

が
ら
纏
め
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
に
好
古
女
を

（好
古
の
）
「御
女
」

と
呼
ん
だ
も
の
と
推
定
で
き
る
。

残
っ
た
Ｗ
番
に
つ
い
て

「注
釈
」
は
、
結
果
と
し
て

「
こ
の
歌
を

一
往
男
の

歌
と
し
て
解
し
た
」
上
で

「女
の
歌
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ

る
」
と
の
見
込
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
が
揺
れ
る
の
は
詞
書
に
あ

る

「
ふ
え
た
て
ま
つ
り
し
に
」
の
部
分
が
い
っ
た
い
誰
か
ら
誰
に
笛
が
贈
ら
れ

た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
曖
味
な
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
今
は
慎
重
を

期
し
て
、

Ａ
　

（笛
の
贈
与
）
伊
ヂ
↓
好
古
女
　
　
　
（歌
の
詠
者
）
伊
ヂ

Ｂ
　

（笛
の
贈
与
）
伊
ヂ
↓

好
古
女
　
　
　
（歌
の
詠
者
）
好
古
女

Ｃ
　

（笛
の
贈
与
）
好
古
女

↓

伊
ヂ
　
　
　
（歌
の
詠
者
）
伊
ヂ

Ｄ
　

（笛
の
贈
与
）
好
古
女

↓
伊
ヂ
　
　
　
（歌
の
詠
者
）
好
古
女

の
四
つ
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
く
。

ま
ず
、
Ａ
と
Ｂ
は

「
ふ
え
た
て
ま
つ
り
し
に
」
を
伊
ヂ
が
好
古
女
に
笛
を
差

し
上
げ
た
と
解
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
伊
ヂ
に
は
敬
意
が
払
わ
れ
て
な
く
て
好
古

女
に
は
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
敬
語
の
使
用
法
が
お
か
し
い
。

勿
論
、
先
ほ
ど
４８
番
に
つ
い
て
検
討
し
た
通
り
好
古
女
に
敬
意
が
払
わ
れ
る
の

は
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
。
が
、　
一
条
摂
政
伊
ヂ
に
は
敬
意
が
示
さ
れ
ず
に
、

好
古
女
に
だ
け
敬
意
が
示
さ
れ
る
の
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
。

Ａ
・
Ｂ
と
は
違
っ
て
Ｃ
と
Ｄ
の
敬
語
の
使
用
法
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

Ｃ
は
詞
書
と
歌
の
内
容
が
そ
ぐ
わ
な
い
。
笛
を
贈
ら
れ
た
伊
ヂ
が
Ｗ
番
歌

含
注
釈
」
の
訳
は

「底
が
深
く
て
あ
や
う
く
見
え
た
浮
橋
の
漂
っ
て
い
る
入
江



／

が

要

笏

貪

婚

襲

と
ま
さ
し
く
同
様
の
状
況
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

と
と
の
ふ
か
れ
が
た
に
な
り
侍
り
に
け
れ
ば
、
と
ど
め
お
き
た
る
ふ

え
を
つ
か
は
す
と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
入
し
ら
ず

に
ご
り
ゆ
く
水
に
は
影
の
見
え
ば
こ
そ
あ
し
ま
よ
ふ
え
を
と
ど
め
て
も
見

め
そ
も
そ
も
、
こ
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
Ⅲ
番
を
好
古
女
の
歌
と
解
す
る
の

に
「注
釈
』
が
消
極
的
な
の
は

「女
の
歌
だ
け
が
こ
う
い
う
詞
書
で
独
立
し
て
と

ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
間
に
よ
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
見
受
け
ら
れ
る
。
Ｗ
番
の
前
後
の
歌
は
好
古
女
と
は
関
係
の
な
い
歌
で
、

確
か
に
伊
ヂ
の
私
家
集
に
女
性
の
歌
が
単
独
で
採
ら
れ
る
の
は
や
や
奇
異
な
感

い
け
湊
〕
れ
い
れ
開
麟
“
悧
榔
鰤
』
“
秒
噸
蔵
赫
嘲
章
〔
』
』
詢
漬
Ｆ
耐
砧
女

結
局
種
々
勘
案
す
る
と
、
Ｄ
の
妥
当
性
が
最
も
高
く
、
Ⅲ
番
は
好
古
女
が
笛

晨琉
「ぇ諏『押肛嘲てっ蹴剛康ｒ″和潮場浸制̈
“教♂載した好古家の

〓
一　
他
撰
部
①
成
立
に
お
け
る
好
古
家
の
関
与

前
節
で
は
他
撰
部
①
の
好
古
家
関
連
の
歌
は
、
好
古
家
に
お
い
て
纏
め
ら
れ

て
い
た
も
の
が

『御
集
」
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

次
に
、
そ
の
好
古
家
の
他
撰
部
①
成
立
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
卑

見
を
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
、
鵬
番
の
注
記
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
鵬
番
は
、
ま
た
後
に
触
れ
る

が
、
他
撰
部
の
配
列
か
ら
す
る
と
北
の
方
恵
子
に
贈
っ
た
伊
ヂ
歌
と
と
れ
る
。

し
か
し
、
「後
撰
集
』
巻
十
二
恋
四

。
椰
番
に
は

よ
し
ふ
る
の
朝
臣
に
、
さ
ら
に
あ
は
じ
と
ち
か
ご
と
を
し
て
、
又
の

あ
し
た
に
つ
か
は
じ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
内
侍

ち
か
ひ
て
も
猶
思
ふ
に
は
ま
け
に
け
り
た
が
た
め
を
し
き
い
の
ち
な
ら
ね

ば

と
あ
り
、
同
じ
歌
が
好
古
に
贈
っ
た

「
蔵
内
侍
」
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
根
拠
に

「注
釈
』
は
、
先
程
引
用
し
た
部
分
の
直
前
で

「
小
野
好
古
と

そ
の

一
家
は
、
こ
の
集
の
成
立
の
あ
る
過
程
で
か
な
り
深
く
関
係
し
て
い
た
」

可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
後
述
す
る
通
り
、
鵬
番
の
扱
い
に
つ
い
て
の
私
の
立

場
は

「注
釈
」
と
は
異
な
る
が
、
実
は
こ
の
他
に
も
他
撰
部
①
の
成
立
に
好
古

家
が
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
徴
証
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
「注

釈
」
が

「
こ
の
集
の
成
立
」
と
言
う
の
は
私
に
言
う
他
撰
部
全
体
を
指
し
て
い

る
と
み
ら
れ
る
が
、
鵬
番
は
他
撰
部
①
に
属
し
、
こ
れ
か
ら
私
が
挙
げ
る
徴
証

も
す
べ
て
他
撰
部
①
に
の
み
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
他
撰
部
②
以
下
の
成
立
に

ま
で
好
古
家
が
関
与
し
た
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
他
撰
部
①
の
編
纂
に
好
古
家
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
第

一
の

徴
証
は
、
先
程
来
述
べ
て
い
る
詞
書
に
お
け
る
助
動
詞

「き
」
の
使
用
の
偏
り

で
あ
る
。
「き
」
は
序
文

・
注
記
と
好
古
家
で
纏
め
ら
れ
た
歌
の
詞
書
で
の
み

使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
序
文

・
注
記
は
他
撰
部
①
の
編
纂
者
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
好
古
家
の
関
係
者
が
他
撰

部
①
を
纏
め
た
が
故
に
、
編
纂
者
が
実
際
に
見
聞
し
た
好
古
女
関
係
の
歌
の
詞

書
、
編
纂
者
の
立
場
で
書
い
た
序
文
、
そ
れ
に
編
纂
者
が
事
実
で
あ
る
と
確
認

し
て
い
る
注
記
事
項
だ
け
が

「き
」
を
用
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
推
定
で
き



る
。
特
に
朗
番
の
注
記
は
前
述
の
通
り
鵬
番
歌
が
実
は
好
古
に
贈
ら
れ
た
蔵
内

侍
の
歌
で
あ
る
か
ら
こ
そ
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
か
く
の
ご
と
き
注
記
を
加

え
る
の
は
好
古
家
の
人
が
最
も
相
応
し
か
ろ
う
。

第
二
は
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
Ⅲ
番
の
詞
書
の
中
の

「
や
な
い
し
ま
だ
い
き

た
し
り
に
」
と
い
う
の
が
、

４６
～
４８
番
に

「
や
な
い
し
」
死
後
の
話
が
既
に
出

て
き
て
い
る
の
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
他
撰
部
中

で
は
同
じ
人
と
の
贈
答
や
同
じ
折
の
贈
答
、
あ
る
い
は
同
じ
歌
が
繰
り
返
し
出

て
き
て
も
、
前
に
出
て
い
る
歌
を
意
識
し
た
言
辞
は
差
し
挟
ま
れ
な
い
の
が
普

通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
Ｗ
番
の
詞
書
は
六
十
首
も
前
に
あ
る
歌
を
意
識
し
て
い

る
。
こ
れ
も
他
撰
部
①
の
編
纂
者
が
好
古
家
に
縁
の
あ
る
人
物
だ
か
ら
起
こ
っ

た
現
象
だ
と
説
明
で
き
る
。

ま
た
、
Ⅲ
番
が
好
古
女
の
単
独
歌
な
の
に

『御
集
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る

の
も
、
他
撰
部
①
の
編
者
が
好
古
家
の
関
係
者
だ
と
す
れ
ば
不
可
解
な
現
象
で

は
な
い
。

四
　
Ｉ
段
成
立
に
お
け
る
好
古
家
の
役
割

伊
ヂ
が
父
師
輔
の
五
十
賀
を
行

っ
た
時
に
好
古
が
屏
風
歌
を
詠
進
し
た
こ

ど
）な

ど
か
ら
、
好
古
と
伊
ヂ
は
か
な
り
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
の
は
確
実
で

あ
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
み
た
ご
と
く
、
他
撰
部
①
成
立
に
お
け
る
好
古
家
の

役
割
を
み
る
と
、　
一
家
が
伊
ヂ
の
文
学
活
動
に
関
わ
る
ほ
ど
特
別
に
親
し
い
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
好
古
家
と
伊
ヂ
と
の
親
し
さ
を

踏
ま
え
た
上
で
問
題
を

「と
よ
か
げ
」
の
部
に
移
し
、
Ⅱ
段
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
１
段
の
全
文
を
引
用
し
て
お
く
。

み
や
づ
か
へ
す
る
人
に
や
あ
り
け
ん
。
と
よ
か
げ
も
の
い
は
む
と

て

「
し
も
に
こ
よ
ひ
は
あ
れ
」
と
い
ひ
お
き
て
く
ら
す
ほ
ど
に
あ

め
い
み
じ
う
ふ
り
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と
し
り
た
り
け
る
人
の

「う

へ
に
な
め
り
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
と
よ
か
げ

を
や
み
せ
ぬ
な
み
だ
の
あ
め
に
あ
ま
ぐ
も
の
ヽ
ぼ
ら
ば
い
と
ゞ
わ
び
し

か
る
べ
し

「
な
さ
け
な
し
」
と
や
お
も
ひ
け
ん
。

お
な
じ
女
に
、
い
か
な
る
を
り
に
か
あ
り
け
む
。

か
ら
こ
ろ
も
そ
で
に
人
め
は
つ
ゝ
め
ど
も
こ
ぼ
る
ゝ
も
の
は
な
み
だ
な

り
け
り女

、
か
へ
し

つ
ヽ
む
べ
き
そ
で
だ
に
き
み
は
あ
り
け
る
を
わ
れ
は
な
み
だ
に
な
が
れ

は
て
に
き

と
し
を
へ
て
上
ず
め
き
け
る
人
の
か
う
い
へ
り
け
る
に
、
い
か
ば

か
り
あ
は
れ
と
お
も
ひ
け
ん
。
こ
れ
こ
そ
女
は
く
ち
を
し
う
も
ら

う
た
く
も
あ
り
け
れ
。

を
ん
な
の
お
や
き

ゝ
て
い
と
か
し
こ
う
い
ふ
と
き

ゝ
て
、
と
よ
か

げ
ま
だ
し
き
さ
ま
の
ふ
み
を
か
き
て
や
る
。

ひ
と
し
れ
ぬ
み
は
い
そ
げ
ど
も
と
し
を
へ
て
な
ど
こ
え
が
た
き
あ
ふ
さ

か
の
せ
き

こ
れ
を
お
や
に
こ
の
こ
と
し
れ
る
人
の
み
せ
け
れ
ば
、
お
も
ひ
な

ほ
り
て
か
へ
り
ご
と
か
ゝ
せ
け
れ
。
は
ゝ
女
に
は
ら
へ
を
さ
へ
な

む
せ
さ
せ
け
る
。

あ
づ
ま
ぢ
に
ゆ
き
か
ふ
人
に
あ
ら
ぬ
み
の
い
つ
か
は
こ
え
ん
あ
ふ
さ
か

の
せ
き

「
心
や
ま
し
な
に
と
し
も
へ
た
ま
へ
」
と
か

ヽ
す
。
女
か
た
は
ら



い
た
か
り
け
ん
か
し
。
人
の
お
や
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
よ
。

図
２
で
示
し
た
通
り
、
「
と
よ
か
げ
」
の
部
で
も
Ⅱ
段
に
は
特
に
様
々
な
趣

向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
そ
の
趣
向
を
具
体
的
に
確
認
し
て
お

き
た
い
。
後
書
が
あ
る
こ
と
や
６
番
詞
書
に
出
る

「を
ん
な
の
お
や
」
な
ど
の

第
三
者
が
登
場
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
他
で
は
、
３
番
の
後
書
で

「
な

さ
け
な
し
」
と
と
よ
か
げ
が
思
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
さ
れ
、
５
番
の
後
書
で
も

と
よ
か
げ
の
心
境
に
言
及
し
、
続
い
て

「
こ
れ
こ
そ
」
云
々
と

「
女
」
に
関
す

る
語
り
手
の
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
７
番
の
詞
書
の
中
の

「
は
ヽ

女
に
は
ら
へ
を
さ
へ
な
む
せ
さ
せ
け
る
」
は

『伊
勢
物
語
』
六
十
五
段
の
言
辞

を
明
ら
か
に
意
識
し
て
お
り
、
加
え
て
こ
の
一
文
は
７
番
歌
の
内
容
に
は
直
接

関
わ
ら
ず
、
歌
の
詞
書
と
い
う
よ
り
も
、
物
語
の
地
の
文
に
似
た
様
相
を
帯
び

て
い
る
。
最
後
の
７
番
の
後
書
で
も

「女
」
の
心
境
が
推
し
量
ら
れ
、
「
人
の

お
や
」
に
対
す
る
語
り
手
の
感
懐
が
示
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
心
が

「痰

し
な
」
と
地
名
の

「
山
科
」
の
懸
詞
ま
で
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ⅱ
段
に

は
、
様
々
な
趣
向
が
み
ら
れ
る
。

１

ド
幹

聰

錢

轟

酔

奥

屑

古
女
と
の
贈
答
を
中
心
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
で
は
、
特
別
に
手

が
込
め
ら
れ
て
い
る
Ⅱ
段
が
、
他
撰
部
①
の
編
纂
に
関
与
し
た
ら
し
い
好
古
家

関
連
の
歌
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間

題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
こ
の
段
が
実
際
に
伊
ヂ
と
好
古
女
達
と
の
間
に
起
こ

，
た
で
き
ご
と
を
も
と
に
し
て

「
と
よ
か
げ
」
と

「
み
や
づ
か
へ
す
る
人
」
と

の
話
に
仮
託
さ
れ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
不
審
な
点
が

一
つ
あ
る
こ
と
を

ま
ず
指
摘
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
好
古
た
ち
が
娘
と
伊
ヂ
と
の
関
係
を
快
し
と

し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
後
年
伊
ヂ
は
好
古
と
も
好
古
女

と
も
非
常
に
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
Ⅱ
段
で
は
娘
と
伊
ヂ
と
の
関

係
を
好
古
た
ち
が
忌
み
嫌
う
の
か
。
常
識
か
ら
し
て
も
、
忠
平

。
師
輔
の
血
統

を
受
け
継
ぐ
権
門
の
一
家
の
嫡
子
で
あ
る
伊
ヂ
が
自
分
の
娘
に
懸
想
し
て
く
る

の
は
、
好
古
夫
妻
に
と
っ
て
は
喜
ば
し
い
事
態
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
で
あ
る
。

Ⅱ
段
で
は
内
容
的
に
も
虚
構
が
施
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
虚
構
は
伊
ヂ

一
人
の
創
意
に
よ
る
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
唐
突
で
は
あ
る
が
、
「伊
勢
物
語
」
に
関
す
る
渡
辺
実

氏
と
片
桐
洋

一
氏
の
発
言
に
注
目
し
た
い
。
渡
辺
氏
は
、
源
融
を
パ
ト
ロ
ン
と

す
る
風
流
歌
人
の
仲
間
達
が
持
ち
寄
っ
た
各
自
の
歌
の
成
立
諄
が
、
彼
ら
の
中

絆

証

群

飯

壁

離

科

る
湯

胸

時
『

帥

祥

昇

郡

龍
騎

ず

蠅

埒

要

雑

罐

原
伊
勢
物
語
の
成
立
の
背
景
に
複
数
の
人
々
が
参
画
す
る
歌
語
り
生
成
の
場
を

囃
競
執
に
い
銘
鎌

・ で
緒 一
聾
」
江
い
』
ピ
に
は
い
項
押
縛
拗
臨
に
わ
斡
肛
澤
」
肛

の
背
景
に
あ
る
と
私
は
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、
伊
ヂ

・
好
古
女

・
好
古
夫
妻
な

０
鞣

諄

陽

が

解

嶽

孵

餃

畔

品

翌

Ｆ

耀

馬

は

き
っ
て
好
古
女
に
懸
想
し
か
け
る
こ
と
を
端
緒
に
し
、
好
古
夫
妻
も
参
加
し
て

作
り
上
げ
ら
れ
た
歌
語
り
が
、
Ⅱ
段
の
も
と
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

九
嚇
瀧ψ諜
鱗
卸
、聾
「ず
み韓
無
礼
崚却鵡

興
味
深
い
事
柄
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



今
は
昔
、　
一
条
摂
政
と
は
、
東
三
条
殿
の
兄
に
お
は
し
ま
す
。
御
か
た
ち

よ
り
は
じ
め
、
心
も
ち
ひ
な
ど
、
め
で
た
く
、
ざ
え

。
あ
り
さ
ま
、
ま
こ

と
し
く
お
は
し
ま
し
、
ま
た
色
め
か
し
く
、
女
を
も
お
ほ
く
御
覧
じ
興
ぜ

さ
せ
給
け
る
に
、
す
こ
し
軽
／
ヽ
に
お
ぼ
え
さ
せ
給
け
れ
ば
、
御
名
を
隠

さ
せ
給
て
、
大
蔵
の
丞
豊
蔭
と
な
の
り
、
う
へ
な
ら
ぬ
女
の
が
り
は
、
御

文
も
つ
か
は
じ
け
る
。
懸
想
せ
さ
せ
給
、
あ
は
せ
給
も
し
け
る
に
、
皆
人

さ
心
え
て
、
知
り
参
ら
せ
た
り
。
や
む
ご
と
な
く
、
よ
き
人
の
姫
君
の
も

と

へ
、
お
は
し
ま
し
そ
め
に
け
り
。
乳
母
、
母
な
ど
を
語
ら
ひ
て
、
父
に

は
知
ら
せ
さ
せ
給
は
ぬ
ほ
ど
に
、
聞
き
つ
け
て
、
い
み
じ
く
腹
立
ち
て
、

母
を
せ
た
め
、
爪
弾
き
を
し
て
、
い
た
く
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
「
さ
る
こ

と
な
し
」
と
あ
ら
が
ひ
て
、
「
ま
だ
し
き
よ
し
の
文
、
書
き
て
た
べ
」
と
、

母
君
の
わ
び
申
た
り
け
れ
ば
、

人
知
れ
ず
身
は
い
そ
げ
ど
も
年
を
へ
て
な
ど
越
え
が
た
き
逢
坂
の
関

と
て
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
父
に
見
す
れ
ば
、
「
さ
て
は
、
そ
ら
ご
と

な
り
け
り
」
と
思
ひ
て
、
返
し
、
父
の
し
け
る
、

あ
づ
ま
ぢ
に
ゆ
き
か
ふ
人
に
あ
ら
ぬ
身
は
い
つ
か
は
越
む
逢
坂
の
関

豊
蔭
見
て
、
ほ
ゝ
ゑ
ま
れ
け
ん
か
し
と
、
御
集
に
あ
り
。
を
か
し
く
。

こ
こ
で
は
、
伊
ヂ
が
実
際
に

「
と
よ
か
げ
」
と
名
乗
っ
て
情
事
を
重
ね
て
い

て
、
し
か
も
周
囲
の
人
皆
が
そ
れ
を
心
得
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
勿
論

説
話
が
伝
え
て
い
る
こ
と
を
俄
か
に
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
「宇
治

拾
遺
物
語
」
の
内
容
は
、
私
が
Ⅱ
段
成
立
の
背
景
に
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
事

情
と
う
ま
く
重
な
り
合
う
。
つ
ま
り
、
ま
ず

「と
よ
か
げ
」
と
名
乗
る
男
と
好

古
女
の
間
に
関
係
が
で
き
る
。
好
古
た
ち
は
と
よ
か
げ
と
は
実
は
伊
チ
で
あ
る

と
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
権
門
の
伊
ヂ
が
娘
に
恋
し
て
く
れ
た
と
喜
ん
で

い
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も

「
く
ち
を
し
き
げ
す
」
で
あ
る

「
お
ほ
く
ら
の

し
さ
う
く
ら
は
し
の
と
よ
か
げ
」
が
懸
想
し
て
き
た
と
し
て
対
処
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
で
好
古
は
、
「と
よ
か
げ
」
と
娘
と
の
関
係
を
忌
み
嫌
っ
て

い
る
か
の
ご
と
く
に
振
る
舞
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
伊
ヂ

の
演
技
に
好
古
家
の
人
々
も
演
技
で
も
っ
て
こ
た
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ

う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
歌
語
り
を
も
と
に

「と
よ
か
げ
」
の
部
の
Ⅱ
段
は
作
ら

れ
、
ま
た
、
そ
の
歌
語
り
の
異
伝
を
載
せ
る
の
が

「宇
治
拾
遺
物
語
」
だ
と
思

つヽ
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
Ⅱ
段
に
お
い
て
、
先
に
見
た
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
も

説
明
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
を
ん
な
の
お
や
」
な
ど
第
三
者
が
登
場
す
る
の

は
ま
さ
し
く
女
の
親
が
Ⅱ
段
の
制
作
に
関
わ
っ
た
か
ら
で
、
と
よ
か
げ
や
女
の

心
境
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
、
「
人
の
お
や
」
に
対
す
る
語
り
手
の
感
想
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
と
よ
か
げ

（即
ち
、
伊
ヂ
）

・
女

（即
ち
、
好
古

女
）

・
人
の
お
や

（即
ち
、
好
古
夫
妻
）
が
制
作
に
関
与
し
た
か
ら
だ
と
考
え

れ
ば
よ
い
。

五
　
他
の
段
に
つ
い
て
の
類
推

さ
て
、
Ⅱ
段
に
つ
い
て
の
以
上
の
考
察
が
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

伊
ヂ
以
外
の
人
も
そ
の
創
作
に
加
わ
っ
た
歌
語
り
か
ら

「と
よ
か
げ
」
の
部
の

Ｉ
段
へ
と
い
う
図
式
が
描
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
他
の
段
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

単
な
る
類
推
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
誹
り
を
覚
悟
の
上
で
述
べ
さ
せ
て
も
ら
え

ば
、
Ⅱ
段
だ
け
が
例
外
で
他
の
段
は
す
べ
て
伊
ヂ

一
人
の
手
に
よ
っ
て
纏
め
ら

れ
た
と
す
る
の
は
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
他
の
段
に
も
何
ら
か
の
形
で
、
伊

ヂ
以
外
の
人
の
創
意

・
趣
向
も
加
わ
っ
て
い
る
と
す
る
方
が
蓋
然
性
が
高
い
と



思
う
の
で
あ
る
。

で
は
ど
う
い
う
形
で
、
伊
ヂ
以
外
の
人
の
創
意

・
趣
向
が

「
と
よ
か
げ
」
の

部
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
遺
憾
な
が
ら
Ⅱ
段
以
外
の
段
に
つ
い

て
は
具
体
的
に
指
摘
す
る
材
料
を
持
た
な
い
の
だ
が
、
他
撰
部
に
あ
る
幾
つ
か

の
歌
群
を
参
考
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
歌
語
り
資
料
の
集
成
と
も

言
わ
れ
て
い
る
他
撰
部
を
み
て
み
る
と
、
好
古
家
以
外
の
場
所
で
も
何
ら
か
の

テ
ー
マ
に
沿
っ
た
歌
語
り
が
纏
め
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と

「と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
段
の
も
と
と
な
っ
た
贈
答
も
、
そ

れ
ら
の
も
の
と
同
様
に
、
色
々
な
場
所
で
纏
め
ら
れ
て
い
た
歌
語
り
で
あ
っ
た

と
の
考
え
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
他
撰
部
に
あ
る
歌
語
り
的
な
も
の
と
私
が
見
な
し
て
い
る
の
は
、

例
え
ば
次
に
引
用
し
た
伊
チ
の
北
の
方
の
恵
子
関
連
の
歌
な
ど
で
あ
る
。

わ
か
れ
て
は
き
の
ふ
け
ふ
こ
そ
へ
だ
て
つ
れ
ち
よ
し
も
へ
た
る
こ
ゝ

ち
の
み
す
る

御
か
へ
り

き
の
ふ
と
も
今
日
と
も
し
ら
ず
い
ま
は
と
て
わ
か
れ
し
ほ
ど
の
心
ま

ど
ひ
に

（
・４
頁
下
段
参
照
）

こ
れ
ら
の
詞
書
や
歌
は
次
に
列
挙
し
た
特
徴
を
備
え
て
い
る
。

お
ほ
ん
と
の
き
た
の
か
た
き
こ
え
た
ま
け
る
に
、
御
か

へ
り
な

し
と
て

つ
く
ま
え
の
そ
こ
ひ
も
し
ら
ぬ
み
く
り
を
ば
あ
さ
き
す
ぢ
に
や
お
も

ひ
な
す
ら
ん

そ
の
ほ
ど
の
こ
と
ゞ
も
お
ほ
か
り
け
れ
ど
か

ゝ
ず
。

あ
ひ
た
ま
て
の
ち
に
や
な

い
し
の
も
と
こ
も
り
お
は
し
て
、

「
う
ち
に
ノ
ー
、
」
と
あ
る
に
、
き
た
の
か
た

も

ゝ
し
き
は
を
の
ゝ
え
く
た
す
山
な
れ
や
い
り
に
し
人
の
お
と
づ
れ

も
せ
ぬは

や
う
の
こ
と
な
る
べ
し
。
き
た
の
か
た
と
ゑ
じ
た
ま
て

「
さ

ら
に
こ
じ
」
と
ち
か
ご
と
し
て
も
の
ど
も
は
ら
ひ
な
ど
し
て
ふ

つ
か
ば
か
り
あ
り
て

こ
の
お
と
ゞ
き
た
の
か
た
と
ゑ
じ
た
ま
て
、
よ
か
は
に
て
ほ
う

し
に
な
ら
む
と
し
た
ま
ふ
に
、
ほ
う
し
ヽ
て
、
ゐ
ど
の

み
を
す
て
ヽ
こ
ゝ
ろ
の
ひ
と
り
た
づ
ぬ
れ
ば
お
も
は
ぬ
山
も
お
も
ひ

や
る
か
な

お
と
ゞ
、
か
へ
し

た
づ
ね
つ
ゝ
か
よ
ふ
心
し
ふ
か
ヽ
ら
ば
し
ら
ぬ
山
ぢ
も
あ
ら
じ
と
ぞ

お
も
ふ又

、
ゐ
ど
の

な
よ
た
け
の
よ
か
は
を
か
け
て
い
ふ
か
ら
に
わ
が
ゆ
く
す
ゑ
の
な
こ

そ
を
し
け
れ

や
だ
い
の
い
へ
に
て
ひ
さ
し
う
お
は
せ
ね
ば
、
う

ヘ

ね
ざ
め
す
る
や
ど
を
ば
よ
き
て
ほ
と

ヽ
ぎ
す
い
か
な
る
そ
ら
に
か
き

ね
な
く
ら
ん

ま
た
き
た
の
か
た
と

「
か
ぎ
り
の
た
び
」
と
て
お
は
じ
け
る
み

ち
よ
り

ゆ
く
さ
き
を
お
も
ふ
心
の
ゆ

ヽ
し
さ
に
け
ふ
を
か
ぎ
り
と
い
ふ
に
ざ

り
け
る



●
６５
番
と
皿
番
の
詞
書
の
冒
頭
で
伊
ヂ
を
指
す
語

（「
お
ほ
ん
と
の
」
、
「
お

と
ゞ
し

が
主
語
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
例
は
他
撰
部
の
詞
書
に
は

他
に
な
く
、
ま
た
、
Ｂ
番
の
よ
う
に

「
お
と
ゞ
」
に

「
こ
の
」
が
掛
か
る
の

も
詞
書
で
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
む
し
ろ

『伊
勢
物
語
」
や

「平
仲
物

語
』
の
各
段
の
冒
頭
が

「
こ
の
男
」
云
々
と
始
ま
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
段
の
冒
頭
が

「
と
よ
か
げ
」
云
々
や

「
こ
の
お
き

な
」
云
々
で
始
ま
っ
て
い
た
り
す
る
の
に
似
て
い
る
。

●
前
述
の
通
り
、
鵬
番
は
「
蔵
内
侍
」
の
歌
ら
し
い
が
、

６６
番
も

「後
撰
集
』
の

‐‐７
番
で
は
誰
と
も
知
れ
な
い

「を
ん
な
」
の
歌
に
な
っ
て
お
り
、
加
え
て
、

６５
番
は
他
撰
部
の
鵬
番
に
重
出
し
、
そ
こ
で
は
誰
か
に
贈
っ
た

「
お
と
ゞ
」

の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
恵
子
関
連
の
歌
の
う
ち
、
三
首
は
異
伝
を

も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

●
恵
子
関
連
の
歌
は
す
べ
て

「
ゑ
じ
た
ま
て
」
や

「
か
ぎ
り
の
た
び
」
と
か
、

二
人
の
仲
が
順
調
で
な
い
頃
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
「
そ
の

ほ
ど
の
こ
と
ゞ
も
」
云
々
と
な
っ
て
い
る
６５
番
の
後
書
は
二
人
の
蜜
月
時
代

の
歌
を
わ
ざ
と
省
い
た
こ
と
を
、
物
語
的
省
筆
を
装
っ
て
断
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
他
撰
部
中
の
数
力
所
に
散
在
し
て
い
る
恵
子
関

連
の
歌
は
、
も
と
も
と
は
他
人
詠
等
も
利
用
し
な
が
ら
、
伊
ヂ
と
恵
子
の
仲
が

よ
く
な
い
頃
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
作
ら
れ
た
歌
語
り
で
、
そ
れ
が
他
撰
部
に
取

り
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
そ
し

て
、
「
お
ほ
ん
と
の
」
な
ど
の
特
殊
な
言
い
回
し
を
考
慮
す
れ
ば
、
も
と
の
歌

語
り
が
作
ら
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
恵
子
の
周
辺
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

議
計
螺
ぱ
鴛
翼
獅
鋼
「館
亀
脚消
囃
型
鵜

げ
」
の
部
が
纏
め
ら
れ
る
時
、
伊
ヂ
の
周
辺
に
は
伊
ヂ
を
主
人
公
と
し
た
歌
語

り
、
歌
物
語
が
様
々
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
勿
論
そ
れ
ら
の
も
の
が
　
１０

直
接

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
段
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

現
在

「と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
段
に
あ
る
話
柄
も
、
も
と
は
他
撰
部
に
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
物
語
的
な
も
の
と
同
様
に
伊
ヂ
恋
人
達
の
回
り
で
作
ら
れ
て
い

た
歌
語
り
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
充
分
に
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
「と
よ
か
げ
」
の
部
の
各
段
の
趣
向
の
凝
ら
さ
れ
方
に
ば
ら
つ
き

が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
述
べ
て
み
た
い
。
図
２
に
示
し
た
通
り
、
Ⅱ
段
の
他
で
は

ほ

詢

睡

糠

鱒

謹

拠

算

制

」
欝

吸
智

い
ら っ
鐵
レ
鰈

同
じ
く
、
少
命
婦
な
ど
も
そ
の
創
作
に
加
わ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
序
跛
を
備
え
て
い
る

「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
Ｉ
か
ら
Ｖ
段
ま
で

は
、
Ⅱ
と
Ⅳ
の
段
を
中
核
に
し
て
纏
め
よ
う
と
し
た
の
が
そ
も
そ
も
の
伊
チ
の

動
機
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
に
す
で
に
あ
っ
た
歌
語
り
に
手
を
加
え
た

段
を
二
三
加
え
、
Ｉ
段
に
序
章
的
段
を
も
っ
て
き
て
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ｉ
段
に
は
序
章
と
し
て
そ
れ
な
り
の
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
も
素
直
に
理

解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
纏
ま
り
を
示
し
て
い
る
Ｖ
段
ま
で
に
な
ぜ
Ⅵ
段
以
下

が
加
え
ら
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
伊
ヂ
の
ま
わ
り
に
は
も
は
や
Ⅱ
、

Ⅳ
段
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
歌
語
り
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
上

述
べ
た
事
情
を
想
定
す
れ
ば
、
「
と
よ
か
げ
」
の
部
で
は
段
に
よ
っ
て
趣
向
が

凝
ら
さ
れ
て
い
た
り
、
凝
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
の
も
納
得
で
き
る
の

で
あ
る
。



注（
１
）
『
一
条
摂
政
御
集
」
の
引
用
は

『私
家
集
大
成
」
の
本
文
に
従
い
、
歌
句
に
は
濁
点
を
、

詞
書

・
後
書
等
に
は
句
読
点
・
濁
点

・
釣
括
弧
等
を
私
に
施
す
。
な
お
、
以
下
本
稿
で
は

「
一
条
摂
政
御
集
」
を

『御
集
」
と
略
称
す
る
。

（
２
）
こ
の
あ
た
り
の
卑
見
は
、
「
一
条
摂
政
御
集
」
論
―
「と
よ
か
げ
」
の
部
の
特
質
―
」

含
詞
林
』
二
号

・
舒
年
■
月
）、
「

一
条
摂
政
御
集
」
の
他
撰
部
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
詞

書
を
中
心
と
し
て
―
」
貧
詞
林
」
人
号
。
９０
年
Ю
月
）
で
詳
述
し
た
。
紙
幅
の
都
合
上
本

稿
で
は
再
述
で
き
な
い
の
で
参
照
願
い
た
い
。
前
者
で
述
べ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
稿

で
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

（３
）
「
と
よ
か
げ
」
の
方
法
Ｉ
Ｉ
段
か
ら
Ⅳ
段
の
検
討
―
」
（大
養
廉
編

『古
典
和
歌
論
叢
」

“
年
明
治
書
院
に
所
収
）、
並
び
に

「
「と
よ
か
げ
」
の
方
法

（続
）
ｉ
Ｖ
段
か
ら
Ⅷ
段
の

検
討
―
」
η
平
安
文
学
研
究
」
第
七
十
九
・
八
十
輯
・
８
年
１０
月
）

（
４
）
平
安
文
学
論
読
会
・
６７
年

・
塙
書
房
。
な
お
、
以
下
本
稿
で
は
同
著
を

『注
釈
」
と
略
称

す
る
。

（５
）
勅
撰
集
か
ら
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号
は

「新
編
国
歌
大
観
」
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
６
）
例
え
ば
、
ｍ
番
は
北
の
方
息
子
の
単
独
歌
で
、
前
後
の
歌
は
別
人
に
贈
っ
た
伊
テ
の
歌
に

な

っ
て

い
る
。

（
７
）
好
古
家
関
連
の
歌
の
詞
書
に
は

「け
り
」
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
も
と

も
と
は
物
語
的
叙
述
を
目
指
し
て
い
た
も
の
に
、
無
意
識
に

「き
」
が
入
り
込
ん
だ
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
８
）
『拾
遺
集
」
巻
五
・
賀

・
観
番
、
『拾
遺
抄
」
巻
五
・
賀
・
聘
番
参
照
。

（９
）
『後
撲
集
』
巻
十
一
恋
三
、

７３‐
●
観

女
の
も
と
に
つ
か
は
じ
け
る
　
一」
れ
ま
さ
の
朝
臣

入
し
れ
ぬ
身
は
い
そ
げ
ど
も
年
を
へ
て
な
ど
こ
え
が
た
き
相
坂
の
関

返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
好
古
朝
臣
女

あ
づ
ま
ぢ
に
ゆ
き
か
ふ
人
に
あ
ら
ぬ
身
は
い
つ
か
は
こ
え
む
相
坂
の
関

（
１０
）
「新
潮
日
本
古
典
集
成
・
伊
勢
物
語
」
「附
説
原
伊
勢
物
語
を
探
る
」
（７６
年
新
潮
社
、
元

「源
融
と
伊
勢
物
語
」
と
し
て

「国
語
と
国
文
学
』
４９
巻
ｎ
号
・
７２
年
■
月
に
掲
載
）

（
ｎ
）
「伊
勢
物
語
の
語
り
の
場
―
源
融
パ
ト
ロ
ン
説
に
触
れ
つ
つ
―
」
η
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』

８７
年
明
治
書
院
に
所
収
、
元

「『伊
勢
物
語
」
源
融
パ
ト
ロ
ン
説
存
疑
」
と
し
て

『百
舌
鳥

国
文
』
二
号
・
８２
年
５
月
に
掲
載
）

（
・２
）
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『宇
治
拾
遺
物
語
古
本
説
話
集
」
に
よ
る
。

（
・３
）
例
え
ば
、
本
院
侍
従
と
の
贈
答
と
思
わ
れ
る
９８
～
硼
番
や
鵬
～
Ш
番
等
も
物
語
的
な
も
の

と
想
定
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（‐４
）
『師
輔
集
」
９８
番
、
『御
集
」
２
番
、
『拾
遺
集
」
５２
番
等
参
照
。

〔付
記
〕

本
稿
は

一
九
九

一
年
四
月
二
十
日
神
戸
女
子
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
和
歌

文
学
会
第
４５
回
関
西
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。
発
表
の
当
日
ま
た
は
後
日
、
様
々
な
御
批
評
を
た
ま
わ

っ
た
片
桐

洋

一
氏
、
曽
根
誠

一
氏
他
の
方
々
に
感
謝
申
上
げ
る
。
そ
れ
ら
御
批
評
に
ど
れ

ほ
ど
答
え
ら
れ
て
い
る
か
覚
東
な
い
が
、
こ
こ
に
改
め
て
掲
載
し
た
次
第
で
あ

２
一
。

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―


