
管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

ヲ
つ
つ
ほ
』

『
狭
衣
』

か
ら
中
世
王
朝
物
語
へ問主

田だ

ひ

ろ

み

奏
で
ら
れ
る
和
歌

中
世
王
朝
物
語
の
一
つ
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
は
、
笛
や
琴
に
合
わ
せ
て
和
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
場
面
が
あ
る
。

女
一
の
宮
と
の
関
係
を
后
の
宮
に
反
対
さ
れ
、
病
に
な
っ
た
端
山
は
、
気
分
を
慰
め
よ
う
と
異
母
妹
で
あ
る
女
二
の
宮
の
も
と
を
訪
ね
る
。
そ
れ

は
折
し
も
、
女
二
の
宮
と
恋
路
が
筆
を
仲
睦
ま
じ
く
合
奏
し
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。

さ
す
が
ま
た
日
数
も
へ
だ
た
れ
ば
、
慰
む
や
と
も
た
ち
出
で
給
ひ
て
、
ま
づ
女
二
宮
見
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
し
て
、
音
な
く
て
ふ
と
参
り
給
へ

れ
ば
、
二
所
(
女
二
の
宮
と
恋
路
)
な
が
ら
隼
の
琴
を
弾
か
せ
給
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
:
:
:
(
恋
路
)
「
い
か
な
り
し
御
病
の
、
俄
か
に
あ
さ

ま
し
か
り
し
さ
ま
ぞ
。
こ
こ
に
思
し
嘆
き
つ
る
さ
ま
見
た
て
ま
つ
り
し
に
、
わ
が
心
ち
も
く
た
び
れ
て
な
ん
。
ま
こ
と
に
御
心
の
底
よ
り
怠
り

果
て
給
ひ
た
ら
ば
、
嬉
し
く
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
聞
こ
え
給
へ
ば
、
(
端
山
)
「
病
は
心
と
し
侍
る
べ
き
事
か
」
と
に
が
笑
み
な
が
ら
、
伏
し
目
に

て
懐
な
る
笛
を
取
り
出
で
て
、
あ
り
つ
る
御
琴
と
閉
じ
音
に
吹
き
鳴
ら
し
つ
つ
、

忍
ぶ
る
を
さ
も
音
に
た
て
て
笛
竹
の
憂
き
ふ
し
に
し
も
朽
ち
ゃ
果
て
な
ん
(
端
山
)

と
吹
き
す
さ
び
給
へ
ば
、
御
琴
を
ひ
き
寄
せ
て
、
大
臣
、

笛
竹
を
こ
の
松
風
に
吹
き
合
は
せ
嬉
し
き
ふ
し
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
(
恋
路
)

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

七



人

と
弾
き
給
へ
る
が
、
今
し
も
あ
ら
ん
事
の
や
う
に
嬉
し
く
て
、
「
げ
に
御
情
け
よ
り
ほ
か
、
誰
ま
た
あ
は
れ
を
か
け
侍
ら
ん
」
と
、
涙
を
一
日

浮
け
た
る
さ
ま
、
恐
ろ
し
き
ま
で
深
う
思
ひ
入
り
た
る
。
(
巻

川

m
j
町
頁
)

恋
路
夫
妻
の
演
奏
を
聞
い
た
端
山
は
、
親
友
で
も
あ
る
恋
路
に
和
歌
で
自
ら
の
苦
境
を
漏
ら
す
。
恋
路
は
そ
ん
な
端
山
を
慰
め
、
元
気
苧
つ
け
よ
う

と
す
る
。
王
朝
物
語
に
お
い
て
、
そ
う
珍
し
く
も
な
い
男
同
士
の
交
流
の
一
コ
マ
で
あ
る
。

端
山
の
和
歌
の
内
容
は
、
「
忍
ぶ
」
恋
心
を
声
に
出
し
て
し
ま
う
と
朽
ち
果
て
る
か
も
し
れ
な
い
、

つ
ま
り
、
女
一
の
宮
へ
の
思
い
を
忍
ば
ね
ば

な
ら
ぬ
苦
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
和
歌
を
た
だ
詠
み
か
け
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
笛
を
取
り
だ
し
、
「
あ
り
つ
る
御
琴
と

同
じ
音
」
で
笛
を
吹
い
た
所
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
行
為
に
は
、

い
つ
か
は
自
身
も
恋
路
夫
妻
の
よ
う
に
、
女
一
の
宮
と
仲
睦

ま
じ
く
合
奏
を
し
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
和
歌
で
は
「
憂
き
ふ
し
」
と
詠
み
な
が
ら
も
、
笛
の
演
奏
に
「
嬉
し
き
ふ
し
」
を
託

し
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
恋
路
は
笛
を
取
り
だ
す
の
で
は
な
く
、
挙
の
琴
を
弾
き
寄
せ
、
「
笛
」
を
「
松
風
(
琴
)
」
に
合
わ
せ
て
い
る
の

だ
か
ら
「
嬉
し
き
ふ
し
」
が
あ
る
に
違
い
な
い
こ
と
を
等
を
弾
き
な
が
ら
答
え
た
。
そ
の
よ
う
な
恋
路
の
配
慮
に
端
山
は
「
い
ま
し
も
あ
ら
ん
事
の

や
う
に
嬉
し
く
」
な
っ
た
と
い
う
。

後
に
、
端
山
が
后
の
宮
に
許
さ
れ
、
女
一
の
宮
と
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
端
山
の
願
い
は
、
笛
に
奏
で
た
思
い
の
通

り
に
叶
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
「
楽
の
力
」
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
「
笛
」
を
吹
き
な
が
ら

和
歌
を
詠
む
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
笛
を
吹
き
、
和
歌
を
詠
み
あ
げ
て
ま
た
笛
を
吹
く
、
と
も
解
せ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
「
と

吹
き
す
さ
び
」
と
い
う
地
の
文
か
ら
は
、
笛
の
音
色
で
和
歌
を
詠
ん
だ
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
は
、
恋
路
の
和
歌
も
同
様
で
あ
る
。

『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
は
、
他
に
も
多
く
の
和
歌
が
あ
る
が
、
楽
に
の
せ
た
も
の
は
こ
の
場
面
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
場
面
の
特
殊
性

(控
l
)

が
表
れ
て
い
よ
う
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
物
語
作
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
七
九
五
首
の
和
歌
が
収
載

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
歌
を
音
楽
に
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例
は
全
く
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
場
面
の
よ
う
に
、

い
と
忍
び
て
通
ひ
た
ま
ふ
所
の
道
な
り
け
る
を
思
し
出
で
て
、
門
う
ち
叩
か
せ
た
ま
へ
ど
、
聞
き
つ
く
る
人
な
し
。
か
ひ
な
く
て
、
御
供
に
声

あ
る
人
し
て
う
た
は
せ
た
ま
ふ
。

あ
さ
ぼ
ら
け
霧
立
つ
空
の
ま
よ
ひ
に
も
行
き
過
ぎ
が
た
き
妹
が
門
か
な



と
二
返
り
ば
か
り
、
う
た
ひ
た
る
に
、

よ
し
あ
る
下
仕
を
出
だ
し
て
、

立
ち
と
ま
り
露
の
ま
が
き
の
過
ぎ
う
く
は
草
の
と
ざ
し
に
さ
は
り
し
も
せ
じ

と
一
言
ひ
か
け
て
入
り
ぬ
。
(
若
紫
①
官
。

l
N当
頁
)

の
よ
う
な
、
供
人
に
和
歌
を
歌
わ
せ
た
例
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
笛
や
琴
の
伴
奏
を
伴
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
逆
に
、
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
て

い
て
も
、琴

を
す
こ
し
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
が
、
我
な
が
ら
い
と
す
ご
う
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
山
知
き
さ
し
た
ま
ひ
で

恋
ひ
わ
び
て
な
く
音
に
ま
が
ふ
浦
波
は
思
ふ
か
た
よ
り
風
や
吹
く
ら
ん

と
う
た
ひ
た
ま
べ
る
に
人
々
お
ど
ろ
き
て
、
め
で
た
う
お
ぼ
ゆ
る
に
忍
ば
れ
で
、
あ
い
な
う
起
き
ゐ
つ
つ
、
鼻
を
忍
び
や
か
に
か
み
わ
た
す
(
須

磨
②
H
C
C

頁
)

と
、
琴
を
「
弾
き
さ
し
」
て
、
和
歌
単
独
で
つ
っ
た
」

(
誌
記
)

い
あ
げ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
多
種
多
様
な
音
楽
表
現
が
あ
る
が
、
管
絃
に
の
せ
た
和
歌
が
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
『
源
氏
物
語
』

の
音
楽
の
叙
述
が
、

『
う
つ
ほ
』

ゃ
「
狭
衣
』
に
見
え
る
よ
う
な
音
楽
奇
瑞
讃
を
排
除
し
た
姿
勢
を
鑑
み
れ
ば
、
管
絃
に
の
せ
て
和
歌
を
詠
む
方
法
も
同
様
非
現
実
な
在

り
方
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
源
氏
物
語
の
想
定
す
る
時
代
に
は
な
か
っ
た
所
作
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
、
以
上
の
視
点
か
ら
「
物
語
」
を
紐
解
く
と
、
そ
う
数
多
く
は
な
い
が
、
『
う
つ
ほ
』
『
狭
衣
』
を
は
じ
め
、
中
世
王
朝
物
語
に
い
た
る

ま
で
、
演
奏
を
伴
っ
た
和
歌
表
現
が
点
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
「
和
歌
」
が
「
言
葉
」
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
「
音
楽
」
に
託
さ
れ
る
こ
と

(注

3
)

の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
古
典
文
学
に
お
け
る
音
楽
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
の
論
が
あ
る
中
、
管
絃
が
伴
う
和
歌
詠
出
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
特
に
取
り
分
け
て
分
析
さ
れ
た
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
特
殊
性
か
ら
も
、

や
は
り
、
単
な
る
和
歌

の
み
の
詠
出
と
は
区
別
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
提
起
の
も
と
、
管
絃
に
の
せ
た
和
歌
に
よ
る
表
現
方
法
を

辿
っ
て
み
た
い
。

管
結
に
の
せ
た
作
中
和
歌

九



。

『
う
つ
ほ
』

の
場
合

『
万
葉
集
』
に
は
、
楽
器
演
奏
に
合
わ
せ
て
、
歌
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例
が
見
え
る
。

仏
前
の
唱
歌
一
首

し
ぐ
れ
の
雨
聞
な
く
な
降
り
そ
紅
に
に
ほ
へ
る
山
の
散
ら
ま
く
惜
し
も
(
巻
八

一
五
九
四
)

右
、
冬
十
月
、
皇
后
宮
の
維
摩
講
に
、
終
日
に
大
唐
・
高
麗
等
の
種
々
の
音
楽
を
供
養
し
、
爾
し
て
乃
ち
こ
の
献
詞
を
唱
ふ
。
開
明
凶
制

周
到
ィ
刻
捌
到
、
歌
子
は
田
口
朝
臣
家
守
:
(
後
略
)

皇
后
宮
の
維
摩
講
と
あ
り
、
公
的
な
催
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
他
に
も
、
巻
十
六
「
有
由
縁
併
せ
て
雑
歌
」
の
中
に
、
「
右
の
歌

二
首
、
河
村
玉
、
宴
居
の
時
に
、
琴
を
弾
き
て
即
ち
先
づ
こ
の
歌
を
諦
み
、
以
て
常
の
行
と
為
す
」
と
の
左
注
を
持
つ
一
一
一
八
一
七
・
三
八
一
八
や
、
「
右

の
歌
二
首
、
小
鯛
王
、
宴
居
の
日
に
、
琴
を
取
れ
ば
登
時
、
必
ず
先
づ
、
こ
の
歌
を
吟
詠
す
。
(
後
略
)
」
と
左
注
を
持
つ
三
八
一
九
・
三
八
二

O
か
ら
、

日
常
の
「
宴
居
」
の
際
に
も
「
琴
」
を
弾
き
な
が
ら
歌
を
歌
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
「
常
の
行
と
為
す
」
や
「
必

ず
先
づ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
即
興
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、
「
唱
ふ
」
「
諦
み
」
「
吟
詠
」
と
あ
る
よ
う
に
、
音
楽
と
い
う
よ
り
は
、
朗
詠
に
近
い

と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
よ
う
に
楽
器
演
奏
を
伴
っ
た
和
歌
詠
出
は
見
え
な
い
。
た
と
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
六
五
段
に
、
「
在
原
な
り
け
る
男
」
が
、
蔵
に

閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
の
も
と
に
、
「
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
つ
、
笛
を
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
き
て
、
声
は
を
か
し
う
て
ぞ
、
あ
は
れ
に
う
た
ひ

け
る
」

(HS
頁
)
場
面
が
あ
る
が
、
あ
る
時
は
「
笛
」
の
す
ば
ら
し
い
音
色
で
、
あ
る
時
は
美
し
い
「
声
」
で
女
を
慰
め
た
と
解
せ
よ
う
。
そ
の
他
、

【撞

4
v

『
竹
取
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
大
和
物
語
』
や
「
落
窪
物
語
』
に
も
例
は
な
い
。

(孟
-DV

物
語
に
お
い
て
、
楽
器
演
奏
が
伴
う
和
歌
は
、
管
見
の
限
り
『
う
つ
ほ
」
が
初
例
で
あ
り
、
四
つ
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。

祭
の
使
巻
。
藤
原
正
頼
は
、
新
造
の
釣
殿
に
人
々
を
招
き
納
涼
会
を
行
っ
た
。
そ
の
際
に
は
女
君
た
ち
も
釣
殿
に
出
か
け
琴
を
か
き
鳴
ら
し
、
男

君
た
ち
は
笛
を
鳴
ら
し
て
合
奏
を
し
た
り
、
涼
ん
だ
り
し
な
が
ら
夜
を
過
ご
す
。
夜
も
明
け
よ
う
と
す
る
頃
、
こ
の
会
に
参
加
し
て
い
た
男
君
の
一

人
藤
侍
従
(
仲
忠
)
は
、
等
の
琴
に
合
わ
せ
て
あ
て
宮
に
対
し
て
和
歌
を
詠
ん
だ
。



君
た
ち
の
御
前
な
れ
ば
、
人
々
、
心
遣
ひ
し
て
、
物
の
音
な
ど
掻
き
鳴
ら
し
つ
つ
、
明
く
る
ほ
ど
に
鳩
鳥
の
ほ
の
か
に
鳴
く
、
藤
侍
従
、
聞
き

て
、
輔
の
琴
に
、
か
く
聞
き
鳴
ら
す
。

我
の
み
と
思
ひ
し
も
の
を
鳩
鳥
の
ひ
と
り
浮
か
び
て
音
を
も
鳴
く
か
な
(
仲
忠
)

鳴
鳥
の
常
に
浮
か
べ
る
心
に
は
音
だ
に
高
く
鳴
か
ず
も
あ
ら
な
む
(
あ
て
宮
)

な
ど
の
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
内
裏
よ
り
、
「
藤
侍
従
、
た
だ
今
参
り
給
へ
。
宣
旨
な
り
」
と
言
ふ
。
仲
忠
、
「
あ
な
わ
り
な
や
。
折
し
も
こ
そ
あ
れ
、

わ
り
な
き
召
し
か
な
」
と
言
ひ
て
、
「
た
だ
今
、
参
り
で
な
む
」
と
て
、
参
り
給
ひ
ぬ
。
(
祭
の
使

N

5

1

N

H
∞
頁
)

「
鳩
鳥
」
が
「
ほ
の
か
に
鳴
く
」
の
を
聞
き
、
仲
忠
は
、
「
ひ
と
り
」
寝
の
寂
し
さ
に
声
を
あ
げ
て
鳴
く
(
泣
く
)
鳩
鳥
と
思
い
を
共
有
す
る
。
「
ほ

の
か
」
に
鳴
い
た
鳩
鳥
の
声
に
合
わ
せ
、
「
あ
る
か
な
き
か
」
に
等
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
な
が
ら
、
あ
て
宮
へ
和
歌
を
詠
み
か
け
る
。
あ
て
宮
は
「
音

に
だ
に
高
く
鳴
か
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
、
あ
な
た
の
心
も
鳩
鳥
の
よ
う
に
「
ほ
の
か
」
で
冷
静
な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
、
琴
の
琴
に
の
せ
て
答

え
た
。
そ
の
和
歌
は
仲
忠
の
思
い
を
ず
ら
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
納
涼
会
で
仲
忠
の
み
が
あ
て
宮
と
和
歌
を
詠
み
交
わ
し
て
お
り
、
そ
の
直

後
の
宮
中
か
ら
の
お
召
し
に
、
「
折
り
し
も
こ
そ
あ
れ
、
わ
り
な
き
召
し
か
な
」
と
つ
ら
く
思
う
の
も
無
理
は
な
い
。

次
に
あ
げ
る
の
は
、
神
泉
苑
で
の
紅
葉
賀
に
お
い
て
、
仲
忠
と
涼
が
琴
を
競
演
し
、
天
人
が
降
下
す
る
場
面
で
あ
る
。

仲
忠
、
七
人
の
人
の
調
べ
た
る
大
曲
、
残
さ
ず
弾
く
。
涼
、
弥
行
が
大
曲
の
音
出
づ
る
限
り
仕
う
ま
つ
る
。
[

]
天
人
、
下
り
て
舞
ふ
。

仲
忠
、

琴
に
合
は
せ
て
弾
く
。

朝
ぼ
ら
け
ほ
の
か
に
見
れ
ば
飽
か
ぬ
か
な
中
な
る
乙
女
し
ば
し
と
め
な
む

帰
り
て
、
今
一
返
り
舞
ひ
て
、
上
り
ぬ
。
(
吹
上
・
下

N
C
N

頁
)

天
人
は
、
二
人
の
「
大
曲
」
に
合
わ
せ
て
舞
い
、
更
に
仲
忠
は
「
琴
に
合
は
せ
て
」
和
歌
を
詠
み
あ
げ
る
。
そ
の
和
歌
に
応
じ
る
か
の
よ
う
に
天

【法
6

】

人
は
「
帰
り
て
、
今
一
返
り
舞
ひ
て
」
か
ら
天
上
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
仲
忠
の
和
歌
も
「
琴
を
弾
き
な
が
ら
詠
ん
だ
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

場
に
お
い
て
、
天
人
に
向
け
て
和
歌
を
詠
み
あ
げ
た
の
は
仲
忠
の
み
で
あ
り
、
こ
の
和
歌
が
天
人
の
み
に
聞
こ
え
た
も
の
な
の
か
、
周
囲
の
人
々
の

耳
に
も
入
っ
た
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
涼
と
仲
忠
の
競
演
の
中
、
仲
忠
の
み
が
和
歌
を
詠
み
、
天
人
に
そ
の
「
声
」
を
届
け
て
い

管
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る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宴
の
あ
と
、
涼
が
「
あ
て
宮
」
、
仲
忠
が
「
女
一
の
宮
」
を
禄
に
と
帝
か
ら
指
示
が
あ
る
が
、
実
現
し

た
の
が
仲
忠
と
「
女
一
の
宮
」
の
結
婚
の
み
と
い
う
こ
と
と
も
対
応
し
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
楼
の
上
・
下
巻
。

い
ぬ
宮
へ
の
秘
琴
伝
授
を
一
休
み
し
て
い
る
折
、
仲
忠
が
詠
ん
だ
和
歌
を
離
れ
た
部
屋
で
聞
い
た
俊
蔭
女
は
、
仲
忠
の
歌

に
応
じ
た
形
で
和
歌
を
詠
む
。

唐
土
の
山
の
山
彦
聞
き
つ
け
て
そ
よ
や
と
い
ふ
ま
で
響
き
伝
へ
む
(
仲
忠
)

と
な
む
。
臥
し
給
へ
れ
ど
、

い
と
ど
し
う
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、
涙
こ
ぼ
れ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
臥
し
な
が
ら
琴
に
、
忍
び
や
か
に
、

山
彦
は
そ
ょ
や
と
言
ふ
と
も
調
べ
置
き
し
人
な
き
宿
を
見
る
効
も
な
し
(
俊
蔭
女
)
(
楼
の
上
・
下

∞
お
頁
)

俊
蔭
娘
は
横
に
な
っ
た
ま
ま
、
「
琴
に
」
合
わ
せ
て
ひ
っ
そ
り
と
和
歌
を
詠
み
、
昔
を
回
想
し
、
亡
き
父
「
調
べ
置
き
し
人
(
俊
蔭
)
」
に
思
い
を
は

せ
る
。最

後
に
、

い
ぬ
宮
が
、
秘
琴
伝
授
の
た
め
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
母
恋
し
さ
を
、
琴
を
奏
で
つ
つ
、
和
歌
を
詠
ん
だ
場
面
を
み
て
み
た
い
。

鴛
の
、
声
い
と
近
、
っ
、
花
に
居
て
鳴
く
を
、
琴
を
、

鷲
の
花
に
む
つ
る
る
声
聞
け
ば
恋
し
き
人
ぞ
思
ひ
や
ら
る
る
(
い
ぬ
宮
)

剖
瑚
剖
制
剥
剖
、
大
将
、

い
と
あ
は
れ
に
聞
き
給
へ
ど
、
か
し
づ
き
た
る
人
に
、

い
と
恥
づ
か
し
う
、

い
と
も
の
恥
を
し
た
ま
へ
ば
、
た
だ
に

お
は
す
。
(
楼
の
上
・
下

。
。
印
頁
)

「
鷲
」
が
花
に
と
ま
っ
て
鳴
い
て
い
る
の
を
聞
き
、

い
ぬ
宮
は
そ
の
「
声
」
に
合
わ
せ
て
琴
を
弾
き
な
が
ら
、
「
恋
し
き
人
(
母
)
」
が
思
い
出
さ

れ
る
こ
と
を
奏
で
て
い
る
。
大
将
(
父
仲
忠
)

の
手
前
、
琴
の
伝
授
の
た
め
隔
絶
さ
れ
た
こ
の
状
況
に
直
接
不
満
を
言
う
こ
と
は
な
い
が
、
「
母
恋

し
さ
」
だ
け
は
お
さ
え
き
れ
ず
琴
を
弾
き
な
が
ら
つ
い
漏
ら
し
て
し
ま
う
。
「
鷲
」
と
は
自
身
(
い
ぬ
宮
)
、
「
花
」
は
母
を
さ
し
、
鴛
が
「
鳴
く
」
(
泣

く
)
声
に
合
わ
せ
て
、
琴
の
琴
を
弾
き
な
が
ら
和
歌
を
詠
む
。

以
上
、
和
歌
の
前
後
の
地
の
文
は
、
祭
の
使
巻
の
例
が
、
「
と
あ
る
か
な
き
か
に
掻
き
鳴
ら
す
」
、
吹
上
・
下
巻
が
「
琴
に
合
わ
せ
て
弾
く
」
、
楼

の
上
・
下
巻
の
先
の
例
が
「
琴
に
、
忍
び
や
か
に
」
、
後
の
例
が
「
い
と
の
ど
や
か
に
そ
の
声
に
合
は
せ
て
弾
き
給
ひ
っ
つ
」
で
あ
る
こ
と
を
そ
の

ま
ま
読
め
ば
、
歌
い
あ
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
鳩
鳥
や
鷲
に
合
わ
せ
た
奏
法
に
、
和
歌
を
詠
む
声
も
更
に
合
わ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。



例
え
ば
参
考
ま
で
に
あ
げ
る
と
、
『
う
つ
ほ
』
に
は
、
楽
器
に
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

右
大
将
の
お
と
ど
、
限
り
な
く
喜
び
給
ひ
て
、
河
面
に
、
右
の
府
の
遊
び
人
・
殿
上
人
・
君
達
率
ゐ
て
、
遊
び
て
待
ち
給
ふ
と
て
、
「
大
君
来

ま
さ
ば

と
い
ふ
芦
振
り
に
、
か
う
一
歌
ひ
給
ふ
。

底
深
き
淵
を
渡
る
は
水
馴
れ
梓
長
き
心
も
人
や
つ
く
ら
む

左
大
将
の
ぬ
し
、
「
伊
勢
の
海
」
の
声

り
に
、

人
は
い
さ
わ
が
さ
す
悼
の
及
ば
ね
ば
深
き
心
を
一
人
と
ぞ
思
ふ

と
て
、
渡
り
て
、
左
、
右
、
遊
び
て
、
着
き
並
み
給
ひ
ぬ
。
(
祭
の
使

N
E
頁
)

と
、
和
歌
の
贈
答
の
際
に
、
「
大
君
来
ま
さ
ば
」
(
催
馬
楽
「
我
家
」
)

の
「
声
振
り
」
で
「
歌
」
う
こ
と
で
、
和
歌
一
首
に
は
含
ま
れ
な
い
「
婿
に

せ
む
」
を
響
か
せ
た
り
、
催
馬
楽
「
伊
勢
の
海
」
の
「
声
振
り
」
で
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
玉
や
拾
は
む
や
」
(
あ
て
宮
を
妻
に
し
た
い
)

の
意
を

響
か
せ
た
り
す
る
場
面
も
あ
る
。
催
馬
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
に
あ
わ
せ
て
和
歌
を
歌
う
こ
と
で
、
和
歌
内
容
と
催
馬
楽
の
歌
調
の
両
方
を
響
か
せ
る
。

{注

7
)

更
に
、
和
歌
で
は
な
い
が
、
『
う
つ
ほ
』
に
は
漢
詩
を
「
琴
」
の
伴
奏
の
も
と
、
詠
み
上
げ
る
場
面
も
頻
出
す
る
。

正
頼
邸
の
詩
作
の
会
で
、
苦
学
生
で
あ
っ
た
藤
英
は
、
そ
の
漢
才
を
正
頼
に
見
出
さ
れ
る
。

あ
る
じ
の
お
と
ど
よ
り
始
め
奉
り
て
、
琴
遊
ば
す

E
り
、
そ
の
声
に
調
べ
て
、

7

日
の
書
の
興
あ
る

句
を
合
は
せ
て
遊
ば
す
に
、
夜
も
更
け

ゆ
く
に
、
琴
の
音
・
人
の
声
、
豊
か
に
高
し
。
藤
英
、
お
の
れ
が
作
れ
る
詩
を
、
声
の
限
り

り
立
て
て
諭
す
る
声
、
高
麗
鈴
を

り
立
つ
る

叫
矧
川
町
、
ず
。
(
中
略
)
「
こ
こ
ら
輿
あ
る
句
を
、
面
白
き
声
に
、
多
く
の
人
の
諭
す
る
声
に
交
じ
ら
ず
、

い
み
じ
き
も
の
か
な
」
(
中
略
)
「
お
と

ど
、
(
藤
英
が
)
作
れ
り
け
る
詩
を
一
人
に
諦
ぜ
さ
せ
て
、
御
琴
に
合
は
剖
て
、
ま
す
こ
と
な
く
面
白
し
」
(
祭
の
使

N
ω
c
l
N臼
頁
)

人
々
は
、
「
琴
」
を
「
そ
の
声
」
(
披
講
の
た
め
に
調
子
を
整
え
て
の
意
か
『
う
つ
ほ
全
」
頭
注
)
に
合
わ
せ
て
、
句
を
詠
み
あ
げ
る
。
様
々
な
「
琴

の
音
・
人
の
声
」
が
聞
こ
え
て
く
る
中
で
、
正
頼
は
、
藤
英
が
「
興
あ
る
句
」
を
「
高
麗
鈴
を
振
り
立
つ
る
」
よ
う
な
「
面
白
き
声
」
で
詠
み
上
げ

る
の
に
感
じ
入
っ
た
。
彼
を
誉
め
た
た
え
、
藤
英
の
作
っ
た
詩
を
と
り
わ
け
で
他
の
一
人
に
「
諭
ぜ
さ
せ
て
」
、
「
琴
」
に
合
わ
せ
る
。
他
に
も
、

-
か
く
て
、
物
の
音
な
ど
掻
き
立
て
、
例
の
遊
び
な
ど
振
る
舞
ひ
て
、
詩
作
り
な
ど
し
つ
つ
読
み
上
げ
て
琴
に
利
口
は
剖
て
、
も
ろ
声
に
諦
じ
紺
ふ
。

(
吹
上
・
上

N
印

印

頁

)

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

一
一



四

-
上
の
御
前
に
琴
の
御
琴
、
春
宮
の
御
前
に
等
の
御
琴
、
五
の
宮
琵
琶
、
御
前
ご
と
に
う
ち
置
き
て
、
大
将
は
書
読
み
給
ふ
。
(
中
略
)
。
上
、
「
風

情
は
、
な
ほ
こ
の
朝
臣
の
は
ま
さ
れ
り
け
り
。
あ
や
し
く
こ
の
族
の
で
し
て
ま
さ
り
な
る
か
な
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
夜
一
夜
、
面
白
き
句
あ
る

E
H
l
E
N
頁
)

と
あ
り
、
漢
詩
を
諦
む
際
に
「
琴
」
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
、

日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
漢
詩
の
場
合
、
詠
み
あ
げ
る
人

物
の
「
声
」
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
に
お
い
て
詠
者
の
声
の
質
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

青
柳
隆
志
氏
が
、
「
漢
詩
の
場
合
に
は
、
『
和
歌
朗
詠
集
」
成
立
前
後
に
定
着
し
た
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
の
「
朗
詠
」
が
あ
り
、
音
楽
性
と
い
う
点

に
お
い
て
、
和
歌
の
披
講
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
け
ざ
や
か
さ
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
『
う
つ
ほ
」

で
詩
が
琴
を
伴
っ
て

請
さ
れ
る
の
は
そ
れ
ら
の
状
況
と
も
対
応
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
和
歌
の
場
合
、
「
絃
楽
器
と
と
も
に
行
わ
れ
た
吟
詠
の
例
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に

(詰

8
)

古
歌
を
「
諭
」
ず
る
と
い
っ
た
表
現
の
存
在
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
表
出
が
あ
る
程
度
の
音
楽
性
を
も
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
は
間
違
い
な
か

ろ
う
が
、
『
う
つ
ほ
』
に
お
い
て
楽
器
を
伴
う
漢
詩
吟
詠
が
男
性
社
会
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
の
歌
い
手
の
「
声
」
に
も
着
目
さ
れ
て
い
て
い
る
の
に

対
し
、
和
歌
に
楽
器
演
奏
が
伴
う
場
面
は
、
男
性
た
ち
の
場
の
み
な
ら
ず
、
男
女
の
贈
答
や
少
女
の
独
詠
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
本
人
の
「
声
」
自

体
に
は
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
漢
詩
の
朗
詠
と
和
歌
の
「
音
楽
性
」
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

改
め
て
、
「
う
つ
ほ
」

の
琴
に
の
せ
た
和
歌
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
に
は
本
人
の
生
身
の
「
声
」
を
感
じ
さ
せ
る
叙
述
は
な
く
、
和
歌
を
「
琴
」

に
「
弾
く
」
行
為
自
体
が
中
心
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
琴
」

の
演
奏
の
仕
方
も
「
鳩
鳥
」
や
「
鷲
」
と
い
っ
た
、
別
の
「
声
」

が
先
に
あ
り
、
そ
れ
に
同
化
す
る
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、
仲
忠
が
天
人
に
向
け
て
詠
ん
だ
和
歌
も
、
彼
が
奏
で
て
い
る
「
大
曲
」
に
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
天
人
の
心
に
届
い
た
と
い
え
よ
う
か
。
あ
て
宮
が
周
囲
の
目
も
気
に
せ
ず
、
仲
忠
に
答
え
る
の
も
「
琴
」
を
介
し
て
い
た
か
ら
な
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
用
例
が
、
物
語
の
主
要
人
物
に
関
る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
、
「
笛
」
は
な
く
、
「
事
」
や
「
琴
」
と
い
っ
た
「
弾

き
も
の
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

『
う
つ
ほ
」
に
お
け
る
琴
に
の
せ
て
詠
ん
だ
和
歌
と
は
、
限
り
な
く
そ
の
楽
器
の
調
子
(
「
鳩
鳥
」
の
声
ゃ
っ
つ
ぐ
い
す
」
等
)
に
同
化
し
た
「
言

葉
」
な
の
で
あ
り
、
「
人
」

の
「
声
」
で
な
い
も
の
に
託
す
こ
と
で
、
思
い
を
吐
露
し
、
相
手
(
も
し
く
は
自
分
自
身
)
に
訴
え
か
け
る
和
歌
の
詠

出
方
法
な
の
で
あ
っ
た
。



『
狭
衣
物
語
』

『
夜
の
寝
覚
』

『
浜
松
中
納
言
物
語
』

の
場
合

『
狭
衣
物
語
』

の
男
主
人
公
、
狭
衣
中
将
は
、
五
月
雨
の
夜
の
座
興
と
し
て
、
帝
に
笛
を
奏
で
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
。
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
し
た
狭

衣
だ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
惜
し
む
と
こ
ろ
な
く
横
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
た
。

中
将
の
君
、
も
の
心
細
く
な
り
て
、

稲
妻
の
光
に
行
か
ん
天
の
原
は
る
か
に
渡
せ
雲
の
か
け
橋
(
狭
衣
)

汎
く
と
島
る
に
、

綱
引
、
角
髪
を
ω柏
町
で
v

言

む
の
畳
一
司
た
な

と
、
|
習
の
か
ぎ
り
吹
き
た
ま
吋
る
は
、
同
に

う
な
る
薄
き
衣
を
中
将
の
君
に
う
ち
掛
け
た
ま
ふ
と
見
る
に
、
我
は
こ
の
世
の
こ
と
と
も
お
ぼ
え
ず
、
め
で
た
き
御
あ
り
さ
ま
も
い
み
じ
う
な

っ
か
し
け
れ
ば
、
こ
の
笛
を
吹
く
吹
く
帝
の
御
前
に
さ
し
寄
り
て
、
参
ら
せ
た
ま
ふ
。

九
重
の
雲
の
上
ま
で
昇
り
な
ば
天
つ
空
を
や
形
見
と
は
見
ん
(
狭
衣
)

と
申
す
ま
ま
に
、

い
み
じ
く
あ
は
れ
と
思
ひ
た
る
け
し
き
な
が
ら
、
こ
の
天
稚
御
子
に
引
き
立
て
ら
れ
て
立
ち
な
ん
と
す
る
を
、
(
巻
一
①

必
頁
)

「
稲
妻
の
」
の
和
歌
を
「
音
の
か
ぎ
り
吹
き
た
ま
へ
る
」
こ
と
で
、
天
稚
御
子
が
降
臨
す
る
。
笛
を
吹
き
な
が
ら
和
歌
を
詠
む
行
為
に
つ
い
て
、

新
編
頭
注
は
「
吹
き
鳴
ら
す
笛
に
思
い
を
込
め
た
こ
の
歌
は
、
昇
天
を
示
唆
す
る
も
の
」
と
し
、
声
に
出
し
て
詠
み
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
狭
衣
が

心
内
で
和
歌
を
詠
み
上
げ
た
も
の
と
解
す
る
。
次
の
「
九
重
の
」
の
和
歌
が
、
吹
い
て
い
た
笛
を
手
に
持
ち
替
え
て
帝
に
差
し
だ
し
、
帝
に
直
接
申

し
あ
げ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
も
、
狭
衣
の
最
初
の
和
歌
の
「
言
葉
」
を
笛
に
込
め
な
が
ら
吹
く
こ
と
で
、
和
歌
が
「
音
」
と
な
っ
て
鳴
り
響
き
天
界

に
の
み
届
い
た
と
い
え
よ
う
か
。

「
稲
妻
の
光
に
行
か
ん
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
天
稚
御
子
は
「
狭
衣
」
を
迎
え
に
降
り
立
っ
た
。
「
う
つ
ほ
』
に
お
い
て
、
仲
忠
が
、
「
な
か

な
る
乙
女
し
ば
し
と
め
な
ん
」
と
詠
み
、
「
天
人
」
を
こ
の
世
に
留
め
よ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
天
人
が
和
歌
に
感
応
し

て
い
る
。

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

五
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『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
、
管
絃
に
の
せ
た
和
歌
が
あ
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

『
夜
の
寝
覚
』
も
、
『
う
つ
ほ
』
や
『
狭
衣
物
語
』
と
同
様
、
音
楽
に
よ
る
主
人
公
と
天
人
の
交
感
が
描
か
れ
て
い
る
。
女
主
人
公
、
中
の
君
(
寝

覚
の
上
)
は
、
十
五
夜
の
夜
の
夢
に
天
人
か
ら
琵
琶
を
習
い
、
そ
の
翌
年
も
五
曲
を
教
わ
っ
た
。
三
年
目
の
十
五
夜
も
、
月
を
な
が
め
な
が
ら
天
人

を
待
つ
が
、
天
人
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

ま
た
か
へ
る
年
の
十
五
夜
に
、
月
な
が
め
て
、
琴
、
琵
琶
弾
き
つ
つ
、
格
子
も
上
げ
な
が
ら
寝
入
り
た
ま
へ
ど
、
夢
に
も
見
え
ず
。
う
ち
お
ど

ろ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
月
も
あ
け
が
た
に
な
り
に
け
り
。
あ
は
れ
に
口
惜
し
う
お
ぼ
え
、
琵
琶
を
引
き
寄
せ
て
、

天
の
原
雲
の
か
よ
ひ
路
と
ぢ
て
け
り
月
の
都
の
人
も
問
ひ
来
ず

暁j
の

に
合
は
咽
て
弾
き
た
ま
吋
る
音
の
、
言
ふ
か
ぎ
り
な
く
お
も
し
ろ
き
を
、
大
臣
も
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ひ
て
、
「
め
づ
ら
か
に
、
ゆ
ゆ
し

く
か
な
し
」
と
聞
き
た
ま
ふ
。
(
巻

却

1
2
頁
)

夜
も
明
け
方
に
な
り
、
琵
琶
を
ひ
き
寄
せ
「
天
の
原
」
の
和
歌
を
詠
む
。
「
琵
琶
を
引
き
寄
せ
て
」
、
「
暁
の
風
に
合
は
せ
て
弾
き
た
ま
へ
る
音
」
で

奏
で
ら
れ
る
こ
の
和
歌
は
、
引
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む
」
(
『
古
今
集
』

八
七
二
)
を
介
し
て
、
「
朝
ぼ
ら
け
ほ
の
か
に
見
れ
ば
飽
か
ぬ
か
な
中
な
る
乙
女
し
ば
し
と
め
な
む
」
と
詠
ん
だ
『
う
つ
ほ
』

の
仲
忠
詠
や
、
「
月
の

都
の
人
も
い
か
で
か
聞
き
驚
か
ざ
ら
ん
」
と
語
ら
れ
る
ほ
ど
の
、
「
稲
妻
の
光
に
行
か
ん
天
の
原
は
る
か
に
渡
せ
雲
の
か
け
橋
」
と
詠
ん
だ
『
狭
衣

物
圭五

E 

の
狭
衣
詠
と
も
響
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
中
の
君
の
和
歌
も
、
前
述
の
仲
忠
詠
や
狭
衣
詠
の
よ
う
に
、
管
絃
に
の
せ
天
人
へ
向
け
て
詠
ま
れ

て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
仲
忠
や
狭
衣
の
和
歌
は
天
人
に
届
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
中
の
君
の
和
歌
は
天
人
に
は
届
か
な
か
っ
た
。
唯
一
、
「
暁
の
風
に
合
は
せ

て
弾
き
た
ま
へ
る
音
」
が
、
大
臣
(
中
の
君
の
父
親
)

の
耳
に
入
る
こ
と
と
な
る
の
み
で
あ
る
。

次
に
あ
げ
る
の
は
、
夫
で
あ
る
老
関
白
を
な
く
し
た
寝
覚
の
上
が
、
昔
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
、
等
の
琴
を
奏
で
る
場
面
で
あ
る
。

「
『
な
ぞ
や
。
か
か
ら
ぬ
人
も
多
か
ら
ぬ
世
を
。
わ
が
身
一
つ
、
世
と
と
も
に
も
の
あ
は
れ
に
、
心
の
浮
か
び
た
る
よ
』
と
、
う
ち
嘆
か
れ
し
は
、

い
と
け
し
か
ら
ざ
り
け
る
心
な
り
や
。
な
ど
、
さ
思
ひ
け
む
。
そ
の
折
ば
か
り
こ
そ
、
い
さ
さ
か
、
身
の
人
聞
き
目
や
す
き
ほ
ど
は
あ
り
け
れ
」

な
ど
、
胸
よ
り
あ
ま
り
て
堪
へ
が
た
け
れ
ば
、
唱
の
琴
を
引
き
寄
せ
て
、



今
の
ご
と
過
ぎ
に
し
か
た
の
恋
し
く
は
な
が
ら

ま
し
や
か
か
る
憂
き
世
に

と
、
い
と
音
高
く
閣
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
を
り
し
も
、
殿
は
、
聞
き
に
く
き
世
に
も
紛
れ
ず
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
忍
び
か
ね
、
例
の
あ
か
ら
さ
ま

に
立
ち
出
で
た
ま
へ
る
や
う
に
紛
ら
は
し
て
、
い
み
じ
う
忍
び
て
、
西
の
つ
ま
の
も
と
に
て
、
し
ば
し
聞
き
た
ま
ふ
に
(
巻
四

ω
c
c
l
S
H
頁
)

寝
覚
の
上
は
、
等
を
引
き
寄
せ
て
「
今
の
ご
と
」
と
和
歌
を
「
い
と
音
高
く
掻
き
鳴
ら
」
す
。
「
立
旦
口
同
く
」
と
い
う
行
為
は
、
わ
が
身
の
不
幸
や

自
己
の
内
面
を
抑
え
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
憂
い
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
「
な
が
ら
へ
ま
し
ゃ
」
と
い
う
強
い
思
い
を
等
の

琴
の
音
に
の
せ
る
こ
と
で
、
故
老
関
白
の
い
る
「
憂
き
世
」
で
は
な
い
「
世
(
後
の
世
)
」
に
思
い
を
届
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

度
肉
に
も
、
こ
の
和
歌
や
等
の
音
色
を
聞
い
て
い
た
の
は
、
寝
覚
の
上
恋
し
さ
に
忍
ん
で
訪
れ
て
い
た
内
大
臣
で
あ
っ
た
。

一
連
の
様
子
を
立
ち
聞

き
し
て
い
た
内
大
臣
は
、
彼
女
の
独
詠
と
し
で
あ
っ
た
和
歌
に
、
「
世
の
中
に
な
き
身
と
も
が
な
ひ
き
か
へ
し
昔
の
こ
と
ぞ
人
も
恋
ひ
け
る
」
と
詠

み
か
け
て
、
寝
覚
の
上
に
同
調
し
つ
つ
も
、
「
心
憂
の
御
ひ
と
り
ご
と
ゃ
な
。
な
ぞ
、
か
う
人
少
な
に
て
、
端
近
な
る
御
な
が
め
の
、
人
聞
き
お
ど

ろ
き
ぬ
ベ
き
音
を
さ
へ
掻
き
た
て
た
ま
へ
る
。
(
略
)
」
(
巻
四

ωお
)
と
、
独
り
言
(
独
り
琴
)
を
責
め
た
。

山
中
恵
理
子
氏
が
、
寝
覚
の
上
(
中
の
君
)

の
等
の
琴
に
着
目
し
て
、
「
中
の
君
が
等
の
琴
を
弾
く
の
は
、
戻
る
こ
と
の
な
い
幸
せ
な
過
去
を
渇

望
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
心
情
に
あ
る
と
き
な
の
だ
ろ
う
。
中
の
君
が
筆
の
琴
を
弾
い
た
結
果
」
「
中
納
言
(
内
大
臣
H

稿
者
注
)
が
等
の
琴
に
引

き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
中
納
言
は
中
の
君
の
物
思
い
の
原
因
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
中
の
君
が
「
幸
せ
な
昔
の
象
徴
」
で
あ
る
は
ず
の
筆
の
琴
を

「
ゆ
く
限
り
」
弾
き
、
心
を
開
放
し
て
い
く
こ
と
で
、
皮
肉
に
も
そ
の
音
色
は
中
納
言
を
呼
び
寄
せ
、
更
に
深
い
現
世
の
苦
悩
を
形
作
る
の
で
あ

《注
9

】

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
の
筆
の
琴
も
、
和
歌
の
言
葉
も
苦
悩
を
更
に
招
き
寄
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

巻
一
に
お
い
て
、
天
人
を
招
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、
父
大
臣
を
ひ
き
つ
け
る
の
み
で
あ
っ
た
の
と
同
様
、
こ
こ
で
も
苦
悩
の
種
で
あ
る
内
大
臣
を

招
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

最
後
に
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
男
主
人
公
、
中
納
言
は
、
唐
か
ら
日
本
に
帰
国
す
る
直
前
、
大
臣
家
を
訪
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

別
れ
の
宴
が
催
さ
れ
、
美
し
い
姫
君
た
ち
に
よ
っ
て
の
合
奏
に
、
中
納
言
も
笛
を
吹
き
つ
つ
別
離
を
惜
し
む
。

三
の
君
琴
、
四
の
君
筆
の
琴
、
五
の
君
琵
琶
、
か
き
合
は
せ
た
る
声
々
、

い
づ
れ
と
も
な
く
お
も
し
ろ
し
。
琴
は
河
陽
県
の
御
琴
の
音
に
、
な

ら
ぶ
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ど
、
折
か
ら
な
れ
ば
に
や
、
を
か
し
く
聞
こ
ゆ
。
等
の
琴
も
お
も
し
ろ
き
中
に
、
琵
琶
は
い
み
じ
う
す
ぐ
れ
て
聞
こ
ゆ

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

七
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れ
ば
、
親
の
な
ら
び
な
く
わ
き
で
か
な
し
が
る
も
、
こ
と
わ
り
に
こ
そ
、
と
お
ぼ
す
。
男
君
も
、
こ
の
音
に
合
は
せ
て
笛
を
吹
き
給
ひ
っ
つ
、

別
れ
を
惜
し
み
給
ふ
に
、
あ
は
れ
も
か
な
し
さ
も
、
取
り
集
め
た
る
心
地
す
る
に
、
ゃ
う
や
う
明
け
ゆ
け
ば
、

日
の
本
の
山
よ
り
出
で
む
月
見
て
も
ま
づ
ぞ
今
宵
は
恋
し
か
る
べ
き
(
中
納
言
)

琵
琶
の
君
に
さ
し
寄
り
て
の
た
ま
へ
ば
、

い
と
ど
く
ら
す
涙
に
、
|
声
も
た
制
ぴ
て
言
ひ
出
で
ね
l
、
琵
習
に
て
、

か
た
み
ぞ
と
暮
る
る
夜
ご
と
に
な
が
め
で
も
な
く
さ
ま
め
や
凶
半
ば
な
る
月
(
五
の
君
)

い
と
よ
く
聞
こ
え
て
弾
き
澄
ま
し
た
る
、
似
る
も
の
な
く
お
も
し
ろ
し
。
な
ど
て
月
ご
ろ
聞
き
な
ら
さ
ざ
り
つ
る
ぞ
と
、
こ
れ
さ
へ
あ
か
ぬ
も

の
思
ひ
添
ひ
給
ひ
ぬ
る
と
ぞ
。
(
巻
一

H
N
H
1
5
N
頁
)

中
納
言
が
、
夜
明
け
前
に
、
琵
琶
の
君
(
五
の
君
)

の
そ
ば
近
く
に
寄
っ
て
和
歌
を
詠
み
か
け
る
と
、
五
の
君
は
「
く
ら
す
涙
に
、
声
も
た
が
ひ
」

て
言
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
「
琵
琶
」
で
「
弾
き
澄
ま
し
」
な
が
ら
和
歌
を
詠
み
返
し
た
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
藤
原
定
家
が
、
『
物
語

二
百
番
歌
合
』
「
後
百
番
」
の
中
で
取
り
上
げ
て
お
り
、
「
右

帰
朝
ち
か
く
な
り
て
の
こ
ろ
ま
か
れ
り
け
る
に
、
う
き
く
も
も
ま
が
は
ぬ
秋
の
月
か

ギ
J
'

』、

い
け
の
な
か
し
ま
の
も
み
ぢ
の
か
げ
な
る
楼
の
う
へ
に
、
こ
と
び
は
ひ
き
あ
は
せ
て
わ
か
れ
を
し
む
夜
、
中
納
言
、
日
の
も
と
や
山
よ
り
い

で
む
月
見
て
も
ま
づ
ぞ
こ
よ
ひ
は
こ
ひ
し
か
る
べ
き
、
と
申
し
け
る
か
へ
り
ご
と
に
、
び
は
を
も
ち
な
が
ら

大
臣
の
五
の
き
み
」
と
、
琵
琶
を

持
ち
な
が
ら
和
歌
を
詠
ん
だ
と
詞
書
に
記
し
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
の
例
に
お
い
て
も
、
琵
琶
を
奏
で
な
が
ら
和
歌
を
詠
ん
だ
と
理
解
す
る
の
が
適

【
撞
叩
】

当
で
あ
ろ
う
。
五
の
君
は
「
涙
」
で
「
声
」
が
い
つ
も
と
違
う
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
、
「
琵
琶
」
で
「
弾
き
澄
ま
し
」
た
の
で
あ
る
が
、
「
声
」
を
聞

か
せ
な
い
た
め
に
楽
器
の
演
奏
で
紛
ら
わ
そ
う
す
る
詠
み
方
は
こ
の
『
浜
松
』
が
初
例
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
和
歌
も
限
り
な
く
「
琵
琶
」
の
音
色
に
同
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
五
の
君
の
想
い
が
は
じ
め
て
中
納

言
に
届
い
た
と
い
え
よ
う
か
。
唐
后
へ
の
想
い
ゆ
え
に
、
五
の
君
に
対
し
て
恋
情
を
抱
か
な
か
っ
た
中
納
言
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
琵
琶
(
及
び
奏
で

ら
れ
た
和
歌
)
を
聞
い
て
、
こ
れ
ま
で
彼
女
の
も
と
に
通
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
て
後
悔
す
る
。

帰
国
後
、
中
納
言
は
吉
野
で
唐
后
の
母
で
あ
る
尼
君
と
交
流
を
重
ね
る
。
尼
君
に
は
、
唐
后
と
は
父
親
違
い
の
娘
が
一
人
お
り
、
中
納
言
は
そ
の

姫
君
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
た
。
吉
野
を
訪
ね
た
中
納
言
は
姫
君
に
和
歌
を
詠
み
か
け
る
。

か
か
る
と
こ
ろ
に
朝
夕
う
ち
な
が
め
、

い
か
に
も
の
思
ひ
知
ら
れ
給
ふ
ら
む
な
ど
思
ひ
や
ら
れ
て
、



住
み
な
る
る
人
は
い
か
に
か
な
が
む
ら
む
深
く
身
に
し
む
山
の
端
の
月
(
中
納
言
)

と
の
た
ま
ふ
。
御
答
え
を
、
よ
ろ
し
う
聞
こ
え
つ
べ
き
人
も
な
し
。
わ
り
な
う
つ
つ
ま
し
う
お
ほ
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
剰
叫
刻
、

奥
山
の
木
の
間
の
月
は
見
る
ま
ま
に
心
細
さ
の
ま
さ
り
こ
そ
す
れ
(
姫
君
)

い
と
ょ
う
聞
こ
え
て
か
き
鳴
ら
し
、
凡
帳
の
下
よ
り
、
ゃ
を
ら
つ
ま
を
さ
し
出
で
て
止
み
ぬ
。
唐
国
に
て
后
の
弾
き
紺
Vtし

ふ
た
た
び
聞
き

視
き
山
の

に
で
w

澄
め
る
月
に
ほ
の
カ
に
聞
き
引
け
た
る
は
、
め
づ
ら
し
う
い

み
じ
き
に
、

出
で
聞
こ
ゆ
る

し
て
、

い
と
か
な
し
う
胸
騒
ぎ

て
あ
か
ず
お
ぽ
ゆ
。
正
身
の
声
聞
か
世
む
も
う
た
で
あ
り
、
な
ど
劃
ひ
わ
づ
ら
ひ
、
琴
に
て
ゐ

判
給
ふ
思
ひ
や
り
は
、
山
が
つ
め
和
明
刈
|
引
ま

さ
り
し
て
を
か
し
け

ば
、
(
巻

N

∞N
j

N

∞ω
頁
)

中
納
言
の
贈
歌
に
対
応
で
き
る
女
房
も
お
ら
ず
、
姫
君
は
「
琴
に
て
」
和
歌
を
「
い
と
ょ
う
聞
こ
え
て
か
き
鳴
ら
し
」
な
が
ら
詠
む
。
姫
君
自
身

の
意
図
と
し
て
は
、
最
後
の
傍
線
部
に
お
い
て
中
納
言
が
感
心
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
身
の
声
を
男
に
聞
か
せ
な
い
配
慮
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

中
納
言
が
ま
ず
考
え
た
の
は
唐
后
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
唐
后
が
弾
い
た
の
を
二
度
聞
い
た
ば
か
り
で
耳
慣
れ
な
い
琴
と
い
う
楽
器
の
音
を
、
こ
の
吉

野
で
「
ほ
の
か
に
聞
き
つ
け
た
」
こ
と
が
嬉
し
く
、
ま
た
こ
の
琴
の
音
を
聞
き
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
し
い
唐
后
の
声
を
「
ほ
の
か
に
聞
き
つ

け
た
心
地
」
が
し
て
胸
騒
ぎ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
吉
野
の
姫
君
の
琴
の
音
色
は
、
中
納
言
の
中
で
い
つ
の
ま
に
か
「
唐
后
の
琴
の
音
」
へ
、

更
に
「
唐
后
の
声
」

へ
変
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
琴
」
と
「
声
」
と
が
同
化
し
た
か
ら
こ
そ
起
こ
り
え
た
中
納
言
の
錯
覚
で
あ
り
、
幻
想
と

い
え
よ
う
か
。
姫
君
が
琴
に
の
せ
て
答
え
た
和
歌
は
、
は
か
ら
ず
も
中
納
言
の
琴
線
に
触
れ
、
唐
后
へ
の
想
い
を
呼
び
起
こ
す
と
同
時
に
姫
君
へ
の

関
心
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
、
『
狭
衣
』
『
寝
覚
』
『
浜
松
』
を
見
て
き
た
が
、
管
絃
に
の
せ
て
和
歌
を
詠
む
場
合
、
奇
瑞
に
関
わ
る
例
が
五
例
中
二
例
を
占
め
る
の
は
注

目
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
も
の
思
い
を
独
り
詠
ん
だ
り
、
男
女
の
交
流
に
関
わ
る
例
が
あ
り
、
表
現
の
あ
り
方
は
『
う
つ
ほ
』
か
ら
大
き
く
外
れ
る
も

の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
狭
衣
』
で
は
「
笛
」
を
吹
き
な
が
ら
和
歌
を
詠
ず
る
事
が
で
き
た
の
は
、
詠
み
か
け
た
相
手
が
天
人
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
は
す
べ
て
「
弾
き
物
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
浜
松
』
に
お
い
て
、
女
君
の
「
声
」
を
聞
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
し
な
み
と
し
て
、
楽
器
に

よ
る
和
歌
詠
出
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

『
浜
松
』
独
自
の
表
現
の
あ
り
方
と
い
え
よ
う
か
。

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

九
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中
世
王
朝
物
語
へ

鎌
倉
・
室
町
期
に
成
立
し
た
王
朝
を
舞
台
と
す
る
物
語
は
数
多
く
、
そ
れ
ら
を
擬
古
物
語
と
し
て
で
な
く
、
中
世
王
朝
物
語
と
積
極
的
に
評
価
す

(
這
日
)

る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
数
多
い
物
語
群
の
中
、
管
絃
に
よ
る
和
歌
詠
出
が
用
い
ら
れ
て
い
る
物
語
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
『
風
に
つ
れ
な
き
」

の
例
を
次
に
あ
げ
る
。

帝
が
他
の
女
御
・
更
衣
ば
か
り
そ
ば
に
百
す
の
で
苦
悩
す
る
藤
査
の
女
御
は
、
端
近
で
秋
を
感
じ
な
が
ら
等
の
琴
を
奏
で
て
い
た
。

:
・
い
と
ど
し
く
た
だ
な
ら
ず
お
ぼ
え
給
ふ
夕
ま
ぐ
れ
、
深
く
な
り
に
け
る
秋
の
気
配
、
身
に
泌
む
心
地
す
る
風
の
音
に
、
端
近
う
ゐ
ざ
り
出
で

給
ひ
て
、
筆
の
琴
を
か
き
鳴
ら
し
つ
つ
お
は
す
る
容
貌
、
も
の
よ
り
異
に
け
ざ
や
か
に
、
は
な
ば
な
と
見
え
て
御
髪
の
か
か
り
を
か
し
げ
に
ゆ

る
る
か
に
た
ま
り
た
る
御
衣
の
裾
、
袖
の
あ
た
り
ま
で
、
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
を
見
奉
る
人
々
は
、
限
り
な
く
も
の
し
給
は
ん
殿
の
姫
君
も
、
こ

れ
に
や
は
勝
り
問
、
」
え
給
は
む
と
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。

昨
夜
も
上
り
給
は
ざ
り
し
に
、
今
日
も
暮
る
る
ま
で
渡
ら
せ
給
は
ぬ
よ
、
こ
よ
な
う
今
か
ら
変
は
り
に
け
る
御
心
の
浅
さ
も
つ
ら
く
て
、
空

の
み
な
が
め
ら
れ
給
ひ
て
、

移
り
ゆ
く
人
の
心
の
秋
の
色
に
時
間
も
待
た
ず
濡
る
る
袖
か
な
(
藤
壷
女
御
)

一
筋
に
詠
め
入
り
て
、
忍
び
や
か
に
お
は
し
ま
す
を
ば
聞
き
給
は
ざ
り
け
り
。

い
と
端
近
き
御
琴
の
音
に
御
耳
止
ま
り
て
、
あ
や
し
く
あ
ま
り
も
の
恨
み
の
す
す
み
た
る
か
な
と
は
思
し
召
さ
る
れ
ど
、
人
の
さ
ま
、
折
柄
を

か
し
け
れ
ば
、

ゃ
を
ら
寄
ら
せ
給
ふ
ま
ま
に
、

し
ぐ
る
と
も
色
は
変
は
ら
じ
呉
竹
の
よ
よ
の
契
り
を
む
す
び
か
さ
ね
て

(
帝
)

懐
か
し
く
の
た
ま
は
す
る
御
気
配
に
つ
け
て
も
、
ま
だ
き
に
だ
に
も
変
は
り
ぬ
ベ
き
を
と
聞
こ
え
ま
ほ
し
く
、
恨
め
し
け
れ
ど
・
:
(
上
目
白

1

H
N
N

頁
)

昨
夜
も
今
日
も
お
越
し
が
な
い
帝
の
心
浅
さ
も
つ
ら
く
、
藤
査
女
御
は
、
た
め
息
ま
じ
り
に
「
移
り
ゆ
く
」
と
和
歌
を
詠
み
、
「
爪
音
や
さ
し
く

弾
き
す
さ
」
む
。
そ
の
音
色
と
和
歌
に
帝
は
耳
を
と
め
、
「
あ
や
し
く
あ
ま
り
も
の
恨
み
の
す
す
み
た
る
か
な
」
と
不
快
に
感
じ
も
す
る
も
の
の
、
「
色



は
変
は
ら
じ
」
「
よ
よ
の
契
り
」
と
女
御
を
慰
め
る
の
で
あ
っ
た
。
女
御
の
和
歌
は
、
帝
へ
の
不
満
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
漏
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

帝
は
「
筆
の
琴
」
と
「
和
歌
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
女
御
の
「
人
の
さ
ま
」
や
「
秋
の
気
配
」
た
だ
よ
う
「
折
柄
」
の
「
を
か
し
」

さ
に
よ
っ
て
訪
ね
た
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
奏
で
ら
れ
た
和
歌
が
相
手
の
「
心
」
を
動
か
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

次
に
あ
げ
る
の
は

『
浅
茅
が
露
」

で
あ
る
。
屋
敷
の
風
情
に
ひ
か
れ
て
邸
内
を
垣
間
見
し
て
い
た
中
納
言
で
あ
る
が
、
色
黒
の
醜
い
者
な
ど
、
感

じ
が
良
い
女
性
が
お
ら
ず
、
興
を
そ
が
れ
て
立
ち
去
ろ
う
と
南
側
に
ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
意
外
に
も
等
の
琴
を
奏
で
る
奥
ゆ
か
し
い
女
が
お
り
に
目

を
と
め
る
。

い
と
す
さ
ま
じ
う
、
住
処
に
は
違
ひ
た
る
人
ざ
ま
な
り
や
と
、
立
ち
出
で
給
ふ
に
、
端
つ
方
の
南
ざ
ま
に
ま
は
り
て
見
給
ふ
に
、
目
隠
し
の
格

子
一
間
あ
げ
て
、
朝
の
琴
を
弾
く
人
あ
り
。
立
ち
ど
ま
り
て
聞
き
給
へ
ば
、
連
弾
き
よ
す
め
き
王
昭
君
を
た
び
た
び
弾
き
て
、

あ
ひ
み
ん
と
頼
め
ぬ
夜
半
は
な
か
な
か
に
く
る
し
か
ら
で
も
更
け
ゆ
く
も
の
を

と
う
ち
な
が
む
る
も
の
な
り
。
「
待
つ
人
あ
る
べ
し
。
誰
な
ら
ん
。
あ
や
に
く
に
て
見
つ
け
ら
れ
た
ら
ん
時
い
か
が
す
べ
き
」
と
思
す
も
の
か
ら
、

奥
に
て
言
ひ
つ
る
お
ぼ
え
の
娘
の
、

や
さ
し
と
聞
き
つ
る
に
や
と
推
し
は
か
ら
れ
給
へ
ど
、
奥
の
さ
ま
に
は
心
に
く
く
て

(
N
2
1
N
ω
ω
頁
)

恋
人
を
待
つ
風
情
の
女
が
「
王
昭
君
」
を
弾
き
な
が
ら
一
人
和
歌
を
詠
む
。
「
あ
ひ
み
ん
」
と
男
が
頼
み
に
さ
せ
た
今
日
だ
か
ら
こ
そ
物
思
い
に

悩
み
つ
つ
更
け
ゆ
く
夜
を
過
ご
す
、
と
い
う
。
そ
れ
を
立
ち
聞
き
し
て
い
た
中
納
言
は
、
「
心
に
く
」
き
様
子
に
心
ひ
か
れ
つ
つ
そ
の
場
を
立
ち
去
っ

た
。
こ
の
場
で
女
が
待
っ
て
い
た
の
は
恋
人
で
あ
る
が
、
女
が
想
い
を
届
け
た
い
人
物
で
な
い
中
納
言
に
の
み
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

後
、
中
納
言
は
女
房
に
女
の
恋
人
と
間
違
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
慌
て
て
屋
敷
か
ら
で
て
ゆ
く
の
で
、
女
君
の
等
に
託
し
た
切
実
さ
に
そ
ぐ
わ
な
い
場

面
展
開
と
も
い
え
る
。

『
風
に
つ
れ
な
き
」

の
場
合
も
『
浅
茅
が
露
」

の
場
合
も
、
物
語
の
主
要
人
物
で
は
な
く
端
役
の
女
性
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の

物
語
と
違
っ
て
い
る
し
、
琴
の
音
に
合
わ
せ
て
詠
む
こ
と
が
表
現
上
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
例
と
い
え
る
。
「
琴
」
と
も
の
思
い
に
ふ
け
る
「
(
美
)

女
」
と
い
う
物
語
に
多
い
型
と
し
て
読
め
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
表
現
の
質
と
し
て
は
形
骸
化
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
冒
頭
に
触
れ
た
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
を
み
て
み
た
い
。

「
病
は
心
と
し
侍
る
べ
き
事
か
」
と
に
が
笑
み
な
が
ら
、
伏
し
目
に
て
懐
な
る
笛
を
取
り
出
で
て
、
あ
り
つ
る
御
琴
と
同
じ
音
に
吹
き
鳴
ら
し

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

四
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つ
つ
、忍

ぶ
る
を
さ
も
音
に
た
て
て
笛
竹
の
憂
き
ふ
し
に
し
も
朽
ち
ゃ
果
て
な
ん

(
端
山
)

笛
竹
を
こ
の
松
風
に
吹
き
合
は
せ
嬉
し
き
ふ
し
も
な
ど
か
な
か
ら
ん

(
恋
路
)

と
帯
き
給
べ
る
が
、
今
し
も
あ
ら
ん
事
の
や
う
に
嬉
し
く
て
、
「
げ
に
御
情
け
よ
り
ほ
か
、
誰
ま
た
あ
は
れ
を
か
け
侍
ら
ん
」
と
、
涙
を
一
目

浮
け
た
る
さ
ま
恐
ろ
し
き
ま
で
、
深
う
思
ひ
入
り
た
る
。
(
巻

何
頁
)

端
山
と
恋
路
の
「
笛
」
と
「
琴
」
を
介
し
た
や
り
と
り
は
、
『
う
つ
ほ
』

で
仲
忠
と
あ
て
宮
が
「
等
の
琴
」
と
「
琴
の
吏
こ
で
和
歌
を
詠
出
し
た

形
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
改
め
て
読
む
と
、
端
山
の
「
笛
」
に
よ
る
和
歌
詠
出
が
、
そ
の
不
可
能
性
か
ら
し
て
も
や
は
り
強
い
違
和
感

を
覚
え
る
。
「
笛
」
に
よ
る
和
歌
詠
出
と
は
、
物
語
に
お
い
て
『
狭
衣
』

の
み
に
見
え
る
例
で
あ
り
、
そ
れ
も
天
人
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
『
恋
路
」

の
表
現
の
在
り
方
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
物
語
享
受
の
在
り
方
と
も
関
わ
っ
て

か
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
『
苔
の
衣
』
に
も
音
楽
描
写
は
多
い
け
れ
ど
も
、
管
弦
に
の
せ
た
和
歌
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
西
院
の
姫
君
の
琴
の
音
が
、

-
:
琴
の
音
は
す
ぐ
れ
て
雲
居
に
澄
み
上
り
て
、
月
の
都
の
人
も
聞
き
お
ど
ろ
く
ら
ん
か
し
と
聞
こ
ゆ
る
に
、
我
が
御
心
に
も
昔
よ
り
染
み
に
し

こ
と
に
て
:
(
春
町
頁
)

と
語
ら
れ
、
宮
中
で
首
を
吹
く
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
中
納
言
の
笛
の
音
色
も
、

中
納
言
の
笛
、
度
々
御
気
色
あ
れ
ど
、

い
た
く
も
て
悩
み
つ
つ
手
も
触
れ
給
は
ぬ
を
、
上
も
、
「
い
と
本
意
な
し
」
と
責
め
き
こ
え
給
へ
ば
、

嘆
く
嘆
く
吹
き
立
て
給
へ
る
音
よ
り
は
じ
め
て
、
隈
な
き
月
影
に
差
し
添
へ
た
る
光
と
見
ゆ
る
匂
ひ
な
ま
め
か
し
。
(
中
略
)
更
け
行
く
ま
ま

に
は
及
ば
じ
ゃ
、
ま
こ

と
に
月
の
都
の
人
待
た
る
る
心
地
す
る
。
(
夏
町
1
m
m
貰
)

と
、
『
狭
衣
物
語
』
を
例
に
出
す
こ
と
で
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
月
の
都
の
人
も
」
や
「
光
に
ゆ
か
ん
天
の
原
」
を
「
吹
き
澄
ま

し
」
た
笛
の
音
と
は
狭
衣
が
笛
で
和
歌
を
詠
み
、
天
稚
御
子
が
降
り
て
き
た
こ
と
を
さ
し
て
お
り
、
他
に
も
『
小
夜
衣
』
に
お
い
て
、
「
天
稚
御
子



の
め
で
給
ひ
け
ん
琴
の
音
も
、
か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
は
ま
さ
ら
じ
と
、
天
の
羽
衣
、
今
や
と
お
ぼ
し
や
ら
る
る
」
(
上
似

1
臼
頁
)
、
と
兵
部
卿

宮
が
立
ち
聞
き
し
た
、
山
里
の
姫
君
の
琴
の
音
に
つ
い
て
も
、
「
狭
衣
」
を
下
敷
き
に
し
た
と
思
わ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
君
で
あ
る

か
ら
か
「
笛
」
で
は
な
く
、
「
天
稚
御
子
の
め
で
給
ひ
け
ん
琴
の
音
」
と
物
語
内
容
ま
で
も
変
換
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
変
換
も
『
狭
衣
」
が
自
明

の
も
の
と
し
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
ず
ら
し
と
い
え
よ
う
。
中
世
王
朝
物
語
の
音
楽
表
現
に
関
る
『
狭
衣
」
受
容
は
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
、

々

確
認
は
し
な
い
が
、
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』

の
笛
に
よ
る
和
歌
詠
出
も
、
「
狭
衣
」

の
「
笛
」
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
た
作
中
和
歌
が
、

一
つ
の
型
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
、
贈
答
歌
の
や
り
と
り
の
中
で
、
楽
器
演
奏
に
楽
器
演
奏
で
答
え
て
和
歌
を
詠
み
あ
う

例
は
、
『
う
つ
ほ
』
し
か
な
く
、
用
例
が
少
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
「
う
つ
ほ
」
と
『
狭
衣
』
を
意
識
し
た
物
語
表
現
と
も
感
じ
ら
れ
る
。

更
に
い
え
ば
、
端
山
は
「
笛
」
を
奏
で
な
が
ら
自
身
の
思
い
を
贈
歌
に
の
せ
、
恋
路
か
ら
、
彼
が
最
も
欲
し
か
っ
た
答
歌
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

そ
し
て
、
恋
路
が
「
琴
」
を
奏
で
な
が
ら
詠
ん
だ
答
歌
は
そ
の
後
実
現
す
る
。
そ
も
そ
も
端
山
は
和
歌
で
い
う
「
憂
き
ふ
し
」
で
は
な
く
「
あ
り
つ

る
御
琴
」
(
恋
路
夫
妻
の
ふ
口
奏
)
と
「
同
じ
音
」
で
笛
を
吹
い
て
お
り
、
和
歌
内
容
と
は
逆
の
音
色
、

つ
ま
り
「
嬉
し
き
ふ
し
」
で
既
に
奏
で
て
い

た
の
で
あ
る
。

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌
は
、
物
語
に
お
い
て
頻
出
す
る
方
法
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
う
つ
ほ
」
か
ら
中
世
期
に
い
た
る
ま
で
の
物
語
の
中
で
、

さ
さ
や
か
で
も
確
か
な
存
在
感
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
何
よ
り
、
奏
で
ら
れ
る
和
歌
詠
出
と
は
、
楽
器
の
音
色
に
和
歌
が
同
化
(
同
質
化
)
す
る
と
こ

ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
、
〈
音
楽
〉
と
し
て
の
意
味
性
が
強
い
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
奏
で
ら
れ
る
作
中
和
歌
は
、
和
歌
表
現
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
、
ま
ず
音
楽
表
現
と
し
て
の
側
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

(注
1
)
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
中
世
王
朝
物
語
全
集
(
笠
間
書
院
)
解
説
。

(注
2
)
新
大
系
の
脚
注
に
「
源
氏
物
語
で
「
う
た
ふ
」
の
は
ほ
と
ん
ど
催
馬
楽
。
自
作
の
和
歌
を
「
歌
う
」
の
は
こ
の
箇
所
の
み
」
と
あ
る
。

(注
3
)
山
田
孝
雄
「
源
氏
物
語
と
音
楽
』
(
宝
文
館
出
版
)
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
中
川
正
美
『
源
氏
物
語
の
音
楽
』
(
和
泉
書
院

二

O
O七
)
、
上

原
作
和
『
光
源
氏
物
語
の
思
想
史
的
変
貌
「
琴
の
ゆ
く
へ
」
』
(
有
精
堂
出
版

一
九
九
四
)
・
『
光
源
氏
物
語
の
皐
謹
史
一
右
書
左
琴
の
思
想
』

(
翰
林
書
房

二
O
O六
)
、
植
田
雅
代
『
源
氏
物
語
の
宮
廷
文
化
|
後
宮
・
雅
楽
・
物
語
世
界
』
(
笠
間
書
院

二
O
O九
)
、
堀
淳
一
編
「
王

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

四



四
四

朝
文
学
と
音
楽
』
(
竹
林
舎

二
O
O九
)
、
萩
美
津
夫
『
平
安
朝
音
楽
制
度
史
』
(
吉
川
弘
文
館

一
九
九
四
)
、
磯
水
絵
『
源
氏
物
語
の

時
代
の
音
楽
研
究
」
(
笠
間
書
院

二
O
O九
)
と
、
単
行
本
だ
け
で
も
こ
こ
数
年
で
相
次
い
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

(注
4
)
更
に
き
守
え
ば
、
「
土
佐
日
記
』
「
靖
蛤
日
記
」
「
紫
式
部
日
記
」
「
和
泉
式
部
日
記
」

ゃ
「
大
鏡
』
『
栄
華
物
語
」
に
お
い
て
も
記
事
は
見
え
な

ぃ
。
『
枕
草
子
』
に
「
な
ほ
過
ぎ
ぬ
る
方
を
見
送
る
に
、
陪
従
の
し
な
お
く
れ
た
る
、
柳
に
挿
頭
の
山
吹
わ
り
な
く
見
ゆ
れ
ど
、
問
障
い
と

高
う
う
ち
鳴
ら
し
て
、
「
神
の
社
の
ゅ
う
ふ
だ
す
き
」
と
う
た
ひ
た
る
は
、

い
と
を
か
し
」
(
二

O
六
段

ω
品
目
頁
)
と
あ
り
、
『
古
今
集
』

恋
一
の
「
ち
は
や
ぶ
る
賀
茂
の
社
の
ゆ
ふ
だ
す
き
ひ
と
日
も
君
を
か
け
ぬ
日
は
な
し
」
を
歌
う
姿
を
好
ま
し
く
感
じ
る
記
事
が
あ
る
が
、
「
泥

障
い
と
高
う
う
ち
鳴
ら
」
し
・
な
が
ら
、
と
い
う
の
は
リ
ズ
ム
を
取
る
動
作
に
な
る
か
。

(注
5
)
内
侍
か
み
巻
に
、
「
中
将
、
秋
風
は
涼
し
く
吹
く
を
白
妙
の
な
ど
、
御
前
な
る
等
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
な
ど
す
。
」
(
色
。
頁
)
が
あ
る
が
、

作
中
和
歌
で
は
な
く
古
歌
の
演
奏
で
あ
る
の
で
、
今
回
は
用
例
に
加
え
な
か
っ
た
。

(注
6
)
室
城
秀
之
「
「
う
つ
ほ
物
語
」

の
和
歌
総
合
研
究
』
二

G
O
O
-

ニ

(注
7
)
藤
井
貞
和
氏
は
「
漢
詩
文
の
朗
詠
に
際
し
て
、
楽
器
の
伴
奏
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
非
常
に
め

ず
ら
し
こ
と
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
虚
構
の
な
か
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
「
源
氏
物
語
は
楽
器
に
あ
わ
せ
た
朗
詠

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
八
一
・
三
月
号

至
文
堂
)
と
指
摘
す
る
。
「
楽
器
に
あ
わ
せ
た
朗
詠
」
が
な
い

こ
と
、
そ
し
て
楽
器
に
あ
わ
せ
た
和
歌
詠
出
が
な
い
こ
と
は
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(注
8
)
青
柳
隆
志
「
漢
詩
・
和
歌
の
披
講
に
お
け
る
音
楽
性
」
(
堀
淳
一
編
『
王
朝
文
学
と
音
楽
』
竹
林
舎

二
O
O
九
)

(注
9
)
山
中
理
恵
子
「
中
の
君
へ
の
楽
器
伝
授
|
「
夜
の
寝
覚
」

の
音
楽
」
(
「
大
妻
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
論
集
』

一
九
九
六
・
三
月
)

(
注
目
)
中
西
健
治
「
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
」
(
和
泉
書
院
・
二

O
O
五
)

で
は
「
場
面
的
に
は
五
の
君
が
琵
琶
を
演
奏
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
あ
る
い
は
返
歌
の
折
々
に
琵
琶
を
爪
弾
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る
。

(
注
目
)
音
楽
描
写
の
多
い
『
松
浦
宮
物
語
』

や
『
と
り
か
へ
ば
や
」
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た

(
以
上
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
)
。
他
に

確
認
し
た
の
は
、
『
あ
き
ぎ
り
』
『
海
人
の
刈
藻
」
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
「
石
清
水
物
語
』
『
木
幡
の
時
間
』
『
風
に
つ
れ
な
き
』
『
苔
の
衣
』
『
松

陰
中
納
言
』
『
小
夜
衣
』
『
し
の
び
ね
」
『
し
ら
っ
ゆ
』
『
雫
に
ご
る
』
『
住
吉
物
語
』
(
以
上
、
中
世
王
朝
物
語
全
集
)
、
「
兵
部
卿
物
語
』
『
八



重
葎
」
『
別
本
八
重
葎
』

※
本
文
引
用
は
、
『
う
つ
ほ
物
語

物
語
』
『
万
葉
集
』
「
古
今
集
」

管
絃
に
の
せ
た
作
中
和
歌

『
わ
が
身
に
た
ど
る
姫
君
」
(
以
上
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
)
。

』ー

は

『
う
つ
ほ
物
語
全
』
h

室
城
秀
之
・
お
う
ふ
う
)
、
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
夜
の
寝
覚
」
『
浜
松
中
納
言

は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
(
小
学
館
)
に
よ
る
。

四
五


