
謀
子
内
親
王
家
歌
合
の
性
格

三
　
原
　
ま
　
き
　
は

は
じ
め
に

　
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
に
後
朱
雀
院
の
第
四
皇
女
と
し
て
生
ま
れ
た

楳
子
内
親
王
は
、
八
才
か
ら
十
二
年
間
賀
茂
の
斎
院
と
し
て
勤
め
、
永
承

元
（
一
〇
九
六
）
年
に
没
す
る
ま
で
に
、
二
十
数
回
の
歌
A
ロ
を
主
催
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
歌
A
ロ
ひ
い
て
は
和
歌
題
詠

の
過
渡
期
に
同
一
主
催
者
に
よ
っ
て
数
多
く
催
さ
れ
た
こ
の
歌
合
群
に
注

目
し
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
従
来
、
歌
合
で
詠
ま
れ
た
歌
に
対
し
て
は
、
一
首
の
文
芸
性
を
ど
う
評

価
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
か
っ
た
が
、
本
稿
で
は

一
首
の
表
現
の
み
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ
の
歌
合
あ
る
い
は
謀
子
内
親
王
主

催
の
歌
合
全
体
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

そ
れ
は
、
参
加
歌
人
が
謀
子
内
親
王
付
き
の
女
房
、
あ
る
い
は
身
近
な
他

家
の
女
房
に
ほ
ぼ
固
定
化
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
そ
の
性
格
を
考
え
て
い

く
上
で
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
楳
子
内
親
王
家
歌
A
口
の
年
次
考
証
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
謀
子
内
親
王

家
歌
合
の
基
礎
的
研
究
1
開
催
年
次
再
考
」
（
和
歌
文
学
研
究
7
9
平
成

1
1
・
1
2
）
で
私
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
設
題
や
歌
材
、
参
加
歌
人
等
を
根

拠
に
、
七
つ
の
歌
合
に
つ
い
て
『
平
安
朝
歌
A
口
大
成
』
（
増
補
改
訂
版
）

で
の
配
列
を
訂
正
し
た
。

　
ま
た
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
は
二
十
五
回
の
謀
子
内
親
王
家
歌
合
を

集
成
掲
出
し
て
い
る
が
、
今
回
は
、
歌
合
本
文
の
伝
わ
ら
な
い
「
天
喜
元

年
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合
」
（
平
安
朝
歌
合
大
成
番
号
励
V
と
「
康

平
七
年
十
二
月
廿
九
日
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合
」
（
同
…
…
）
、
断
簡
の
み
が

伝
わ
る
「
〔
承
暦
三
！
四
年
〕
謀
子
内
親
王
男
女
房
歌
合
」
（
同
描
）
、
参

加
歌
人
や
形
式
か
ら
謀
子
内
親
王
主
催
の
歌
合
と
す
る
に
は
疑
問
の
残
る

「〔

i
承
六
年
〕
夏
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合
」
（
同
酩
）
、
他
の
歌
合

と
性
格
が
明
ら
か
に
異
な
る
特
殊
な
形
式
の
歌
合
で
あ
る
「
天
喜
三
年
五

月
三
日
庚
申
六
条
斎
院
諜
子
内
親
王
物
語
歌
合
」
（
同
欄
）
の
五
つ
の
歌

合
を
検
討
対
象
外
と
し
、
さ
ら
に
、
「
某
年
夏
謀
子
内
親
王
歌
合
」
（
同

㎜
）
を
二
度
の
歌
合
が
何
ら
か
の
事
情
で
一
つ
の
歌
A
ロ
と
し
て
伝
わ
っ
た
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注
1

と
考
え
、
次
の
二
十
一
回
の
歌
合
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
。

1
拙
稿
に
お
い
て
開
催
時
期
の
訂
正
を
提
唱
し
た
歌
合
）

（
＊
は
注

鵬
延
久
二
年
正
月
廿
八
日
庚
申
楳
子
内
親
王
歌
合

獅
承
暦
二
年
十
月
十
九
日
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合

【
斎
院
時
代
】

備
　
〔
永
承
三
－
四
年
五
月
〕
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

摺
永
承
四
年
十
二
月
二
日
庚
申
六
条
斎
院
楳
子
内
親
王
歌
合

……

i
承
五
年
二
月
三
日
庚
申
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

幽
永
承
〔
五
年
〕
五
月
五
日
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

幽
永
承
六
年
正
月
八
日
庚
申
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

＊　　＊

190’190

＊　　＊　　＊

182　　181　　180　　169　　170　　168　　166　　16

〔
天
喜
四
年
閏
三
月
〕
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

〔
天
喜
四
年
七
月
〕
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

〔
天
喜
四
年
〕
入
月
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

〔
某
年
立
秋
日
〕
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

〔
天
喜
五
年
〕
九
月
十
三
日
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

某
年
三
月
十
余
日
謀
子
内
親
王
歌
合

某
年
春
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合

某
年
五
月
五
日
謀
子
内
親
王
歌
合

某
年
夏
謀
子
内
親
王
歌
合

某
年
〔
秋
〕
謀
子
内
親
王
歌
合

【
退
下
後
】

＊
塒
天
喜
七
年
閏
五
月
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

＊
耐
〔
天
喜
七
年
閏
五
月
〕
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合

　
慨
治
暦
二
年
九
月
九
日
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合

　
㎜
治
暦
四
年
十
二
月
廿
二
日
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合

　
な
お
、
本
稿
で
引
用
し
た
歌
合
に
付
し
た
番
号
な
ら
び
に
名
称
は
『
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

安
朝
歌
合
大
成
』
（
増
補
改
訂
版
）
に
、
歌
合
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』

（
第
五
巻
歌
合
編
）
に
よ
っ
た
。

表
現
の
共
有

　
こ
の
二
十
一
回
の
歌
合
を
一
つ
の
歌
合
群
と
し
て
見
て
い
く
と
、
非
常

に
画
一
的
で
平
板
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
歌
合
間
に
お
い
て

似
通
っ
た
点
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
設
題
傾
向
が
類
似

し
て
お
り
（
謀
子
内
親
王
家
歌
合
で
は
、
多
く
が
催
さ
れ
た
季
節
の
単
一

題
、
ま
た
は
組
題
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）
、
開
催
状
況
も
庚
申
待
ち
が
比

較
的
多
い
。
さ
ら
に
は
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
が
謀
子
内
親
王
側
近
の
女
房

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
歌
合
が
公
の
行
事
と
い
う
よ
り
は
謀
子
内
親
王
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
－

囲
ん
だ
私
的
な
催
し
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
歌
合
ど
う
し
が
似
た
印

象
を
受
け
、
歌
合
全
体
が
さ
ほ
ど
特
徴
の
な
い
歌
A
口
群
で
あ
る
か
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
謀
子
内
親
王
家
歌
合
の
共
通
点
や
類
似
は
、
歌
合
ど
う
し
だ
け

で
は
な
く
、
個
々
の
歌
合
の
内
部
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
歌
合
内
の
類
似
表
現
が
非
常
に
目
立
つ
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
の
は
「
〔
天
喜
四
年
閏
三
月
〕
六
条
斎
院
謀
子

内
親
王
歌
合
」
（
1
6
1
）
で
の
詠
で
あ
る
。
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1112
　
こ
こ
で
は
、

か
く
さ
の
」
と
い
う
同
じ
表
現
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、

景
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、

る
。　

ま
た
「
藤
」
題
で
は
次
の
よ
う
に
、
語
句
の
類
似
は
見
ら
れ
な
い
が
、

「
藤
」
題
で
は
な
く
て
「
岸
辺
藤
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
複
合
題
で
の
詠

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
一
致
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ふ
ち
　
左
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門

　
9
　
ふ
ち
の
は
な
き
し
に
に
ほ
へ
る
い
け
み
つ
は
む
ら
さ
き
に
こ
そ
な

　
　
　
み
も
た
ち
け
れ

　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
の
君

　
1
0
　
き
し
ち
か
き
松
の
み
ど
り
も
み
え
ぬ
ま
で
こ
ず
ゑ
を
か
け
て
さ
け

　
　
　
る
ふ
ち
な
み

　
捌
の
歌
合
で
は
、
例
示
し
て
は
い
な
い
が
他
に
も
、
「
き
ぎ
す
」
題
で

初
句
が
共
に
「
み
か
り
す
る
」
と
な
っ
て
い
た
り
、
「
つ
つ
じ
」
題
の
三

句
が
「
い
は
つ
つ
じ
」
に
、
「
か
へ
る
か
り
」
題
の
結
句
が
「
か
へ
る
か

り
が
ね
」
に
、
「
く
れ
の
春
」
，
題
の
結
句
が
「
春
の
く
れ
か
な
」
と
な
っ

て
い
る
な
ど
数
多
く
の
語
句
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
モ
チ
ー
フ
も

　
　
若
草
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門

あ
さ
み
ど
り
む
ら
む
ら
み
え
し
わ
か
く
さ
の
春
と
と
も
に
ぞ
ふ
か

く
な
り
ゆ
く

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
は

ゆ
き
ま
わ
け
む
ら
む
ら
み
え
し
わ
か
く
さ
の
な
べ
て
み
ど
り
に
な

り
に
け
る
か
な

　
　
　
番
え
ら
れ
た
二
首
の
同
じ
句
に
、
「
む
ら
む
ら
み
え
し
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詠
ん
で
い
る
情

　
　
　
　
　
　
二
首
の
印
象
が
非
常
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い

「
款
冬
」
題
で
は
「
款
冬
の
匂
い
」
、
「
す
み
れ
」
題
で
は
「
野
の
董
を
摘

む
」
な
ど
が
一
致
し
て
お
り
、
ほ
ど
ん
ど
の
番
で
多
少
の
類
似
性
が
指
摘

で
き
る
。
こ
う
し
た
歌
の
詠
ま
れ
方
に
よ
っ
て
一
首
一
首
の
個
性
が
乏
し

く
な
り
、
ひ
い
て
は
謀
子
内
親
王
家
歌
合
全
体
が
没
個
性
的
で
印
象
の
薄

い
歌
合
群
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
歌
の
優
劣
を
競
う
歌
合
に
お
い
て
、
歌
に
特
徴
が
現
れ
に
く
い
こ
の
よ

う
な
詠
み
方
は
、
本
来
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

ば
「
永
承
五
年
六
月
五
日
庚
申
祐
子
内
親
王
歌
合
」
（
…
…
）
は
、
主
催
者
、

開
催
年
次
、
開
催
動
機
が
謀
子
内
親
王
家
歌
合
開
催
の
条
件
と
近
し
い
も

の
な
が
ら
、
そ
の
詠
み
方
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
－
類
似
と
呼
ぶ
べ
き
表

現
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
謀
子
内
親
王
家
の
女
房
で
、
楳
子
内
親
王

主
催
の
歌
合
に
頻
繁
に
参
加
し
て
い
る
出
羽
弁
の
歌
と
そ
の
前
後
の
歌
に

注
目
し
て
み
て
も
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
表
現
や
モ
チ
ー
フ
の
一
致
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
三
番
　
左
勝
　
桜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
大
輔

　
5

67

き
み
が
よ
の
は
る
か
に
み
ゆ
る
や
ま
ざ
く
ら
と
し
に
そ
へ
て
ぞ
に

ほ
ひ
ま
し
け
る

　
　
　
右
・
讃
岐
守
家
経
朝
臣

さ
て
も
な
ほ
あ
か
ず
や
あ
る
と
や
ま
ざ
く
ら
は
な
を
と
き
は
に
み

る
よ
し
も
が
な

　
　
四
番
　
左
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽
弁

さ
く
ら
さ
く
は
る
の
か
す
み
の
た
ち
し
よ
り
は
な
に
こ
こ
ろ
を
や

ら
ぬ
ひ
そ
な
き

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
膳
大
夫
範
永
朝
臣
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さ
け
ば
な
ほ
き
て
み
る
べ
き
は
か
す
み
た
つ
み
か
さ
の
や
ま
の
さ

く
ら
な
り
け
り

　
　
九
番
　
左
持
　
郭
公
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
大
輔

き
き
つ
と
も
き
か
ず
と
も
な
く
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
ろ
ま
ど
は
す
さ

よ
の
ひ
と
こ
ゑ

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讃
岐
守
家
経
朝
臣

ほ
と
と
ぎ
す
か
た
ら
ふ
こ
ゑ
を
き
く
を
り
ぞ
ま
た
ご
と
ご
と
は
お

ぼ
え
ざ
り
け
る

　
　
＋
番
左
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽
弁

さ
み
だ
れ
に
ぬ
れ
て
き
な
く
は
ほ
と
と
ぎ
す
は
つ
こ
ゑ
よ
り
も
あ

は
れ
と
そ
き
く

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
膳
大
夫
範
永
朝
臣

は
つ
こ
ゑ
を
き
き
そ
め
し
よ
り
ほ
と
と
ぎ
す
な
ら
し
の
を
か
に
い

く
よ
き
ぬ
ら
ん

　
　
十
五
番
　
左
　
鹿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
大
輔

ゆ
ふ
ぎ
り
に
つ
ま
ま
ど
は
せ
る
し
か
の
ね
や
よ
る
ぬ
る
は
ぎ
も
お

ど
ろ
か
す
ら
ん

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讃
岐
守
家
経
朝
臣

し
か
の
ね
そ
ね
ざ
め
の
と
こ
に
か
よ
ふ
な
る
を
の
の
く
さ
ぶ
し
つ

ゆ
や
お
く
ら
む

　
　
十
六
番
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽
弁

き
く
ひ
と
の
な
ぞ
や
す
か
ら
ぬ
し
か
の
ね
は
わ
が
ま
つ
を
こ
そ
こ

　
　
　
ひ
て
な
く
ら
め

　
　
　
　
　
　
右
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
膳
大
夫
範
永
朝
臣

　
3
2
　
あ
ら
し
ふ
く
や
ま
の
を
の
へ
に
す
む
し
か
は
も
み
ち
の
に
し
き
き

　
　
　
て
や
ふ
す
ら
ん

　
こ
の
歌
合
が
い
わ
ゆ
る
晴
儀
の
歌
合
で
あ
り
、
出
羽
が
他
家
か
ら
の
招

待
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
の
現
象
と
も
思
わ
れ
る
が
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

に
「
治
暦
二
年
五
月
五
日
皇
后
宮
寛
子
歌
合
」
（
…
…
）
な
ど
の
、
開
催
時

期
や
開
催
状
況
、
参
加
歌
人
な
ど
が
謀
子
内
親
王
家
歌
合
と
似
た
よ
う
な

条
件
で
行
わ
れ
た
当
時
の
歌
合
を
見
て
も
、
や
は
り
謀
子
内
親
王
家
歌
合

ほ
ど
の
類
似
表
現
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
前
出
の
樹
の
歌
合
の
「
若
草
」
題
に
共
通
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
「
む
ら

む
ら
み
え
し
わ
か
く
さ
」
と
い
う
語
句
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
作
例
は
な

く
、
1
2
の
出
羽
の
歌
が
『
玉
葉
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
後
も
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
藤
」
題
の

「
岸
辺
藤
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
、
「
藤
」
と
い
う
素
題
の
下
で
は
、
同

時
多
発
的
に
発
想
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
捌
の

歌
合
に
お
い
て
平
均
的
に
類
似
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
類
似
が
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
、
同
じ

題
の
下
で
は
似
た
よ
う
な
歌
を
詠
む
こ
と
を
避
け
ず
、
い
わ
ば
積
極
的
に

類
似
し
た
表
現
を
共
有
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
を
見
せ
て
い
る
と
さ
え

解
釈
で
き
よ
う
。

　
楳
子
内
親
王
家
歌
合
に
は
、
捌
の
歌
合
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
単

な
る
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
類
似
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。
「
〔
康
平
七
年

閏
五
月
〕
六
条
斎
院
煤
子
内
親
王
歌
合
」
（
5
6
1
）
は
、
「
さ
み
だ
れ
あ
ま
り

一38一



あ
り
」
と
い
う
題
で
六
番
十
二
首
が
詠
ま
れ
た
歌
合
で
あ
る
が
、
後
半
部

分
に
二
番
四
首
に
わ
た
っ
て
類
似
表
現
を
有
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
つ
け

　
7
　
つ
き
も
せ
ず
な
が
め
や
す
べ
き
さ
み
だ
れ
の
つ
ね
よ
り
こ
と
に
ひ

　
　
　
か
ず
つ
も
れ
ば

　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
8
　
ひ
か
ず
さ
へ
あ
ま
る
さ
月
の
な
が
め
に
は
ご
ろ
も
ほ
す
べ
き
す
く

　
　
　
も
ま
だ
に
な
し

　
　
　
　
　
　
左
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
つ
か
さ

　
9
　
さ
つ
き
さ
へ
つ
づ
け
る
と
し
の
さ
み
だ
れ
に
た
こ
の
こ
ろ
も
は
ほ

　
　
　
す
ひ
ま
も
な
し

　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
ぶ

　
1
0
　
ひ
ま
も
な
く
な
が
き
さ
つ
き
の
さ
み
だ
れ
に
た
こ
の
も
す
そ
を
ほ

　
　
　
す
よ
し
も
な
し

　
傍
線
等
を
施
し
た
よ
う
に
、
こ
の
四
首
は
大
変
似
通
っ
た
表
現
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
数
首
に
渡
っ
て
繰
り
返
さ
れ

る
「
五
月
雨
」
に
「
衣
を
干
し
て
も
乾
か
な
い
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、

「
長
元
入
年
関
白
左
大
臣
家
歌
合
」
（
い
わ
ゆ
る
賀
陽
院
水
閣
歌
合
）
に

際
し
て
の
能
因
の
「
五
月
雨
」
題
の
詠
に
、

　
　
五
月
雨
に
な
り
に
け
ら
し
な
ふ
み
し
だ
く
た
こ
の
も
す
そ
を
ほ
す
ほ

　
　
ど
も
な
し

と
い
う
歌
が
あ
り
、
謀
子
内
親
王
家
の
女
房
た
ち
も
、
こ
の
歌
に
着
想
を

得
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
他
に
は
、
式
部
が
1
0
の
自
詠
歌
と
下
句

が
同
じ
、

　
　
か
き
く
ら
し
は
れ
ま
も
見
え
ぬ
さ
み
だ
れ
は
た
ご
の
も
す
そ
を
ほ
す

　
　
ほ
ど
も
な
し

と
い
う
歌
を
、
擢
の
歌
合
の
「
五
月
雨
」
題
で
詠
ん
で
い
る
程
度
で
、
多

用
さ
れ
て
い
る
表
現
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
類
似

表
現
が
偶
然
と
は
や
は
り
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
四
首
の
歌
は
、
7
の
歌
で
下
野
が
常
よ
り

長
い
五
月
雨
の
う
っ
と
う
し
さ
を
詠
み
、
続
く
宣
旨
が
二
句
と
下
句
を
承

け
て
8
の
よ
う
に
詠
み
、
さ
ら
に
中
務
は
長
い
五
月
雨
の
他
に
「
衣
を
干

し
て
も
乾
か
な
い
」
と
い
う
表
現
を
取
り
入
れ
、
9
の
よ
う
な
本
末
と
も

に
宣
旨
詠
と
似
通
っ
た
歌
を
詠
む
。
そ
し
て
次
の
式
部
も
こ
れ
に
応
じ
る

か
の
よ
う
に
、
田
子
の
濡
れ
た
衣
の
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
干
す

暇
も
な
け
れ
ば
干
す
よ
し
も
な
い
と
歌
を
展
開
さ
せ
て
い
る
、
と
さ
え
読

め
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
例
を
「
承
暦
二
年
十
月
十
九
日
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合
」

（
5
0
2
）

123

か
ら
も
う
一
例
紹
介
し
よ
う
。

　
　
一
番
　
網
代
　
左

宮
殿

嚢
の
よ
る
網
代
に
か
か
る
「
旧
圏
巴
は
水
に
ふ
り
つ
む
雪
か
と

ぞ
見
る

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
蔵

ひ
ま
も
な
く
網
代
に
ひ
を
の
よ
る
時
は
し
き
り
に
浪
の
た
つ
か
と

そ
み
る

　
　
二
番
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
作

網
代
木
に
嚢
の
よ
る
を
ば
圓
の
あ
ら
へ
ど
き
え
ぬ
雪
と
こ

そ
み
れ
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45678910

　
　
　
右
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
旨

舟
と
め
よ
こ
こ
は
わ
た
し
の
渡
守
あ
じ
う
に
な
み
の
よ
る
べ
見
ゆ

べ
く

　
　
三
番
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
羽

網
代
木
に
嚢
の
よ
る
よ
る
よ
く
み
れ
ば
た
つ
固
國
に
こ
と
な

ら
ぬ
か
な

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
後

河
霧
の
た
ち
ぬ
る
と
き
は
網
代
木
に
ひ
を
の
よ
る
べ
も
み
え
ず
ぞ

有
り
け
る

　
　
四
番
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務

う
ち
川
に
立
つ
圃
圏
と
み
え
つ
れ
ば
網
代
に
嚢
の
よ
る
に
ぞ

有
り
け
る

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
門

河
浪
の
立
ち
よ
る
き
し
に
な
が
め
し
て
網
代
に
ひ
を
も
く
ら
し
つ

る
か
な

　
　
五
番
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

網
代
木
の
し
る
し
な
ら
ず
は
川
浪
の
よ
る
に
も
ひ
を
は
わ
か
れ
ざ

、
ら
ま
し

　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
部

浪
た
た
ぬ
時
し
な
け
れ
ば
網
代
木
に
ひ
を
の
よ
る
こ
そ
わ
か
れ
ざ

り
け
れ

　
ほ
と
ん
ど
の
歌
に
お
い
て
「
ひ
を
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
点
に
つ
い
て

は
、
「
網
代
」
題
の
本
意
に
よ
る
一
致
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、
1
と

3
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
網
代
の
氷
魚
を
白
波
に
見
立
て
、
’
さ
ら
に
そ
れ
を

雪
と
見
紛
う
」
と
い
う
発
想
は
先
行
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

「
白
波
」
が
左
方
に
の
み
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
も
、
単
な
る
偶
然
で
は

な
く
、
一
番
か
ら
四
番
ま
で
の
左
方
歌
人
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
と

み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
言
う
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
詠
み
方
は
、
謀
子
内
親
王
の
詠
歌
に
ひ
か
れ
、

そ
れ
に
唱
和
す
る
よ
う
な
形
で
詠
ん
で
い
っ
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
実
は
、
こ
う
し
た
歌
合
は
十
世
紀
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
次
の
、
「
夕
暮
」
題
で
四
番
八
首
が
詠
ま
れ
た
「
天
暦
十
一

年
二
月
蔵
人
所
衆
歌
合
」
（
4
9
）
の
四
首
は
そ
の
】
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
左
勝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
た
だ

345

ゆ
ふ
ぐ
れ
は
を
り
こ
そ
ま
さ
れ
む
め
の
は
な
か
を
し
し
の
ぶ
る
ひ

と
し
な
け
れ
ば

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
よ
し

む
め
の
は
な
に
ほ
ふ
も
ち
る
も
か
く
れ
ぬ
は
あ
ま
た
こ
の
め
の
も

ゆ
る
ゆ
ふ
ぐ
れ

　
　
左
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ご

は
る
が
す
み
た
つ
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
む
め
の
は
な
か
を
と
め
て
こ
そ
を

る
べ
か
り
け
れ

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
ま
つ

　
6
　
む
め
の
は
な
か
を
た
つ
ね
て
し
を
り
つ
れ
ば
か
ひ
な
か
り
け
り
は

　
　
　
る
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

　
一
瀬
恵
理
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
A
ロ
の
大
き
な
特
徴
は
、
歌
が
単
に
詠

み
番
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
3
の
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
を
り
こ
そ
ま
さ

一40一



れ
む
め
の
は
な
」
と
い
う
語
句
に
5
が
、
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
む
め
の
は
な
か

を
と
め
て
こ
そ
を
る
べ
か
り
け
れ
」
と
応
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
し
て
6

が
、
「
か
を
た
つ
ね
て
を
り
．
つ
れ
ば
か
ひ
な
か
り
け
り
」
と
応
じ
て
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

る
で
掛
け
合
い
の
よ
う
に
次
々
と
歌
が
詠
ま
れ
て
ゆ
く
点
に
あ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
一
瀬
氏
は
「
応
和
二
年
五
月
四
日
庚
申
内
裏
歌
合
」
（
6
0
）
も

そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
は
、
「
明
日
は
五
日
時
鳥
を

待
つ
」
と
い
う
題
で
の
歌
合
で
あ
る
が
、
語
句
の
配
置
や
歌
の
構
成
な
ど

に
少
な
か
ら
ぬ
類
似
が
見
出
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
兵
衛
督
博
政
朝
臣

　
1
　
よ
も
す
が
ら
ま
つ
か
ひ
あ
り
て
ほ
と
と
ぎ
す
あ
や
め
の
く
さ
に
い

　
　
　
ま
も
な
か
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
人
右
近
権
少
将
助
信
持

　
9
　
よ
も
す
が
ら
ま
て
ど
き
こ
え
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
け
ふ
ぞ
あ
や
め
の
ね

　
　
　
も
つ
く
し
て
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵
人
主
殿
権
助
紀
文
利

　
1
5
　
よ
も
す
が
ら
ま
ち
あ
か
し
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
い
つ
か
は
こ
ゑ
を
き

　
　
　
く
べ
か
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
の
く
ら
ひ
と

　
1
8
　
よ
も
す
が
ら
ま
ち
あ
か
し
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
い
つ
か
あ
や
め
の
ね

　
　
　
を
ば
き
く
べ
き

　
｝
瀬
氏
は
右
の
四
首
の
類
似
表
現
に
つ
い
て
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』

で
の
「
当
座
即
詠
の
し
か
も
、
極
め
て
具
体
的
な
意
味
内
容
を
限
定
し
た

一
つ
の
歌
題
に
束
縛
さ
れ
て
居
り
、
且
？
そ
の
作
者
が
練
達
の
専
門
歌

　
　
　
注
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

人
で
は
な
い
」
た
め
の
「
や
む
を
得
な
い
結
果
」
と
い
う
評
価
か
ら
さ
ら

に
踏
み
込
み
、
本
歌
合
が
「
意
図
的
に
類
似
し
た
表
現
を
用
い
て
詠
も
う

　
　
注
7

と
し
た
場
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
識
的
に
似

た
表
現
を
用
い
て
、
あ
る
い
は
同
一
の
趣
向
で
詠
も
う
、
と
い
う
了
解
の

取
り
交
わ
さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
、
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
本
歌
合
で
は
右
の
四
首
の
他
に
も
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
あ
す
」

（
3
～
5
）
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
あ
け
」
（
7
・
8
）
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
い
つ
か
」

（
1
5
～
1
8
）
、
と
い
っ
た
上
句
か
ら
下
句
に
か
け
て
の
句
跨
り
表
現
の
一

致
が
数
首
に
渡
っ
て
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
積
極
的
に
類
似
表
現
を
詠

み
込
ん
で
い
る
感
は
否
め
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
4
9
・
6
0
の
歌
合
で
の
表
現
は
、
た
ま
た
ま
似
て
し
ま
っ

た
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
不
自
然
で
あ
り
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
一
瀬
氏
の
考
え
方
は
首
肯
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
判
詞
が
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

の
類
似
表
現
を
忌
避
し
て
い
な
い
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
当
時

の
意
識
と
し
て
、
当
座
即
詠
の
歌
合
に
お
け
る
類
似
表
現
の
多
用
は
、

「
や
む
を
得
な
い
結
果
」
と
い
う
よ
う
な
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
当
た
り
前
の
詠
み
方
と
し
て
、
ご
く
自
然
に
参
会
者
の
間
で
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
十
世
紀
に
こ
の
よ
う
な
歌
合
ば
か
り
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
次
に
挙
げ
る
「
宣
耀
殿
女
御
雀
麦
A
三
（
4
7
）
は
、
物

合
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
勝
負
の
重
点
が
歌
の
優
劣
に
あ
る
と
さ
れ
る
歌
A
口

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
類
似
表
現
を
多
用
し
な
い
、
歌
の
優
劣
を
重
視

し
て
い
る
歌
合
が
や
は
り
一
般
的
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務

　
1
　
な
で
し
こ
の
は
な
の
か
げ
み
る
か
は
な
み
は
い
つ
れ
の
か
た
に
ご
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23456
　
4
9
や
6
0
の
歌
合
で
み
た
よ
う
な
、

前
の
歌
に
唱
和
す
る
よ
う
な
詠
み
方
は
、

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
藤
の
花
を
折
り
て
松
の
千
年
を
知
る
と
い
ふ
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
の
か
み
の
ぬ
し
（
紀
伊
守
）

　
織
　
ふ
ち
の
花
か
ざ
せ
る
は
る
を
か
ぞ
へ
て
ぞ
ま
つ
の
よ
は
ひ
も
し
る

　
　
　
べ
か
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
じ
の
君
（
涼
）

こ
ろ
よ
す
ら
ん

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
盛

も
も
し
き
に
し
め
ゆ
ひ
そ
む
る
な
で
し
こ
の
は
な
と
し
み
れ
ば
こ

さ
ぞ
ま
さ
れ
る

　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務

あ
し
ひ
き
の
や
ま
と
な
で
し
こ
い
ろ
ふ
か
き
け
ふ
や
こ
ふ
て
ふ
ひ

と
を
ま
た
ま
し

　
　
右
ぢ

み
な
そ
こ
に
か
げ
さ
へ
み
ゆ
る
な
で
し
こ
の
な
み
の
は
な
を
や
い

う
に
そ
む
ら
む

　
　
左

た
つ
の
す
む
は
ま
べ
に
に
ほ
ふ
と
こ
な
つ
は
い
と
ど
の
ど
け
き
い

ろ
ぞ
み
え
け
る

　
　
右
か
つ

や
ま
が
つ
の
か
き
ほ
な
が
ら
に
う
つ
し
う
ゑ
て
い
つ
と
な
く
み
む

と
こ
な
つ
の
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
ど
う
し
が
多
く
の
表
現
を
共
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
来
、
歌
会
に
お
い
て
多
く
み

　
鎚
　
春
雨
の
に
ほ
へ
る
ふ
ち
に
か
か
れ
る
を
よ
は
ひ
あ
る
松
の
た
ま
か

　
　
　
と
そ
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
従
（
仲
忠
）

　
珊
　
ふ
ち
の
は
な
そ
め
く
る
あ
め
も
ふ
り
ぬ
れ
ば
た
ま
の
を
む
す
ぶ
春

　
　
　
に
ぞ
見
え
け
る

　
こ
れ
は
、
作
り
物
語
中
の
例
で
は
あ
る
が
『
宇
津
保
物
語
』
吹
上
巻
の

藤
花
宴
の
歌
会
で
詠
ま
れ
た
十
一
首
の
う
ち
の
冒
頭
三
首
で
あ
る
。
特
に
、

珊
と
鵬
の
「
雨
を
た
ま
と
見
る
」
と
い
う
発
想
は
、
「
藤
の
花
を
折
り
て

松
の
千
年
を
知
る
」
と
い
う
題
の
本
意
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
と
は
言

い
が
た
く
、
謝
が
鵬
の
歌
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

・
つ
。　

そ
し
て
、
冒
頭
の
三
首
に
見
ら
れ
る
前
出
の
語
や
発
想
を
詠
み
継
ぐ
手

法
は
十
一
首
全
体
に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
類
似
表
現
を
多
用
し
た
歌

が
十
世
紀
の
歌
会
で
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
逆
に
言

え
ば
、
『
宇
津
保
物
語
』
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
歌
会
の
歌
と
は

こ
う
詠
む
べ
き
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
歌
会
で
は
、
他
の
歌
人
が
詠
ん
だ
歌
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ

て
、
歌
と
歌
が
つ
な
が
る
だ
け
で
は
な
く
、
参
会
者
が
一
．
体
と
な
る
よ
う

な
雰
囲
気
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
前
出
の
4
9
や
6
0
の
歌
合
に

お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、

参
会
者
1
1
参
加
歌
人
の
よ
う
な
小
規
模
で
私
的
な
催
し
で
あ
れ
ば
、
そ
の

傾
向
は
一
層
強
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
も
は
や
歌
合
と
歌

会
の
違
い
は
そ
の
形
式
だ
け
と
な
り
、
　
一
瀬
氏
の
い
う
よ
う
に
、
歌
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

歌
会
の
「
境
界
線
は
限
り
な
く
霞
ん
で
く
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
歌
合
と
歌
会
の
関
係
は
謀
子
内
親
王
家
歌
合
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
后
宮
権
大
夫

　
1
1
　
祝
言
を
き
く
の
色
そ
ふ
わ
が
き
み
の
ち
と
せ
の
ほ
ど
を
お
も
ひ

　
　
　
こ
そ
や
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
兵
衛
督
朝
任

　
1
2
　
つ
き
も
せ
ず
に
ほ
へ
る
岸
の
き
く
の
花
き
み
が
千
代
こ
そ
お
も
ひ

　
　
　
や
ら
る
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
条
右
大
弁
定
頼

　
1
3
　
か
ぎ
り
な
く
に
ほ
へ
る
き
し
の
し
ら
菊
に
ち
と
せ
の
つ
る
の
を
る

　
　
　
か
と
そ
見
る

　
こ
れ
は
、
「
万
寿
元
年
賀
陽
院
行
幸
和
歌
」
で
詠
ま
れ
た
十
七
首
の
一

部
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
会
で
の
詠
み
方
が
謀
子
内
親
王
家
歌
合
と
非
常
に

似
通
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
岸
の
菊
久
し
く
匂
ふ
」
と
い

う
複
雑
な
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
に
ほ
へ
る
」
「
き
し
の
（
し
ら
）
き

く
」
と
い
っ
た
語
句
の
類
似
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
配
す

る
句
の
位
置
や
一
首
の
構
成
ま
で
が
似
通
っ
て
い
る
点
は
、
価
の
歌
合
で

の
詠
み
方
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
本
歌
会
で
は
、
「
波
」
（
3
・

4
・
6
・
9
）
、
「
澄
む
」
（
7
・
8
・
1
0
）
、
「
千
代
（
ま
た
は
千
年
）
」

（
7
・
9
・
1
0
・
1
1
・
1
2
・
1
3
）
な
ど
の
語
が
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を

見
せ
て
出
現
す
る
傾
向
に
あ
り
、
歌
人
が
前
出
の
歌
を
意
識
し
て
詠
ん
で

い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
際
の
意
識
は
、
時
代
が
下
っ
て
も
歌
会
で
詠
む

べ
き
歌
の
規
範
が
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
歌
会
的

な
詠
み
方
を
す
る
歌
合
が
十
一
世
紀
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
差
異
を
求
め
優
劣
を
競
う
歌
合
本
来
の
性
格
を
有
す
る
歌
合

も
催
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
歌
合
本
来
の
規
範
か
ら
は
ず

れ
た
歌
会
的
な
性
格
を
持
つ
歌
合
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
が
、
謀
子
内

親
王
家
歌
合
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

一一

枕
ﾀ
の
状
況
へ
の
志
向

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歌
合
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
歌
会
の

性
質
も
持
ち
合
わ
せ
る
謀
子
内
親
王
家
歌
合
は
、
類
似
表
現
の
多
用
の
他

に
も
歌
会
に
近
い
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
設
題
の
方
法
と
そ
の
詠
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
3

み
方
で
あ
る
。
開
催
数
が
急
増
し
和
歌
題
詠
の
変
革
を
促
し
た
と
も
い
え
　
一

る
こ
の
時
代
の
歌
合
に
お
い
て
、
個
々
の
歌
の
優
劣
を
無
視
す
る
よ
う
な

謀
子
内
親
王
家
歌
合
で
は
、
題
と
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
歌
会
の
目
的
が
歌
合
に
お
い
て
達
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
謀
子
内
親

王
家
歌
合
に
お
い
て
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
作
品
の
模
倣
は
、
同
席
す
る

者
の
間
に
存
在
す
る
あ
る
好
情
を
共
有
す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
一
の
座
で
は
同
一
の
心
を
持
っ
て
い
た
い
と
い
う

意
志
が
、
結
果
と
し
て
歌
合
と
い
う
本
来
作
品
の
独
自
性
を
競
う
べ
き
場

を
、
共
同
作
業
、
共
作
の
場
た
ら
し
め
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
歌
合
で
の
題
の
役
割
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
．

の
共
同
作
業
、
共
作
へ
と
導
く
た
め
の
指
針
の
｝
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と



で
あ
る
。
会
の
趣
旨
を
明
確
に
し
て
、
詠
作
と
い
う
作
業
へ
の
一
助
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
に
歌
の
優
劣
を
決
め
る
こ
と

が
目
的
で
は
な
い
謀
子
内
親
王
家
歌
合
で
は
、
よ
り
高
度
な
そ
の
場
の
一

体
感
を
得
る
た
め
の
要
素
で
も
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
謀
子
内
親
王
家
歌
合
に
お
け
る
題
と
は
、
歌
合
に
流
れ

て
い
る
好
情
や
共
通
の
雰
囲
気
を
表
す
、
そ
の
場
の
状
況
や
雰
囲
気
に
即

し
た
、
い
わ
ば
詠
物
的
な
詠
み
方
を
求
め
る
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
例
え
ば
、
「
治
暦
二
年
九
月
九
日
庚
申
楳
子
内
親
王
歌
合
」
（
鵬
）
は
、

「
九
月
九
日
に
お
ま
へ
に
女
方
た
ち
菊
ひ
と
も
と
つ
つ
う
ゑ
さ
せ
て
ご
ら

ん
ぜ
さ
す
と
て
」
と
い
テ
状
況
下
に
「
菊
」
題
に
て
催
さ
れ
た
五
番
十
首

の
歌
合
で
あ
る
。
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
な
ど
で
は
菊
合
に
伴
う
歌
合
と

さ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
合
わ
せ
て
い
る
菊
の
す
ば

ら
し
さ
だ
け
を
詠
ん
だ
歌
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
番
左
の
美
作
の
歌
は
、

　
1
　
君
が
よ
を
な
が
月
の
け
ふ
う
つ
し
う
う
る
菊
に
は
な
ら
ぶ
花
な
か

　
　
　
り
け
り

と
、
移
し
植
え
た
自
分
の
菊
を
讃
美
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で

は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
「
君
が
よ
を
な
が
月
」
と
、
主
催
者
で
あ
る

謀
子
内
親
王
へ
の
讃
辞
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
番
え
ら
れ
て
い
る
中
務
の
歌
も
、

　
2
　
君
が
為
う
つ
し
う
う
れ
ば
菊
の
は
な
ち
と
せ
匂
は
ん
か
こ
そ
し
る

　
　
　
け
れ

と
、
移
し
植
え
た
菊
の
香
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
謀
子
内
親
王
讃
辞
を
添
え

て
詠
ん
だ
一
首
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
歌
合
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
重
陽
節
の
歌
合
に
お
け

る
「
菊
」
題
に
よ
る
歌
合
に
も
関
わ
ら
ず
、
菊
の
め
で
た
さ
だ
け
で
は
な

く
、
謀
子
内
親
王
の
御
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
菊
を
一
本
ず
つ
植
え
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
が
、
歌
合
全
体
を
通
奏
低
音
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
、

と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
歌
合
で
詠
ま
れ
た
歌
に
は
、
「
け
ふ
う
つ
し
う
う
る
」

（一

ﾔ
左
）
、
「
君
が
為
う
つ
し
う
う
れ
ば
」
（
一
番
右
）
、
「
う
つ
し
う
う

る
や
ど
」
（
二
番
右
）
、
「
君
が
す
む
宿
」
（
三
番
左
）
な
ど
、
「
九
月
九
日

お
ま
へ
に
菊
ひ
と
も
と
つ
つ
う
ゑ
さ
せ
て
ご
ら
ん
ぜ
さ
す
」
と
い
う
状
況

下
で
し
か
詠
み
得
な
い
表
現
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
兼
題
が
多
く
、
題
か
ら
想
起
さ
れ
る
こ
と
の
み
詠
む
こ
と
が
多
か
っ
た

歌
合
の
場
合
、
そ
の
歌
は
観
念
的
な
も
の
に
な
り
、
実
景
の
描
写
が
入
り

込
む
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
例
え
ば
、
前
節
で
み
た
「
永
承
五
年
六
月

五
日
庚
申
祐
子
内
親
王
歌
合
」
（
1
4
1
）
の
5
、
6
、
噛
8
（
「
桜
」
題
γ
で
詠

ま
れ
て
い
る
「
や
ま
ざ
く
ら
」
は
、
開
催
日
か
ら
考
え
て
も
参
会
者
の
眼

前
に
あ
る
景
物
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
次
の
「
郭
公
」
題
や
「
鹿
」
題
で

も
同
様
で
あ
り
、
四
季
に
渡
る
組
題
が
急
増
す
る
十
一
世
紀
の
歌
合
に
お

い
て
は
ご
く
一
般
的
な
詠
ま
れ
方
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
搦
の
歌
合
は
全
く
逆
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
出
題
さ
れ

た
「
菊
」
と
い
う
題
は
、
形
式
的
に
は
重
陽
節
に
ち
な
ん
で
菊
を
詠
み
、

そ
こ
に
楳
子
内
親
王
へ
の
祝
意
を
込
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
題
詠
題
で
あ

り
な
が
ら
、
本
質
的
に
は
、
眼
前
の
景
物
を
詠
む
詠
物
題
の
性
格
を
偲
ぴ

て
い
る
題
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
詠
物
的
な
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
例
を
も
う
一
例
挙
げ
よ
う
。
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神
楽
　
一
番
左

小
弁

123

ふ
き
た
つ
る
に
は
び
の
ま
へ
の
ふ
え
の
ね
を
心
す
み
て
や
か
み
も

き
く
ら
む

　
　
右
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
旨

ゆ
ふ
し
で
て
い
は
ふ
い
つ
き
の
み
や
び
と
は
よ
よ
に
か
れ
せ
ぬ
さ

か
き
を
ぞ
と
る

　
　
左
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き

と
し
ふ
れ
ば
し
げ
る
さ
か
き
の
も
と
す
ゑ
に
む
れ
ゐ
て
あ
そ
ぶ
し

め
の
う
ち
人

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と

　
4
　
君
が
た
め
あ
そ
ぶ
か
ぐ
ら
の
ふ
え
た
け
は
い
く
ち
よ
ま
で
か
な
ら

　
　
　
む
と
す
ら
む

　
こ
れ
は
、
「
永
承
四
年
十
二
月
二
日
庚
申
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合
」

（
7
3
1
）
の
「
神
楽
」
題
で
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
歌
合
は
、
庚
申
の
夜
に
本

院
で
の
御
神
楽
に
次
い
で
「
神
楽
」
「
雪
」
「
氷
」
「
歳
暮
」
「
待
春
」
の
五

題
十
番
二
十
首
の
歌
合
で
あ
っ
た
。
「
神
楽
」
と
い
う
題
自
体
、
比
較
的

珍
し
い
題
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
題
が
御
神
楽
の

後
に
行
わ
れ
た
歌
合
で
出
題
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
神
楽
」
と
は
、
単
に
冬
季
の
題
材
と
し
て
任
意

に
選
ば
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
3
の
歌
の
「
と
し
ふ
れ
ば
し
げ
る
さ
か
き
の
も
と
す
ゑ
に
む

れ
ゐ
て
あ
そ
ぶ
し
め
の
う
ち
人
」
と
は
、
謀
子
内
親
王
を
は
じ
め
と
す
る

自
分
た
ち
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
1
の
「
ふ
き
た
つ
る
に

は
び
の
ま
へ
の
ふ
え
の
ね
」
や
、
4
の
「
君
が
た
め
あ
そ
ぷ
か
ぐ
ら
の
ふ

え
た
け
」
な
ど
は
、
参
加
歌
人
や
列
席
者
に
と
っ
て
は
、
先
ほ
ど
耳
に
し

た
ば
か
り
の
笛
の
音
を
彷
彿
さ
せ
る
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に

2
も
、
「
ゆ
ふ
し
で
て
い
は
ふ
い
つ
き
の
み
や
び
と
」
が
先
の
御
神
楽
に

お
い
て
「
さ
か
き
を
ぞ
と
る
」
光
景
を
、
歌
合
の
列
席
者
が
先
程
ま
で
見

て
い
た
か
ら
こ
そ
意
味
の
あ
る
歌
だ
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
も
題
は
、
搦
の
「
菊
」
題
と
同
様
に
、
そ
の
時
の
状
況
で
な
け

れ
ば
詠
み
え
な
い
歌
を
要
求
す
る
よ
う
な
題
と
な
っ
て
お
り
、
詠
ま
れ
る

歌
も
必
然
的
に
眼
前
の
状
況
を
越
え
な
い
範
囲
の
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
題
と
歌
と
の
関
係
は
、
本
来
、
歌
会
に
多
く
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
大
殿
（
師
実
）

　
躍533534535

　
こ
れ
は
、

月
十
三
夜
内
裏
御
遊
の
際
の
歌
会
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

あ
る
が
、

容
が
　
致
し
て
お
り
、

冬
な
ら
で
さ
や
け
き
月
の
滝
つ
瀬
は
音
は
せ
ね
ど
も
氷
し
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
位
中
納
言
俊
家

澄
む
水
に
さ
や
け
き
影
の
写
れ
ば
や
今
宵
の
月
の
名
に
流
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
納
言
能
長

千
代
ま
で
に
す
む
べ
き
水
の
流
れ
に
は
月
も
の
ど
け
く
宿
る
な
り

け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
位
中
将
祐
家

岩
間
よ
り
流
る
る
水
に
月
影
の
う
つ
れ
る
さ
へ
そ
さ
や
け
か
り
け

る　
　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
六
「
根
合
」
に
収
録
さ
れ
た
、
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
は
不
明
で

　
「
九
月
十
三
夜
の
明
る
く
美
し
い
月
が
水
に
映
る
」
と
い
う
内

　
　
　
　
　
典
型
的
な
歌
会
で
の
詠
み
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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そ
し
て
、
謀
子
内
親
王
家
歌
合
に
も
、
こ
れ
と
大
変
似
た
詠
み
方
を
し

て
い
る
歌
合
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
九
月
十
三
夜

　
　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
殿

　
1
　
こ
よ
ひ
し
も
な
ど
か
ひ
か
り
の
ま
さ
る
ら
ん
い
で
そ
ふ
月
は
あ
ら

　
　
　
じ
と
お
も
ふ
に

　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
旨

　
2
　
あ
ら
た
ま
る
月
の
色
さ
へ
く
も
ら
ね
ば
な
ほ
み
に
し
む
は
あ
き
の

　
　
　
そ
ら
か
な

　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
作

　
3
　
秋
の
月
ひ
る
に
ま
さ
れ
ば
あ
か
つ
き
の
か
ね
つ
く
人
も
い
か
が
わ

　
　
　
く
べ
き

　
　
　
　
　
右
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き

　
4
　
さ
や
か
な
る
秋
の
月
に
は
く
れ
ぬ
と
も
あ
け
ゆ
く
そ
ら
も
し
れ
ざ

　
　
　
り
ナ
り

　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
つ
か
さ

　
5
　
秋
ご
と
に
こ
よ
ひ
の
月
は
み
し
か
ど
も
か
ば
か
り
て
ら
す
か
げ
は

　
　
　
な
か
り
き

　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
も

　
6
　
秋
の
月
い
つ
も
さ
や
か
に
て
ら
せ
ど
も
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
ひ
か
り

　
　
　
な
き
か
な

　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
は

　
7
　
な
が
づ
き
の
な
が
き
よ
て
ら
す
月
を
み
て
ま
だ
く
れ
ぬ
ひ
と
お
も

　
　
　
ひ
け
る
か
な

　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
こ

　
8
　
あ
か
ね
さ
す
ひ
か
り
と
そ
み
る
な
に
た
か
き
月
は
ま
こ
と
に
ご
よ

　
　
　
ひ
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま

　
9
　
か
づ
ら
き
の
か
み
や
わ
ぶ
ら
ん
あ
か
ね
さ
す
ひ
か
り
と
み
ゆ
る
秋

　
　
　
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
ぷ

　
1
0
　
い
つ
と
て
も
な
が
む
る
そ
ら
は
か
は
ら
ね
ど
ひ
か
り
こ
と
な
る
あ

　
　
　
き
の
よ
の
月

　
こ
の
「
〔
天
喜
五
年
〕
九
月
十
三
日
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合
」

（
9
6
1
）
は
、
「
九
月
十
三
夜
」
題
を
十
人
の
参
加
歌
人
が
一
首
ず
つ
詠
ん

だ
一
題
五
番
の
歌
合
で
あ
る
。
詠
ま
れ
た
歌
の
内
容
を
み
て
い
く
と
、
歌

番
号
1
・
5
・
6
・
1
0
の
四
首
が
「
毎
年
秋
は
来
る
が
今
日
の
月
ほ
ど
美

し
い
月
は
な
い
」
と
い
う
趣
意
で
、
3
・
4
・
7
・
8
・
9
の
五
首
が

「
日
中
あ
る
い
は
朝
か
と
見
紛
う
ほ
ど
さ
や
か
な
月
」
と
い
う
趣
意
で
詠

ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
偏
っ
た
詠
み
方
は
、
前
出
の
九
月
十
三
夜
歌

会
で
の
詠
み
方
と
非
常
に
よ
く
似
て
お
り
、
左
右
の
方
分
け
さ
え
な
け
れ

ば
、
歌
会
の
詠
と
い
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
憎
の
歌
A
口
の
場
合
「
九
月
十
三
夜
」
と
い
う
設
題
が
、
そ
の
場

の
状
況
に
即
し
た
単
］
題
と
い
う
点
で
す
で
に
歌
会
的
な
要
素
が
あ
り
、

形
式
か
ら
も
歌
会
に
近
い
歌
合
と
認
め
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
十
一
世
紀
中
頃
に
お
い
て
、
物
合
を
伴
わ
な
い
単
一
題
に
よ

る
歌
合
自
体
、
比
較
的
珍
し
い
の
だ
が
、
謀
子
内
親
王
家
歌
合
で
は
こ
う

し
た
設
題
が
か
な
り
多
く
見
ら
れ
、
欄
の
歌
合
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
な
設
題
の
歌
合
は
、
語
弊
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
歌
合
の
形
を
と

る
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
歌
合
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
歌
会
を
催
す
べ

き
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
即
し
た
題
の
在
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
な
、
個
々
の
題
と
歌
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
題
ど
う
し
の
結

び
つ
き
、
す
な
わ
ち
組
題
の
形
成
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

　
「
〔
天
喜
四
年
七
月
〕
六
条
斎
院
楳
子
内
親
王
歌
A
ロ
」
（
搦
）
は
、
秋
題

四
題
＋
「
祝
」
「
恋
」
と
い
う
六
題
で
七
番
十
四
首
が
詠
ま
れ
た
歌
合
で

あ
る
。
中
で
も
秋
題
が
特
徴
的
で
、
「
六
月
祓
」
、
「
立
秋
」
、
「
七
夕
」
と

素
題
が
並
ぶ
中
に
、
一
つ
だ
け
「
夜
虫
鳴
初
」
と
い
う
複
雑
な
題
を
含
む

少
々
変
わ
っ
た
組
題
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
不
揃
い
な
組
題

は
、
十
一
世
紀
中
頃
の
歌
A
ロ
に
非
常
に
多
く
集
中
し
て
見
ら
れ
る
も
の
な

の
で
、
素
題
が
中
心
の
王
朝
歌
合
の
組
題
と
、
院
政
期
以
降
急
増
す
る
結

題
の
組
題
と
の
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
現
象
と
も
い
え
る
の
で

あ
る
が
、
こ
う
よ
う
な
特
異
な
組
題
も
、
題
が
開
催
状
況
に
即
し
て
い
る

と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
さ
ほ
ど
奇
異
な
組
題
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
組
題
は
「
六
月
祓
、
立
秋
、
夜
虫
鳴
初
、
七
夕
」
と
、
晩
夏
か
ら

初
秋
の
景
物
が
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
即
し
て
微
妙
に
配
列
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
繊
細
な
構
成
の
設
題
を
試
み
る
と
き
、
「
夜
虫
鳴
初
」
と

い
う
題
が
、
形
だ
け
周
り
に
合
わ
せ
て
、
例
え
ば
単
に
「
虫
」
と
な
っ
て

い
た
の
で
は
都
合
が
悪
い
こ
と
は
自
明
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
組
題
で
詠
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
会
者
は
会
の
進
行
と
同
時
に
、

季
節
の
移
り
変
わ
り
ま
で
も
体
験
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
不
揃
い
な
組
題
の
例
が
楳
子
内
親
王
家
歌
合
に
は
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
。

　
　
〔
天
喜
四
年
閏
三
月
〕
六
条
斎
院
謀
子
内
親
王
歌
合
（
捌
）

　
　
　
　
閏
三
月
尋
桜
、
款
冬
、
重
、
邸
燭
、
藤
、
若
草
、
維
、
春
駒
、

　
　
　
　
蛙
、
苗
代
、
帰
雁
、
暮
春

　
　
某
年
春
庚
申
謀
子
内
親
王
歌
合
（
㎜
）

　
　
　
　
春
夜
月
、
帰
雁
、
蛙
、
呉
竹
、
早
蕨
、
董
菜
、
邸
燭

　
傍
線
の
あ
る
題
が
素
題
の
組
題
の
中
に
一
つ
だ
け
あ
る
複
雑
な
題
で
あ

る
が
、
「
閏
三
月
尋
桜
」
の
場
合
は
、
「
桜
」
だ
け
で
は
晩
春
の
組
題
の
中

で
こ
の
題
だ
け
が
仲
春
ま
で
の
景
物
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
春
夜
月
」
の

場
合
は
、
「
月
」
だ
け
で
は
春
の
組
題
の
中
に
「
秋
」
の
景
物
が
混
ざ
っ

て
し
ま
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
題
の
意
図
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
の
で
、
一
題

だ
け
他
と
は
異
な
る
形
の
題
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
こ
の
二
題
は
、
各
歌
合
の
一
題
目
に
あ
た
る
の
で
、
は
じ
め
に
歌

合
の
季
節
を
あ
る
程
度
限
定
す
る
、
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
素
題
と
一
緒
に
出
題
さ
れ
る
複
雑
な
題
は
、
決
し
て
他

の
題
と
な
じ
ま
な
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
題
が
あ
る
か
ら
こ
そ

組
題
と
し
て
の
効
果
が
上
が
る
重
要
な
題
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
題
の
下
で
詠
ま
れ
る
、

　
　
こ
よ
ひ
こ
そ
な
き
は
じ
む
な
れ
下
草
に
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
む
し
の
こ

　
　
ゑ
ご
ゑ
（
悩
・
夜
虫
鳴
初
・
三
番
右
・
讃
岐
）

の
よ
う
な
当
座
の
状
況
を
強
く
反
映
し
た
歌
は
、
臨
場
感
を
も
っ
て
参
会
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者
に
伝
わ
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
題
が
参
会
者
を
一
体
化
さ
せ
る
た

め
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
堀
河
百
首
に
よ
っ
て
歌
題
の
季
節
が
厳
密
に
決
め
ら
れ
る
直
前
の
、
歌

人
た
ち
（
特
に
非
専
門
歌
人
）
の
歌
題
に
対
す
る
季
節
意
識
が
こ
の
よ
う

な
形
で
垣
間
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
題
に
対
し
て
歌
を
ど
う
詠
む
か
、

と
い
う
視
点
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
問
題
で
あ
り
大
変
興
味
深
い
。
し
か

し
、
そ
れ
以
上
に
看
過
で
き
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
設
題
が
歌
会
で
は
な

く
て
歌
合
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
謀
子
内

親
王
家
歌
合
は
こ
の
点
で
も
、
歌
A
口
よ
り
も
歌
会
に
近
い
性
質
を
も
っ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
謀
子
内
親
王
家
歌
合
は
、
通
常
の
概
念
か
ら
す

れ
ば
、
表
現
の
共
有
、
会
当
座
の
状
況
に
即
し
た
設
題
と
い
う
二
点
に
お

い
て
、
歌
合
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
歌
会
的
な
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
存
す
る
楳
子
内
親
王
周
辺
の
歌
群
に
お
い

て
歌
会
の
痕
跡
が
残
ら
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
謀
子
内
親
王
の

サ
ロ
ン
で
は
、
歌
合
が
歌
会
の
機
能
を
も
含
み
込
ん
で
い
た
可
能
性
を
考

え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
見
て
き
た
謀
子
内
親
王
家
歌
合
の
特
質
は
、
い
わ
ば
十
世
紀
的

な
も
の
の
残
存
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
俊
頼
や
基
俊
が
登

場
し
、
歌
合
が
中
世
的
な
展
開
を
迎
え
る
そ
の
直
前
「
（
あ
る
い
は
同
時

期
）
に
お
い
て
も
、
歌
合
は
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
た
可
能
性
を
な
お
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
題
の
機
能
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
中
世
的
な
歌
題

の
機
能
、
す
な
わ
ち
、
ま
わ
り
の
状
況
に
関
係
な
く
題
が
歌
の
世
界
を
形

づ
く
る
題
詠
題
と
し
て
の
機
能
と
は
全
く
異
な
る
機
能
を
謀
子
内
親
王
家

歌
合
は
示
し
て
お
り
、
題
詠
史
を
描
く
上
で
無
視
で
き
な
い
存
在
だ
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注1234

拙
稿
「
謀
子
内
親
王
家
歌
合
の
基
礎
的
研
究
－
開
催
年
次
再
考
」

（
和
歌
文
学
研
究
7
9
平
成
1
1
・
皿
）

注
1
拙
稿
で
開
催
年
を
改
め
て
提
唱
し
た
悩
・
耐
と
、
『
平
安
朝

歌
合
大
成
』
に
記
載
が
な
い
欄
に
つ
い
て
は
、
稿
者
が
独
自
に
名

称
を
付
し
た
。

本
歌
合
の
概
略
は
次
の
通
り
。

「
永
承
五
年
六
月
五
日
庚
申
祐
子
内
親
王
歌
合
」
（
1
4
1
）
。
三
題
十

八
番
三
十
六
首
（
桜
・
郭
公
・
鹿
各
六
番
十
二
首
）
。
歌
合
本
文

の
前
に
漢
文
日
記
あ
り
。
参
加
歌
人
は
、
典
侍
、
資
業
、
侍
従
、

兼
房
、
伊
勢
大
輔
、
家
経
、
出
羽
、
範
永
、
小
弁
、
経
衡
、
相
模
、

能
因
の
十
二
人
で
、
一
人
各
題
一
首
ず
つ
披
講
。

こ
の
歌
合
は
、
資
料
に
も
あ
る
よ
う
に
、
物
A
口
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

女
房
だ
け
に
よ
る
歌
合
で
あ
る
と
い
う
点
、
謀
子
内
親
王
家
の
歌

合
に
も
度
々
見
え
る
下
野
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
点
な
ど
、
諜

子
内
親
王
家
の
歌
合
と
形
式
的
に
共
通
点
の
多
い
歌
合
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
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一
瀬
恵
理
「
『
蔵
人
所
衆
歌
合
』
小
考
」
（
小
論
6
昭
和
6
3
・
3
）

『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
（
増
補
新
訂
版
）
「
六
〇
応
和
二
年
五
月

四
日
庚
申
内
裏
歌
合
」
項
「
史
的
評
価
」
よ
り

一
瀬
恵
理
「
平
安
朝
歌
A
ロ
に
お
け
る
類
似
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」

（
横
浜
国
大
国
語
研
究
8
平
成
2
・
3
）

歌
合
本
文
や
『
袋
草
紙
』
（
下
「
古
今
の
歌
合
の
難
」
）
に
伝
わ
る

判
詞
で
は
、
類
似
表
現
を
避
難
す
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
は
な
い
。

ま
た
、
勝
負
も
平
均
し
て
お
り
、
勝
負
は
次
の
通
り
。

　
4
9
…
判
が
残
る
の
は
例
示
し
た
二
番
の
み
。

　
6
0
…
九
番
十
入
首
中
、
類
似
表
現
を
用
い
た
歌
十
一
首
の
勝
負

　
　
　
は
、
勝
二
首
、
負
四
首
、
持
五
首
。
（
う
ち
類
似
表
現
を

　
　
　
用
い
た
歌
同
士
で
の
番
は
三
番
六
首
で
、
勝
7
首
、
負
一

　
　
　
首
、
持
四
首
）

歌
会
当
日
は
更
に
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
た
よ
う
だ
が
、
『
栄
花
物

語
』
で
は
こ
の
四
首
の
み
載
録
。

【
付
記
】

　
本
稿
は
、
平
成
十
年
度
和
歌
文
学
会
一
月
例
会
（
平
成
十
一
年
一
月

二
十
三
日
於
東
京
成
徳
短
期
大
学
）
の
口
頭
発
表
の
↓
部
に
基
づ
い
て

い
ま
す
。
発
表
に
際
し
て
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
に
、
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
改
め
て
御
礼
申
し
ま
す
。
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