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歌
の
誘
惑

は
じ
め
に

　
万
葉
集
の
歌
を
見
る
限
り
、
天
伴
家
持
は
、
多
く
の
女
性
と
歌
の
上
で
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
両
方
で
歌
を
交
わ
し
て
い
る
も
の
、
家
持
へ

の
歌
だ
け
が
残
っ
て
い
る
も
の
な
ど
の
歌
の
あ
り
方
か
ら
、
家
持
と
そ
の
女
性
だ

ち
と
は
実
体
と
し
て
、
恋
の
感
情
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
見
方
の
も
と
で
論
が
す

す
め
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
家
持
と
歌
を
交
わ
し
あ
っ
た
女
性
の
う

ち
、
確
か
に
坂
上
天
嶮
は
家
持
の
妻
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
女
性
だ
ち
と
の
実

体
的
な
関
係
は
明
ら
か
で
な
く
、
家
持
が
犬
嬢
を
妻
と
す
る
前
に
恋
愛
関
係
に
あ

っ
た
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
家
持
と
歌
い
交
わ
し
た
女

性
だ
ち
と
の
間
に
、
実
際
に
恋
が
あ
っ
た
と
し
て
も
▽
回
に
さ
し
つ
か
え
は
な
い

が
、
残
さ
れ
て
い
る
歌
の
み
か
ら
彼
ら
の
関
係
を
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
歌
を

交
わ
し
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
交
わ
さ
れ
た
歌
の

表
現
を
み
る
こ
と
で
、
家
持
の
ま
わ
り
の
歌
の
文
化
圏
の
あ
り
方
を
み
よ
う
と
す

る
の
が
、
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
一

　
ま
ず
は
、
家
持
と
歌
の
上
で
関
係
の
あ
っ
た
女
性
た
ち
を
み
て
お
き
た
い
。
「
童

女
」
、
「
娘
子
」
と
の
み
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
名
前
が

浅
　
　
野

則

子

明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
対
象
と
し
た
い
。
家
持
と
歌
を
交
わ
し
た
女
性

た
ち
は
次
の
よ
う
に
わ
け
ら
れ
る
。

　
　
Ｔ
〕
　
贈
答
歌
の
形
を
と
る
も
の

①
坂
上
郎
女

②
坂
上
天
嬢

③
紀
女
郎

④
笠
女
郎

⑤
巫
耶
麻
蘇
娘
子

⑥
日
置
長
技
娘
子

　
　
一
二
〕
　
家
持
に
贈
っ
た
歌
の
み
が
残
る
も
の

⑦
山
口
女
王

⑧
犬
神
郎
女

⑨
中
臣
郎
女

⑩
河
内
百
技
娘
子

⑨
粟
田
娘
子

⑩
平
群
氏
女
郎

　
　
⊇
こ
家
持
か
ら
贈
ら
れ
た
歌
の
み
が
残
る
も
の

⑩
安
倍
郎
女

　
　
Ｔ
〕
の
女
性
達
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
、
大
汗
一
族
と
い
う
家

持
の
身
近
で
、
素
性
も
比
較
的
明
ら
か
な
女
性
が
多
い
。
①
の
坂
上
郎
女
は
家
持

の
叔
母
で
あ
り
、
後
に
は
妻
の
母
と
な
る
女
性
で
あ
る
。
こ
の
、
坂
上
郎
女
と
の

７
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贈
答
は
歌
そ
の
も
の
は
、
男
女
の
恋
情
で
あ
っ
て
も
題
詞
、
左
註
に
そ
の
関
係
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
歌
の
世
界
だ
け
で
の
恋
の
男
女
を
装
う
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
②
の
犬
嬢
は
家
持
の
妻
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
女
性
で
あ
る
た
め

に
、
贈
答
は
実
際
の
心
情
が
多
く
反
映
し
て
い
る
と
見
る
の
が
一
般
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
③
の
紀
女
郎
も
万
葉
集
が
伝
え
る
経
歴
で
は
、
家
持
よ
り
年
上
で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
、
歌
そ
の
も
の
は
恋
情
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
、
歌

の
表
現
の
上
で
の
世
界
を
楽
し
む
と
い
う
歌
い
方
が
あ
る
。
Ｔ
〕
の
う
ち
、
こ

の
よ
う
に
①
は
関
係
性
が
明
確
な
た
め
に
歌
の
世
界
の
独
自
性
を
見
よ
う
と
し
、

③
も
紀
女
郎
の
経
歴
や
年
齢
か
ら
、
そ
こ
に
は
実
際
の
恋
愛
で
は
な
く
、
歌
世
界

で
の
男
女
の
姿
を
み
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
と
の
歌
の
贈
答
に
お
け
る
歌
の
表
現

は
、
明
ら
か
な
人
物
像
を
持
つ
た
め
に
歌
と
し
て
独
立
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
④
、
⑤
、
⑥
の
女
性
た
ち
は
万
葉
集
は
そ
の
素

性
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
こ
こ
で
は
歌
は
そ
の
内
容
そ
の
も
の
と
し
て
実
際
の
恋

と
重
ね
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
　
□
】
の
女
性
達
に
つ
い
て
は
、
一
の
①
、
⑤
、
⑥
の
女
性
同
様
に
素
性
が
明

ら
か
で
は
な
い
。
家
持
か
ら
の
歌
も
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
悲
恋
の
主
人
公
と

も
さ
れ
る
女
性
た
ち
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
歌
は
実
際
の
心
情
と
し
て
と
ら
れ
て

い
る
。

’
⊇
一
〕
に
つ
い
て
は
、
⑩
の
安
倍
郎
女
は
経
歴
が
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
名
前

が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
扱
い
は
①
上
皿
一
）
の
女
性
と
同
じ
よ
う
に
家
持
と
の
実
際

の
関
わ
り
を
み
る
。
た
だ
、
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
①
～
⑩
の
女
性
と
は
ち
が
っ

て
、
自
分
の
歌
で
は
な
く
、
家
持
の
歌
を
残
し
て
い
る
と
い
う
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
う
し
て
見
る
限
り
、
歌
の
み
の
世
界
な
の
か
、
そ
こ
に
実
際
の
恋
情
を
よ
み

と
る
か
は
、
女
性
そ
の
も
の
の
像
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
贈
歌
の
形
を
な
し
て
い
る
女
性
と
の
贈
答
歌
の
う
ち
か

ら
「
雑
歌
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
持
つ
⑤
と
⑥
の
女
性
と
の
歌
の
表
現
を

お
う
こ
と
で
、
歌
世
界
の
共
通
の
背
景
を
確
か
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

一

一

　
取
り
上
げ
る
の
は
、
巫
部
麻
蘇
娘
子
と
日
置
長
技
娘
子
の
巻
ハ
の
雑
歌
に
入
れ

ら
れ
て
い
る
家
持
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　
　
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
雁
が
ね
の
歌
一
首

誰
聞
き
つ
こ
ゆ
鳴
き
渡
る
雁
が
ね
の
妻
呼
ぶ
声
の
羨
し
く
も
あ
る
を

　
　
大
作
家
持
の
和
ふ
る
歌
一
首

聞
き
つ
や
と
妹
が
問
は
せ
る
雁
が
ね
は
ま
こ
と
も
遠
く
雲
隠
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
―
一
五
六
一
丁
万
一

　
　
日
置
長
技
娘
子
の
歌
一
首

秋
付
け
ば
尾
花
が
上
に
置
く
露
の
消
ぬ
べ
く
も
我
は
思
ほ
ゆ
る
か
も

　
　
大
作
家
持
の
和
ふ
る
歌
一
首

我
が
や
ど
の
一
評
釈
を
思
ふ
児
に
見
せ
ず
ほ
と
ほ
と
散
ら
し
つ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
―
一
五
六
四
～
五

　
そ
れ
ぞ
れ
の
贈
答
は
巻
ハ
の
雑
歌
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
経
歴
が
明
ら
か
な

　
□
」
の
グ
ル
ー
プ
の
女
性
で
あ
る
、
坂
上
部
女
、
紀
女
郎
、
ま
た
、
多
く
の
歌

を
残
し
て
い
る
笠
女
郎
以
外
の
女
性
達
は
す
べ
て
、
相
聞
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
歌
の
表
現
内
容
と
編
集
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
詳
し
く
ふ
れ
る
準
備
は
な
い
。
雑
歌
と
い
う
分
類
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
、
家
持
の
「
和
ふ
る
歌
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
家
持
と
の
間
に
歌
を

贈
答
す
る
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
お
さ
え
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
巫
部
麻
蘇
娘
子
と
の
贈
答
歌
か
ら
考
え
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
歌
は
題
詞
に
「
雁
が
ね
」
と
あ
る
よ
う
に
雁
に
つ
い
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
雁
が
「
妻
呼
ぶ
声
」
で
鳴
き
渡
っ
て
い
く
の
が
「
と
も
し
い
」
と
歌
う
。

雁
は
秋
の
鳥
と
し
て
、
数
多
く
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
雁
の
歌
わ
れ
方
は
次
の
よ
う

８
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で
あ
る
。

①
葦
辺
な
る
荻
の
葉
さ
や
ぎ
秋
風
の
吹
き
く
る
な
へ
に
雁
鳴
き
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ー
ニ
∇
一
四

②
秋
風
に
大
和
へ
越
ゆ
る
雁
が
ね
は
い
や
遠
離
る
雲
隠
れ
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
ニ
。
二
八

③
秋
萩
は
雁
に
逢
は
じ
と
言
へ
れ
ば
か
声
を
間
き
て
は
花
に
散
り
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
ニ
コ
エ
ハ

①
大
言
の
よ
そ
に
雁
が
音
間
き
し
よ
り
は
が
れ
霜
降
り
寒
し
こ
の
夜
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
三
二

⑤
秋
田
刈
る
仮
廬
も
い
ま
だ
壊
た
ね
ば
雁
が
音
寒
し
霜
も
置
き
ぬ
が
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
五
五
六
（
忌
部
首
黒
麻
呂
）

⑥
ひ
さ
か
た
の
雨
間
も
置
か
ず
雲
隠
れ
鳴
き
そ
行
く
な
る
緊
稲
田
雁
が
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
五
六
六
（
家
持
）

⑦
秋
萩
の
散
り
の
ま
が
ひ
に
呼
び
た
て
て
鳴
く
な
る
雁
の
声
の
潅
け
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
万
五
〇
（
湯
原
王
）

②
九
月
の
そ
の
初
雁
の
使
ひ
に
も
思
ふ
心
は
聞
こ
え
来
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ー
コ
ハ
ー
四
（
桜
井
五
）

⑨
春
草
を
馬
喰
ひ
山
ゆ
越
え
来
な
る
雁
の
使
ひ
は
宿
り
過
ぐ
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
－
一
七
〇
八

⑩
大
飛
ぶ
や
雁
を
使
ひ
に
得
て
し
か
も
奈
良
の
部
に
言
告
げ
遣
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
１
三
六
七
六

⑩
つ
と
に
行
く
雁
の
鳴
く
音
は
我
が
ご
と
く
物
思
へ
か
も
声
の
悲
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
ニ
ニ
モ

⑩
明
け
暗
の
朝
霧
隠
り
鳴
き
て
行
く
雁
は
我
が
恋
妹
に
告
げ
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
ニ
▽
元

　
雁
は
た
と
え
ば
、
①
の
よ
う
に
秋
風
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
秋
の
景
物
で
あ
る

が
、
飛
び
行
く
姿
で
は
な
く
鳴
き
声
が
歌
わ
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
②
の

歌
は
秋
の
景
物
と
し
て
の
萩
と
と
も
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
萩
は
散
っ
て
い
る
と

い
う
。
雁
は
萩
の
盛
り
よ
り
も
時
期
を
あ
と
に
す
る
も
の
と
し
て
の
認
識
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
③
の
歌
の
秋
萩
と
雁
と
の
関
係
に
も
現
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
萩

の
さ
か
り
と
雁
の
嶋
き
声
と
は
決
し
て
同
じ
時
期
で
は
な
い
。
雁
は
次
①
の
歌
の

よ
う
に
、
秋
の
刈
り
取
り
が
終
わ
り
、
冬
を
迎
え
る
頃
の
風
物
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
雁
の
声
は
そ
の
季
節
感
か
ら
⑤
の
歌
の
よ
う
に
「
寒

し
」
と
、
と
ら
え
ら
れ
て
る
。
同
時
に
、
姿
が
見
え
ず
、
た
だ
声
の
み
で
と
ら
え

ら
れ
る
た
め
「
温
か
」
な
も
の
で
あ
り
雲
に
隠
れ
て
そ
の
姿
が
み
え
な
い
と
歌
う

も
の
も
⑥
や
⑦
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
身
近
に
と
ら
え
う
る
自
然
の
中
の
雁
と
は
異
な
り
、
中
国
の
故
事
に

よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
⑧
か
ら
⑩
の
歌
で
あ
ろ
う
。
雁
は
『
漢
書
』
の

中
で
蘇
武
が
句
奴
に
と
ら
わ
れ
た
時
、
雁
の
足
に
手
紙
を
つ
け
て
故
国
に
使
い
を

送
っ
た
鳥
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
故
事
に
よ
っ
て
使
い
の
鳥
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
故
事
は
雁
の
声
で
な
く
、
雁
が
手
紙
を

伝
え
た
と
い
う
雁
に
託
さ
れ
た
行
為
か
ら
も
歌
わ
れ
て
い
く
が
ヽ
そ
れ
は
⑧
の
歌
　
　
一

の
よ
う
に
泉
川
の
ほ
と
り
で
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
⑨
の
歌
の
よ
う
に
都
　
　
一

か
ら
温
か
は
な
れ
た
遣
新
羅
使
の
歌
で
あ
っ
て
も
、
同
様
に
、
自
分
か
い
る
べ
き

場
所
、
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
い
る
愛
し
い
人
と
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い

る
。
歌
の
作
者
の
い
る
場
所
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
⑩
の
歌
は
と
も
に
過

ご
す
こ
と
の
出
来
な
い
相
手
と
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
使
い
と
し
て
の
雁
と
い
う
こ
と
か
ら
、
雁
は
遠
く
離
れ
た
相
手
と
の
間
を

結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
離
れ
た
相
手
を
思
う
こ
と
か
ら
⑩
の
歌
の
表
現
の
よ
う
に
そ

の
声
を
「
悲
し
い
」
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑩
の
歌
も
雁
を
使
い
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
恋
を
伝
え
る
も
の
と
い
う
よ
う

に
、
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
内
容
を
も
つ
も
の
と
な
る
。

　
見
て
き
た
よ
う
に
万
葉
集
中
の
雁
を
歌
っ
た
他
の
歌
か
ら
は
「
妻
を
呼
ぶ
」
と

い
う
表
現
は
は
み
ら
れ
な
い
。
万
葉
集
で
「
妻
を
呼
ぶ
」
の
は
、
次
の
よ
う
に
鹿

で
あ
っ
た
。

⑩
こ
の
こ
ろ
の
秋
の
朝
明
に
霧
隠
り
妻
呼
ぶ
鹿
の
声
の
さ
や
け
さ

j
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十
―
一
一
一
四
一

⑩
君
に
恋
ひ
う
ら
ぶ
れ
居
れ
ば
敷
の
野
の
秋
萩
し
の
ぎ
さ
を
鹿
鴨
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
四
三

谷
山
近
く
家
や
居
る
べ
き
さ
を
鹿
の
声
を
聞
き
つ
つ
寝
ね
か
て
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
四
六

⑩
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
来
せ
ば
さ
を
鹿
の
妻
呼
ぶ
声
を
聞
か
ま
し
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
二
Ｉ
四
八

谷
山
遠
き
都
に
し
あ
れ
ば
さ
を
鹿
の
妻
呼
ぶ
声
は
乏
し
く
も
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
五
一

谷
山
彦
の
相
響
む
ま
で
妻
恋
ひ
に
鹿
鴨
く
山
辺
に
ひ
と
り
の
み
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
六
〇
二
（
家
持
）

⑩
雪
隠
の
猪
養
の
山
に
伏
す
鹿
の
妻
呼
ぶ
声
を
聞
く
が
羨
し
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
五
六
一
　
（
犬
伴
坂
上
部
女
）

　
鹿
の
声
は
⑩
の
よ
う
に
秋
の
景
物
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
田

辺
福
麻
呂
歌
集
牝
の
中
で
「
寧
楽
の
故
郷
を
悲
し
び
て
作
る
」
歌
口
ハ
ー
ー
〇
四

七
】
、
「
久
渥
の
新
卒
を
讃
む
る
」
歌
口
ハ
ー
ー
〇
五
〇
、
・
五
三
】
、
そ
れ
ぞ

れ
に
お
い
て
、
都
が
華
や
か
に
栄
え
て
い
る
状
態
を
表
現
す
る
時
に
歌
わ
れ
て
い

る
が
、
「
春
日
山
　
御
笠
の
野
辺
に
　
桜
花
　
本
の
暗
隠
り
　
貌
鳥
は
　
間
鴨
く

し
ば
鴨
く
　
露
霜
の
　
秋
さ
り
来
れ
ば
　
生
駒
山
　
飛
火
が
缶
に
　
萩
の
枝
を

し
が
ら
み
散
ら
し
　
さ
を
鹿
は
　
妻
呼
び
警
む
（
以
下
略
）
」
コ
○
四
七
」
、
「
秋

さ
れ
ば
ヽ
山
も
と
ど
ろ
に
　
さ
を
鹿
は
　
妻
呼
び
警
め
　
春
さ
れ
ば
　
岡
辺
も
繁

に
　
花
咲
き
を
を
り
（
以
下
略
）
」
〔
一
〇
五
〇
〕
、
「
う
ぐ
ひ
す
の
　
来
な
く
春

へ
は
　
巌
に
は
　
山
下
光
り
　
錦
な
す
　
花
咲
き
を
を
り
　
さ
を
鹿
の
　
夏
呼
ぶ

秋
は
　
天
霧
ふ
　
し
ぐ
れ
を
い
た
み
　
さ
丹
つ
ら
ふ
　
黄
葉
故
り
つ
つ
（
以
ド

略
）
」
〔
一
〇
五
三
〕
の
よ
う
に
、
春
の
景
と
対
句
的
に
用
い
ら
れ
る
。
耳
に
聞
こ

え
る
も
の
と
し
て
、
春
の
貌
鳥
、
う
ぐ
ひ
す
と
対
比
さ
れ
、
ま
た
、
一
〇
五
〇
の

歌
で
は
、
春
の
花
そ
の
も
の
と
対
比
さ
れ
る
よ
う
に
、
秋
を
代
表
す
る
も
の
、
愛

で
る
べ
き
も
の
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、

　
「
妻
を
呼
ぶ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
⑩
や
⑩
の
よ
う
に
相
手
が
そ
ば
に
居
ず
に
、

独
り
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
状
態
と
重
な
っ
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
⑤
の
よ
う
な

歌
も
あ
る
も
の
の
、
鹿
の
声
は
や
は
り
、
秋
の
景
物
と
し
て
季
節
感
の
中
で
⑤
や

⑩
の
坂
上
部
女
の
歌
の
よ
う
に
季
節
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
耶

か
ら
は
な
れ
た
場
所
で
の
季
節
の
風
流
と
し
て
、
そ
れ
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
が
「
羨
し
か
」
と
歌
わ
れ
も
す
る
。

　
　
「
妻
を
呼
ぶ
」
と
い
う
表
現
の
中
で
は
鹿
こ
そ
が
題
材
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
が
、
雁
に
関
し
て
、
問
題
と
し
て
い
る
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
は
類
似
表
現

を
万
葉
集
中
で
は
み
な
い
も
の
の
、
遠
い
も
の
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
離
れ

た
愛
し
い
人
を
連
想
さ
せ
る
表
現
基
盤
は
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
と
し
て
い
る
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
は
雁
の
声
を
「
と
も
し
い
」
と
歌
う
が
、

雁
の
声
自
体
は
季
節
の
中
で
は
寒
さ
は
感
じ
る
も
の
の
、
萩
な
ど
と
並
ん
で
秋
の

景
物
を
代
表
し
、
声
に
よ
っ
て
季
節
感
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
季
節
を
敏
感

に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
耶
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
積
極
的
に
聞
き
た
い
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
声
そ
の
も
の
が
歌
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
『
漢

書
』
の
故
事
に
よ
り
、
今
、
そ
ば
に
い
な
い
相
手
と
の
つ
な
が
り
を
も
と
め
る
物

と
い
う
鳥
と
し
て
の
共
通
の
表
現
理
解
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
巫

部
麻
蘇
娘
子
の
歌
う
「
妻
を
呼
ぶ
」
と
い
う
表
現
は
万
葉
集
に
お
い
て
は
必
ず
し

も
広
く
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
成
り
立
つ
基
盤
は
あ
っ

た
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
季
節
を
歌
う
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
、
歌

の
共
通
理
解
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
中
に
「
妻
を
呼
ぶ
」
と
い
う
、
一
対
を
求
め

る
恋
歌
的
な
要
素
も
含
む
も
の
が
、
こ
の
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
な
の
で
あ
る
。

一

一

-

　
次
に
日
医
長
枝
娘
子
の
歌
を
み
て
い
き
た
い
。
日
置
長
技
娘
’
卜
の
家
待
と
の
贈

答
歌
は
、
歌
の
表
現
の
み
を
み
る
限
り
、
恋
歌
そ
の
も
の
で
あ
る
。
日
置
長
技
娘

子
は
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
る
と
歌
う
が
、
露
は
た
と
え
ば
、

10
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⑩
白
露
を
と
ら
ば
消
ぬ
べ
し
い
ざ
子
ど
も
露
に
競
ひ
て
萩
の
遊
び
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
七
三

　
と
い
う
歌
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
露
は
触
れ
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
と
い
う

は
か
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
あ
や
う
さ
、
は
か
な
さ
を
秋
の
風
物
と
し
て
と
ら

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
露
の
多
く
は
万
葉
集
中
最
も
多
く
歌
わ
れ
、

秋
の
花
の
代
表
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
萩
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
。

位
白
露
と
秋
の
萩
と
は
恋
ひ
乱
れ
別
く
こ
と
難
き
わ
が
情
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
七
一

位
秋
の
野
に
咲
け
る
秋
萩
秋
風
に
耶
け
る
上
に
秋
の
露
置
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
―
一
五
九
七

言
さ
男
鹿
の
朝
立
つ
野
辺
の
秋
萩
に
珠
と
見
る
ま
で
置
け
る
白
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
―
一
九
九
八

　
位
の
歌
は
萩
と
露
と
は
、
萩
に
置
く
露
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て

萩
が
咲
い
た
り
、
散
っ
た
り
す
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る
が
、
と
も
に
秋
を
代

表
す
る
景
物
で
心
引
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
歌
わ
れ
る
。
位
と
位
の
歌
は
家

持
の
「
秋
の
歌
三
位
」
と
あ
る
う
ち
の
二
言
で
あ
る
。
位
は
萩
と
露
と
い
う
代
表

的
な
物
に
よ
る
秋
の
風
景
で
あ
り
、
⑩
は
さ
ら
に
そ
れ
に
鹿
が
加
わ
る
が
、
そ
こ

で
の
露
は
「
珠
」
と
見
ま
が
う
ほ
ど
の
も
の
と
歌
い
、
更
に
露
を
細
か
く
描
写
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
持
に
と
っ
て
も
秋
の
景
物
と
は
萩
と
露
に
よ
っ
て
表
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
秋
萩
は
萩
と
露
と
い
う
秋
の
景
物
と
し
て
美
意

識
と
と
も
に
歌
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
日
置
長

技
娘
子
の
歌
に
あ
る
の
は
、
萩
で
は
な
く
、
尾
花
の
上
の
露
で
あ
る
。
こ
の
尾
花

の
上
の
露
は
、
万
葉
集
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
数
は
多
く
は
な
い
。

⑩
わ
が
屋
戸
の
尾
花
お
し
鹿
べ
置
く
露
に
手
触
れ
吾
妹
子
散
ら
ま
く
も
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
七
二

⑤
夕
立
の
雨
降
る
ご
と
に
春
日
野
の
尾
花
が
上
の
白
露
思
ほ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
六
九

位
夕
立
の
雨
う
ち
降
れ
ば
春
日
野
の
尾
花
が
末
の
白
露
思
ほ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
１
二
元
一
丸

首
わ
が
屋
戸
の
を
ば
な
が
上
の
白
露
を
消
た
ず
て
玉
に
貫
く
も
の
に
も
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
五
七
二

　
首
の
歌
は
手
に
触
れ
る
と
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
と
い
い
、
そ
の
は
か
な
さ
を

美
し
い
と
し
て
、
愛
し
い
相
手
に
そ
の
は
か
な
く
美
し
い
行
為
を
さ
せ
る
と
い
う

が
、
そ
の
発
想
に
お
け
る
露
と
は
「
萩
の
上
の
露
」
と
同
じ
よ
う
に
秋
の
細
い
植

物
の
卜
に
お
か
れ
た
、
は
か
な
い
露
と
い
う
意
識
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
首
の
歌
と
首
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
を
と
る
。
首
の
歌
は
左
註
に
よ
る
と
小

鋼
玉
が
宴
席
で
琴
を
手
に
す
る
と
即
座
に
歌
っ
た
も
の
と
す
る
が
、
こ
の
Ｉ
．
首

の
歌
の
尾
花
は
「
春
日
野
」
と
場
所
が
う
た
わ
れ
て
い
る
た
め
共
通
の
表
現
と
し

て
都
人
に
歌
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
次
の
歌
は

家
持
の
歌
で
あ
る
。
そ
う
多
く
は
な
い
用
例
の
う
ち
で
作
者
名
が
明
ら
か
な
も
の

が
家
持
の
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
通
の
歌
の
理
解
と
い
う
点
か
ら
注
目
し

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
「
尾
花
と
露
」
で
あ
る
が
、
数
多
い
萩
で
は
な
く
、
「
尾

花
」
と
歌
う
時
の
「
尾
花
」
が
万
葉
集
中
で
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
か
を
見
て
お

き
た
い
。

首
秋
の
野
の
尾
花
が
末
を
お
し
磨
べ
て
来
し
く
も
し
る
く
逢
へ
る
君
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
五
七
七

首
め
づ
ら
し
き
君
が
家
な
る
花
薄
穂
に
出
づ
る
秋
の
過
ぐ
ら
く
し
惜
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
丿
一
六
〇
一

⑩
秋
の
野
の
尾
花
が
末
の
生
ひ
磨
き
心
は
君
に
寄
り
に
け
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
二
1
1
1

首
さ
男
鹿
の
大
野
の
薄
初
尾
花
い
つ
し
か
妹
が
手
を
枕
か
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
二
七
七

⑩
人
皆
は
萩
を
秋
と
云
ふ
縦
し
わ
れ
は
尾
花
が
末
を
秋
と
は
言
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
二
Ｉ
　
一
〇

訪
は
、
橘
諸
兄
の
１
.
に
招
か
れ
た
安
倍
虫
麻
呂
の
挨
拶
と
み
ら
れ
る
歌
で
あ

11
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る
が
、
尾
花
は
野
辺
で
進
む
の
を
困
難
に
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
押

し
別
し
て
、
あ
え
て
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
、
主
人
と
あ
う
こ
と
の
大
切
さ
を
歌

う
の
が
歌
の
目
的
で
あ
る
。
次
の
石
川
広
成
の
⑩
は
野
辺
で
は
な
く
、
心
ひ
か
れ

る
相
手
の
家
の
も
の
と
い
う
限
定
の
尾
花
と
な
る
が
、
そ
こ
で
は
、
穂
を
だ
す
こ

と
が
秋
の
風
物
と
な
り
、
そ
れ
が
美
し
い
物
と
し
て
愛
で
る
対
象
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
⑩
は
野
辺
の
尾
花
の
風
に
亦
く
姿
が
中
心
と
な
る
。
ま
た
、

⑩
で
「
初
尾
花
」
と
歌
う
時
、
そ
れ
は
、
共
寝
を
し
た
い
「
妹
」
に
た
と
え
ら
れ

る
も
の
と
な
る
。
「
初
尾
花
」
と
限
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
女
性
に
た
と
え
ら

れ
る
と
い
う
の
は
、
美
し
い
と
と
も
に
、
そ
の
鼎
く
姿
の
し
な
や
か
さ
、
細
さ
も

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
⑩
の
歌
で
は
萩
と
尾
花
と
が
、

共
に
秋
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
共
通
の
理
解
を
背
景
と
し
て
、
日
置
長
技
娘
子
の
雑
歌
は
う
た
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
「
尾
花
」
は
、
し
な
や
か
に
耶
く
姿
が
と
ら
え
ら
れ
、
萩
と
同

様
に
秋
の
景
物
と
し
て
美
意
識
を
感
じ
る
も
の
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
、
置
か
れ
る
露
と
は
尾
花
の
上
で
も
、
は
か
な
く
美
し
い
と
い
う
背
景
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
は
「
消
ぬ
べ
く
も
が
は
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
い
う
自
ら
の
姿
を
導
き
出

す
た
め
に
序
詞
と
し
て
尾
花
の
露
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
心
情
の
部
分
が
恋
歌
の

要
素
を
も
つ
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
は
巻
十
の
秋
の
相
聞
の
二
二
五

四
番
歌
「
露
に
寄
せ
る
」
に
作
者
未
詳
と
し
て
重
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌

の
重
出
歌
と
回
し
巻
十
の
「
露
に
よ
せ
る
」
で
は
次
の
よ
う
な
歌
も
の
せ
て
い
る
。

⑩
秋
の
穂
を
し
の
に
押
し
亦
べ
置
く
露
の
消
か
も
死
な
ま
し
恋
ひ
っ
つ
あ
ら
ず
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
二
二
五
六

⑩
秋
萩
の
技
も
と
を
を
に
置
く
露
の
消
か
も
死
な
ま
し
恋
ひ
っ
つ
あ
ら
ず
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
１
二
二
五
八

　
こ
れ
ら
の
歌
は
露
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
秋
の
穂
」
と
「
秋
萩
」
と
異

な
っ
て
は
い
る
か
い
ず
れ
も
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
露
が
、
は
か
な
い
も
の
と
し

て
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
句
以
下
が
類
似
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
上
の
三
句
の
露
が
、
置
か
れ
る
場
所
を
入
れ
替
え
て
歌
う
こ
と
が
可
能
な

表
現
と
し
て
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
様
に
問
題
と
し

て
い
る
日
置
長
枝
娘
子
の
歌
も
、
表
現
か
ら
み
る
限
り
、
相
聞
と
し
て
成
り
立
つ

可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
四

　
家
持
に
贈
っ
た
二
人
の
女
性
の
歌
の
表
現
は
、
共
通
の
理
解
の
中
に
そ
の
表
現

を
生
み
出
す
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
決
し
て
、
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
独
自
と
も
い
っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
は
Ｉ
。
人
の
女
性
の
歌
表

現
へ
の
興
味
す
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
を
家
持
に
贈
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
相
手
の
家
持
が
、
自
ら
の
作
り
上
げ
た
表
現
方
法
を
よ
み
と
っ
て
く

れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
和
へ
た
」
家
持

の
歌
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
に
対
し
て
、
家
持
は
「
問
き
つ
や
と
妹
が
問
は
せ
る
雁
が

音
は
ま
こ
と
も
遠
く
雲
が
く
る
な
り
」
と
歌
う
が
、
「
聞
き
つ
や
」
と
い
う
表
現

を
持
つ
も
の
に
、
贈
歌
と
そ
れ
に
対
し
て
相
手
が
聞
い
た
鳥
の
声
に
つ
い
て
の
答

歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

卯
の
花
の
咲
き
散
る
岳
ゆ
霧
公
鳥
鴫
き
て
さ
渡
る
君
は
問
き
つ
や

問
き
つ
や
と
君
が
問
は
せ
る
霞
公
鳥
し
の
の
に
濡
れ
て
此
ゆ
鴫
き
渡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
▽
几
七
六
・
七

　
作
者
未
詳
で
「
夏
雑
歌
」
の
「
問
答
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
問
答
歌
に
お
い
て
、
二
百
公
鳥
」
の
声
を
聞
い
た
か
と
の
問
い
に
、
答
え
た
歌

は
、
「
此
ゆ
鴫
き
渡
る
」
と
確
か
に
自
分
の
と
こ
ろ
を
渡
っ
て
い
く
の
が
聞
こ
え

る
と
い
い
、
相
手
と
同
じ
宣
公
鳥
の
声
を
問
く
こ
と
で
、
同
じ
世
界
の
共
有
を
み

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
家
持
と
娘
汗
の
贈
答
で
は
問
く
相
手
を
君
と
は
限
定
せ

ず
、
ま
た
、
そ
の
声
に
「
妻
呼
ぶ
」
と
い
う
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
家
持
は
雁
が
歌
表
現
の
中
で
は
、
遠
く
雲
隠
れ
し
て
い
る
と
い
う
共
通
の
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理
解
を
も
と
に
牡
い
、
姿
を
見
な
い
の
み
で
な
く
、
自
分
は
何
も
関
い
て
い
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
雁
」
の
声
を
共
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
上
で
、
相
手
の
行
為
を
「
羨
し
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
雁
は

二
人
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
と
な
る
。
講
談
社
文
庫
の
註
で
は
「
妻
呼
ぶ
声
」
に
「
わ

が
声
を
寓
意
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
こ
の
含
ま
れ
た
恋
の
夫
現
に

あ
え
て
答
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巫
耶
麻
蘇
娘

子
が
恋
歌
の
要
素
を
敏
夫
現
に
入
れ
た
の
に
対
し
、
家
持
は
雁
を
あ
く
ま
で
、
一

般
的
な
歌
い
方
で
答
え
た
と
い
う
の
は
、
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
の
中
に
あ
く
ま
で

季
節
の
風
物
だ
け
を
よ
み
と
ろ
う
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
日
置
長
技
娘
子
へ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
和
ふ
る
歌
」
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
表
現
が
は
な
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
け

れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
尾
花
と
萩
と
は
、
並
べ
て
歌
わ
れ
る
と
い
う
例
も
あ
り
、
共

に
露
を
置
く
と
い
う
こ
と
が
歌
の
共
通
の
背
景
に
も
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
、
二

人
の
間
に
共
有
す
る
表
現
世
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、

日
置
長
技
娘
子
の
敏
は
類
似
表
現
の
歌
が
他
で
は
相
聞
に
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
も

の
で
あ
っ
て
も
、
家
持
は
あ
え
て
、
そ
れ
に
恋
歌
と
し
て
の
答
え
を
す
る
こ
と
は

し
な
い
。
「
思
う
児
」
に
萩
を
見
せ
た
い
と
い
う
恋
歌
的
な
表
現
を
含
み
っ
つ
も
、

敏
は
萩
を
散
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
季
節
の
変
化
へ
の
嘆
き
が
中
心
と
な
る

の
で
あ
る
。
家
持
の
歌
を
日
置
長
技
娘
子
の
歌
と
関
係
づ
け
て
見
る
と
、
娘
子
の

歌
の
尾
花
と
萩
を
対
比
さ
せ
、
萩
が
散
る
と
敏
う
時
、
そ
こ
に
は
、
萩
の
散
る
時

に
関
わ
る
露
と
い
う
こ
と
も
背
景
と
し
て
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

家
持
は
、
娘
子
と
の
敏
を
季
節
の
歌
の
贈
答
と
し
た
い
と
考
え
て
い
た
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
こ
に
は
古
典
集
成
の
註
で
「
前
敏
の
『
尾
花
』
に
『
萩
』
を
対
比
さ

せ
た
歌
。
前
歌
よ
り
も
い
っ
そ
う
自
然
風
物
の
あ
わ
れ
を
主
に
た
て
て
和
え
て
い

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
家
持
の
季
節
の
お
け
る
風
流
心
、
美
意
識
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
敏
を
交
わ
し
た
娘
子
た
ち
は
、
家
持
の
表
現
世
界

を
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
歌
表
現
そ
の
も
の
に
対
す
る
興
味
と
言
う
点
で
は
家

持
と
同
じ
表
現
世
界
に
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
家
持
に
贈
る
こ
と
そ
れ
自

体
が
歌
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
と
い
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
限
り
、
雑
歌
の
歌
い
方
は
、
先
に
み
た
経
歴
が
明
ら
か
な
女
性

た
ち
歌
と
同
じ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
に
対
し
て
歌
の
中
で
の
女
性
と

し
て
関
わ
る
こ
と
で
、
そ
の
文
化
圏
に
入
り
、
共
有
の
世
界
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
家
持
と
雑
歌
を
交
わ
し
た
女
性
二
人
の
歌
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
う
ち
巫
耶
麻

蘇
娘
子
に
つ
い
て
は
、
相
聞
歌
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
二
首

我
が
背
子
を
相
見
し
そ
の
日
今
日
ま
で
に
我
が
衣
手
は
乾
る
時
も
な
し

た
く
縄
の
長
き
命
を
欲
り
し
く
は
絶
え
ず
て
人
を
見
ま
く
欲
り
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
七
〇
三
・
四

　
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
一
首

我
が
や
ど
の
萩
花
咲
け
り
見
に
来
ま
せ
い
ま
二
目
だ
み
あ
ら
ば
散
り
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
１
一
六
二
Ｉ

　
こ
れ
ら
の
歌
に
は
贈
っ
た
相
手
が
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
家
持
に
贈
っ
た
歌

が
あ
る
た
め
、
こ
の
巫
耶
麻
蘇
娘
子
の
歌
の
理
解
に
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
家

持
へ
の
も
の
と
し
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
歌
も
家
持
か
ら
の
返
歌

が
な
い
た
め
に
、
歌
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
他
の
、
贈
歌
の
み
の
娘
子
だ
ち
と
同

じ
扱
い
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
歌
の
表
現
内
容
が
実
際
の
恋
と
ど
こ
ま
で
一
致
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
こ
で
も
、
歌
を
贈
る
事
に
よ
っ
て
、
歌
の
表
現

世
界
を
家
持
に
理
解
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
雑

歌
に
よ
っ
て
歌
の
表
現
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
共
有
し
え
た
者
同
士
に
と
っ
て
、

相
聞
の
表
現
も
ま
た
、
心
情
を
託
す
る
事
と
同
時
に
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
さ

ら
に
広
げ
て
い
く
と
い
う
歌
表
現
そ
の
も
の
の
あ
り
方
と
し
て
も
重
要
な
も
の
で

あ
っ
た
に
他
な
ら
な
い
。

　
問
題
と
し
て
き
た
二
人
の
娘
子
た
ち
は
、
雑
歌
の
贈
答
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
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た
め
に
、
歌
の
表
現
世
界
の
共
有
関
係
が
明
ら
か
に
な
り
や
す
い
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
と
い
う
男
性
に
贈
っ
た
時
、
そ
こ
に
恋
歌
の
要
素
が

入
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
、
歌
の
世
界
の
「
男
」
と
し
て
の

家
持
と
い
う
存
在
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
家
持
の
叔
母
で
あ
る
坂

上
部
女
が
、
歌
の
世
界
の
「
女
」
と
し
て
、
歌
表
現
に
よ
っ
て
男
性
た
ち
を
取
り

込
ん
で
い
っ
た
よ
う
副
ヽ
家
持
も
ま
た
、
相
手
の
女
性
た
ち
の
歌
の
世
界

対
の
相
手
と
し
て
歌
を
歌
う
こ
と
で
、
大
伴
家
を
中
心
と
し
た
歌
の
文
化

ろ
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
を
め
ぐ
っ
て
恋
歌
が
う
た
わ
れ
、

そ
の
女
性
た
ち
は
た
だ
、
家
持
へ
の
歌
の
み
で
万
葉
集
に
名
を
残
す
が
、
そ
れ
は
、

家
持
が
同
じ
立
場
の
男
性
官
人
た
ち
共
有
し
た
文
化
圈
と
は
別
の
、
女
性
と
の
贈

答
を
中
心
と
し
た
恋
歌
の
文
化
圏
と
も
よ
べ
る
も
の
で
あ
り
、
坂
上
郎
女
か
ら
引

き
継
い
で
、
人
件
家
の
歌
の
文
化
圏
と
し
て
維
持
、
拡
犬
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

①
小
野
寛
氏
は
、
家
持
の
生
涯
を
考
え
る
時
に
彼
と
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
反
性
た
ち
を
女
郎
と

　
娘
子
と
い
う
名
称
で
わ
け
て
考
え
、
娘
子
と
名
の
つ
く
女
性
と
の
交
渉
の
時
期
が
限
ら
れ
る

　
と
し
て
、
家
持
が
内
舎
人
と
し
て
仕
え
て
い
た
時
期
に
自
分
よ
り
、
身
分
の
低
い
女
性
た
ち

　
で
あ
る
娘
子
と
関
わ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
家
持
の
か
ら
の
返
歌
が
な
い
の
は
、
身
分
の

　
違
い
、
恋
情
の
真
摯
さ
の
な
さ
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
「
女
郎
と
娘
１
－
家
持
の
恋
の
諸
相

　
－
」
『
大
作
家
持
の
研
究
』
に
所
収
。
ま
た
、
中
川
幸
広
氏
は
、
家
持
の
青
春
時
代
の
歌
と
し

　
て
女
性
だ
ち
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
。
「
青
春
時
代
」
『
大
作
家
持
－
人
と
作
品
』

②
拙
稿
「
恋
を
は
こ
ぶ
」
で
詳
述
し
た
『
大
作
坂
ヒ
郎
女
の
研
究
』

③
「
童
女
」
巻
四
－
七
〇
五
・
六

　
　
「
娘
子
」
に
諧
っ
た
も
の
は
、
巻
四
－
六
九
一
入
丁
七
〇
〇
・
七
・
閲
∇
二
〇
・
七
人
三

　
～
瓦
・
こ
の
娘
子
に
つ
い
て
は
、
家
持
の
文
芸
的
虚
構
と
み
る
説
が
一
般
で
あ
る
が
、
古
典

　
文
学
集
成
の
注
で
は
「
犬
嬢
と
の
贈
答
歌
が
集
め
ら
れ
た
部
分
に
は
娘
子
に
贈
る
歌
が
な
い

　
こ
と
か
ら
見
て
、
離
絶
中
で
あ
る
た
め
（
七
二
七
題
詞
参
照
）
は
ば
か
っ
て
名
を
伏
せ
た
も

　
の
で
、
実
は
天
壌
を
心
の
底
に
お
い
て
娘
子
と
言
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
か
」
と
す
る
。

　
新
潟
日
本
古
典
巣
成
『
万
葉
集
　
』
六
九
〇
番
歌
の
頭
註
。

実
力
葉
集
は
紀
女
郎
の
経
歴
を
次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。

　
　
「
鹿
人
大
夫
が
女
、
名
を
小
庭
と
い
ふ
。
安
貴
王
が
妻
な
り
」
四
１
六
四
二
の
題
詞
の
脚
注

⑤
多
田
一
臣
氏
は
家
持
と
紀
女
郎
と
の
贈
答
に
つ
い
て
「
こ
と
ば
の
戯
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

　
て
い
る
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
こ
と
ば
が
創
り
だ
す
世
界
」
の
中
で
の
「
演
技
を
通
じ
て
虚

　
構
の
連
帯
空
間
を
形
成
」
す
る
も
の
と
論
じ
ら
れ
る
。
「
紀
女
郎
へ
の
頌
歌
―
戯
れ
の
世
界
の

　
構
築
」
『
国
文
学
』
第
四
。
巻
八
に
ゲ
・
「
『
神
谷
ぶ
』
と
い
う
こ
と
ー
紀
女
郎
と
家
持
」

⑥
安
部
郎
女
と
い
う
名
を
持
つ
人
物
は
巻
三
－
一
。
六
九
、
巻
凹
１
五
〇
五
一
六
、
五
一
四
、
五

　
一
六
に
も
歌
を
残
し
て
い
る
が
、
歌
を
交
わ
し
た
相
手
が
鎌
足
の
娘
を
け
と
す
る
中
臣
東
人

　
で
あ
る
た
め
。
時
代
が
異
な
り
、
同
一
人
物
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
題
詞
に
フ
泉
の
川
辺
に
し
て
作
る
歌
」
首
」
と
あ
る
。

⑧
田
辺
福
麻
呂
と
名
の
つ
く
も
の
は
、
福
麻
呂
作
と
あ
る
も
の
と
歌
集
歌
と
が
あ
る
が
、
歌
集

　
歌
も
福
麻
呂
の
も
の
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
橘
諸
兄
の
使
者
と
し
て
越
中
へ
行
き
も
家

　
持
の
宴
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
（
十
八
－
四
〇
三
一
。
題
詞
）
第
四
期
の
歌
人
で
あ
り
、
家
持

　
と
も
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑨
『
藤
原
武
智
麻
呂
伝
』
で
神
亀
年
間
の
「
風
流
侍
従
」
の
人
物
の
ひ
と
り
と
し
て
い
る
。
自

　
身
の
歌
で
あ
る
か
、
流
布
し
て
い
た
歌
で
あ
る
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宴
の
座
に
お

　
い
て
、
共
通
の
理
解
を
持
つ
人
々
の
中
で
こ
の
歌
が
「
吟
詠
」
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

⑩
犬
ゼ
ー
レ
ー
年
八
月
几
ｊ
ロ
の
作
で
あ
り
、
同
じ
日
付
を
持
つ
六
－
．
ｏ
一
。
四
～
七
の
歌
と
同
じ

　
目
の
宴
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
一
五
六
五
番
歌
の
頭
注
。
新
潟
日
本
古
典
集
成
の
頭
注
で
は
「
雁
は
妻
を
呼
ぶ
の
に
、
あ
な

　
か
は
私
を
呼
ん
で
く
れ
な
い
の
ね
、
と
持
ち
か
け
た
形
の
歌
」
と
す
る
。

⑩
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
「
池
に
寄
せ
る
情
」
「
『
い
と
ま
な
み
』

　
を
め
ぐ
っ
て
」
『
大
作
坂
卜
部
女
の
研
究
』
。

⑩
伊
藤
博
氏
は
こ
の
よ
う
な
、
坂
上
部
女
の
歌
の
あ
り
方
を
「
片
恋
文
化
圏
」
と
さ
れ
る
。
『
万

　
葉
集
歌
人
と
作
品
　
ド
』
。
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