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『伊勢物語』における音楽（近藤さやか）

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
音
楽

近
　
藤
　
さ
や
か

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
『
伊
勢
物
語
』　
②
音
楽
　
③
第
二
十
三
段
　
④
第
四
十
九
段
　
⑤
聴
覚
効
果
﹈

は
じ
め
に

　『
伊
勢
物
語
』
は
音
楽
描
写
が
少
な
い
。
第
四
十
五
段
と
第
八
十
一
段
に
「
遊
び
」、
第
六
十
五
段
に
「
笛
」
が
登
場
す
る
程
度

で
あ
る
。
し
か
し
、
他
作
品
と
の
関
連
を
み
る
と
、
第
二
十
三
段
で
女
が
詠
む
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』
九
九

四
番
歌
左
注
に
お
い
て
、
琴
を
弾
く
描
写
が
あ
る
。
他
に
、
第
四
十
九
段
を
引
い
た
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
お
い
て

「
妹
に
琴
教
え
た
る
所
」
と
あ
る
が
、
現
存
す
る
『
伊
勢
物
語
』
に
琴
は
登
場
し
な
い
。

　『
伊
勢
物
語
』
は
「
歌
物
語
」
と
分
類
さ
れ
、
和
歌
を
中
心
に
据
え
て
各
小
段
を
展
開
さ
せ
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
に
注
目

し
、
音
楽
が
多
く
描
か
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
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一
　『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
る
音
楽
・
楽
器

　『
伊
勢
物
語
』
に
音
楽
が
登
場
す
る
場
面
は
第
四
十
五
段
と
第
八
十
一
段
、
楽
器
は
第
六
十
五
段
の
「
笛
」
の
み
で
あ
る
。
ま

ず
「
遊
び
」
が
登
場
す
る
第
四
十
五
段
を
み
て
み
た
い
。

　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
の
か
し
づ
く
、
い
か
で
こ
の
男
に
も
の
い
は
む
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
い
で
む
こ
と

か
た
く
や
あ
り
け
む
、
も
の
病
み
に
な
り
て
、
死
ぬ
べ
き
時
に
、「
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
」
と
い
ひ
け
る
を
、
親
、
聞
き
つ

け
て
、
泣
く
泣
く
つ
げ
た
り
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
来
た
り
け
れ
ど
、
死
に
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
と
こ
も
り
を
り
け
り
。
時
は
六

月
の
つ
ご
も
り
、
い
と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
宵
は
遊
び
を
り
て
、
夜
ふ
け
て
、
や
や
涼
し
き
風
吹
き
け
り
。
蛍
た
か
く
飛
び

あ
が
る
。
こ
の
男
、
見
ふ
せ
り
て
、

　
　
　
　
ゆ
く
ほ
た
る
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ

　
　
　
　
暮
れ
が
た
き
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な
く
も
の
ぞ
悲
し
き

　「
男
」
は
自
分
を
想
い
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
人
の
む
す
め
」
を
弔
う
も
の
と
し
て
「
遊
び
」
を
行
う
、
と
い
う
解
釈
が
多

く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
遊
び
」
に
つ
い
て
は
、
管
弦
の
あ
そ
び
と
し
な
い
説）

1
（

も
あ
る
。
し
か
し
、「
遊
び
を
り
て
」
涼
し
い
風

が
吹
き
、
蛍
が
飛
び
上
が
る
情
景
を
見
て
詠
む
和
歌
は
、
娘
の
魂
を
蛍
に
喩
え
て
い
る
。
管
弦
の
遊
び
を
し
、
涼
し
い
風
が
吹
い

て
き
た
こ
と
で
手
を
止
め
て
見
る
と
、
蛍
が
高
く
飛
び
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
情
景
と
読
め
る
。
鎮
魂
儀
礼
と
し
て
の
「
遊
び
」
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と
し
て
解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　「
遊
び
」
に
つ
い
て
『
竹
取
物
語
』
で
は
、
か
ぐ
や
姫
名
づ
け
の
後
に
、「
こ
の
ほ
ど
、
三
日
、
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
。
よ
ろ
づ
の
遊

び
を
ぞ
し
け
る
。
男
は
う
け
き
ら
は
ず
招
び
集
へ
て
、
い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
」
と
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
の
求
婚
者
た
ち
が
竹
取
の
翁

の
邸
宅
に
集
ま
る
場
面
で
は
、

　
日
暮
る
る
ほ
ど
、
例
の
集
り
ぬ
。
あ
る
い
は
笛
を
吹
き
、
あ
る
い
は
歌
を
う
た
ひ
、
あ
る
い
は
声
歌
を
し
、
あ
る
い
は
嘯

を
吹
き
、
扇
を
鳴
ら
し
な
ど
す
る
に
、
翁
、
い
で
て
、
い
は
く
、「
か
た
じ
け
な
く
、
穢
げ
な
る
所
に
、
年
月
を
経
て
も
の

し
ま
た
ふ
こ
と
、
き
は
ま
り
た
る
か
し
こ
ま
り
」
と
申
す
。

　
と
い
う
よ
う
に
翁
が
恐
縮
す
る
姿
と
対
照
的
に
求
婚
者
た
ち
の
貴
公
子
た
る
振
る
舞
い
と
し
て
音
楽
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

「
遊
び
」「
笛
」
と
い
う
表
現
は
『
伊
勢
物
語
』
に
も
共
通
し
て
い
る
。（
第
八
十
一
段
は
宴
場
面
で
の
「
遊
び
」
用
例
で
あ
る
が
、

後
述
す
る
。）

　
　
第
六
十
五
段
の
後
半
部
に
は
「
笛
」
が
描
か
れ
る
。
以
下
後
半
部
の
み
を
引
用
す
る
。

　
こ
の
帝
は
、
顔
か
た
ち
よ
く
お
は
し
ま
し
て
、
仏
の
御
名
を
御
心
に
入
れ
て
、
御
声
は
い
と
尊
く
て
申
し
た
ま
ふ
を
聞
き

て
、
女
は
い
た
う
泣
き
け
り
。「
か
か
る
君
に
仕
う
ま
つ
ら
で
、
宿
世
つ
た
な
く
、
悲
し
き
こ
と
、
こ
の
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
」

と
て
な
む
泣
き
け
る
。
か
か
る
ほ
ど
に
、
帝
聞
こ
し
め
し
つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
流
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
、
こ
の
女
の
い

と
こ
の
御
息
所
、
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ
て
、
蔵
に
こ
め
て
し
を
り
た
ま
う
け
れ
ば
、
蔵
に
こ
も
り
て
泣
く
。

　
　
　
　
あ
ま
の
刈
る
藻
に
す
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
泣
か
め
世
を
ば
恨
み
じ

と
泣
き
を
れ
ば
、
こ
の
男
、
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
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は
れ
に
う
た
ひ
け
る
。
か
か
れ
ば
、
こ
の
女
は
蔵
に
こ
も
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
ぞ
あ
な
る
と
は
聞
け
ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に

も
あ
ら
で
な
む
あ
り
け
る
。

　
　
　
　
さ
り
と
も
と
思
ふ
見
ら
む
こ
そ
悲
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
し
ら
ず
し
て

と
思
ひ
を
り
。
男
は
、
女
し
あ
は
ね
ば
、
か
く
し
歩
き
つ
つ
、
人
の
国
に
歩
き
て
、
か
く
う
た
ふ
。

　
　
　
　
い
た
づ
ら
に
ゆ
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ
な
は
な
れ
つ
つ

水
の
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五
条
の
后
と
も
。

　
こ
の
第
六
十
五
段
は
、『
伊
勢
物
語
』
中
で
最
も
長
大
で
、
第
三
段
か
ら
第
六
段
ま
で
の
二
条
后
章
段
と
第
七
段
か
ら
の
東
下

り
章
段
の
要
素
を
入
れ
焼
き
直
し
た
よ
う
な
段
で
あ
る
。
帝
の
仏
名
を
唱
え
る
声
の
尊
さ
と
、「
男
」
の
吹
く
笛
と
想
い
を
う
た

う
声
が
対
比
的
に
描
か
れ
る
。「
男
」
が
流
罪
と
な
り
「
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
つ
」
笛
を
吹
き
う
た
う
点
に
は
、
第
六
段

で
鬼
が
登
場
し
た
よ
う
な
非
現
実
的
な
異
空
間
性
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
蔵
に
籠
め
ら
れ
た
女
に
届
く
の
は
「
男
」
の
吹
く
笛
の
音

と
う
た
う
歌
の
み
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
第
四
十
五
段
の
「
遊
び
」
を
管
弦
の
遊
び
と
解
す
る
と
、
音
楽
と
い
う
聴
覚
的
な
も
の
か
ら
、
風
が
吹
い
た
こ
と
を
契
機
に
蛍

が
飛
び
上
が
る
視
覚
的
な
場
面
に
転
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
六
十
五
段
で
は
、
蔵
に
籠
め
ら
れ
た
女
に
与
え
ら
れ
る
の
は
音

と
い
う
聴
覚
情
報
の
み
で
あ
る
。「
そ
れ
に
ぞ
あ
な
る
と
は
聞
け
ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
で
な
む
あ
り
け
る
」、
ま
た
、

「
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ
な
は
れ
つ
つ
」
と
「
男
」
が
「
う
た
ふ
」
よ
う
に
、
見
る
こ
と
は
も
う
叶
わ
な
い
。
ま
た
和
歌
を
詠
む

の
で
は
な
く
、「
う
た
ふ
」
こ
と
に
よ
り
反
復
性
を
表
し
、「
笛
」
に
は
歌
の
声
歌
と
い
う
面
を
強
調
す
る
役
割
が
あ
る
だ
ろ
う）

2
（

。

　
以
上
、
第
四
十
五
段
の
「
遊
び
」
と
第
六
十
五
段
の
「
笛
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
と
聴
覚
を
区
別
さ
せ
る
役
割
が
担
わ
さ
れ
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て
い
る
と
い
え
る
。

二
　『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
な
い
楽
器
「
琴
」
─
第
二
十
三
段
の
場
合
─

　
他
作
品
と
の
関
連
か
ら
、
楽
器
の
存
在
が
透
か
し
見
え
る
段
に
第
二
十
三
段
と
第
四
十
九
段
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
楽
器
は
琴
で

あ
る
。
第
四
十
九
段
は
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
後
世
の
作
品
と
の
関
連
で
あ
る
。
第
二
十
三
段
は
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
も
大

き
く
関
わ
る
『
古
今
和
歌
集
』
と
の
関
連
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
第
二
十
三
段
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
第
二
十
三
段
は

三
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
る
話
で
あ
り
、
以
下
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
し
た
。

Ａ
　
む
か
し
、
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
い
で
て
遊
び
け
る
を
、
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男

も
女
も
は
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
、
女
は
こ
の
男
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ

ど
も
、
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
、
こ
の
と
な
り
の
男
の
も
と
よ
り
、
か
く
な
む
、

　
　
　
　
筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

　
　
女
、
返
し
、

　
　
　
　
く
ら
べ
こ
し
ふ
り
わ
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き

な
ど
い
ひ
い
ひ
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

Ｂ
　
さ
て
年
ご
ろ
ふ
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
、
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、

河
内
の
国
、
高
安
の
郡
に
、
い
き
通
ふ
所
い
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
あ
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
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く
て
、
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、
こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の
な
か
に
か
く
れ
ゐ

て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

　
　
　
　

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
。

Ｃ
　
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り

て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
も
り
け
る
を
見
て
、
心
憂
が
り
て
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の

方
を
見
や
り
て
、

　
　
　
　
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も

と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
大
和
人
、「
来
む
」
と
い
へ
り
。
よ
ろ
こ
び
て
待
つ
に
、
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

　
　
　
　
君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る

と
い
ひ
け
れ
ど
、
男
、
す
ま
ず
な
り
に
け
り
。

　
Ｂ
の
場
面
が
第
二
十
三
段
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
段
で
あ
り
、
こ
の
Ｂ
の
部
分
で
女
が
詠
む
和
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
も

ほ
ぼ
同
文
の
左
注
を
伴
い
収
載
さ
れ
て
い
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
九
九
四
番
歌
・
巻
第
十
八
（
雑
歌
下
）
題
し
ら
ず
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
風
ふ
け
ば
お
き
つ
白
浪
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

あ
る
人
、
こ
の
歌
は
、
む
か
し
や
ま
と
の
く
に
な
り
け
る
人
の
む
す
め
に
あ
る
人
す
み
わ
た
り
け
り
、
こ
の
女
お
や
も

風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
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な
く
な
り
て
家
も
わ
る
く
な
り
ゆ
く
あ
ひ
だ
に
、
こ
の
を
と
こ
か
ふ
ち
の
く
に
に
人
を
あ
ひ
し
り
て
か
よ
ひ
つ
つ
か
れ

や
う
に
の
み
な
り
ゆ
き
け
り
、
さ
り
け
れ
ど
も
つ
ら
げ
な
る
け
し
き
も
見
え
で
か
ふ
ち
へ
い
く
ご
と
に
を
と
こ
の
心
の

ご
と
く
に
し
つ
つ
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
あ
や
し
と
思
ひ
て
も
し
な
き
ま
に
こ
と
心
も
や
あ
る
と
う
た
が
ひ
て
、
月
の

お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
か
ふ
ち
へ
い
く
ま
ね
に
て
せ
ん
ざ
い
の
な
か
に
か
く
れ
て
見
け
れ
ば
、
夜
ふ
く
る
ま
で
こ
と
を

か
き
な
ら
し
つ
つ
う
ち
な
げ
き
て
こ
の
歌
を
よ
み
て
ね
に
け
れ
ば
、
こ
れ
を
き
き
て
そ
れ
よ
り
又
ほ
か
へ
も
ま
か
ら
ず

な
り
に
け
り
と
な
む
い
ひ
つ
た
へ
た
る

　『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
承
歌
の
雰
囲
気
を
も
つ
左
注
に
よ
り

第
二
十
三
段
は
Ｂ
の
部
分
を
核
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
え
る
。
九
九
四
番
歌
の
左
注
と
第
二
十
三
段
の
散
文
部
分
は
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
が
、
異
な
る
点
が
あ
る
。
九
九
四
番
歌
左
注
で
は
「
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
」
と
「
男
」
か
ら
女
の
様
子
が
よ
く
見
え

る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、「
こ
と
を
か
き
な
ら
し
つ
つ
う
ち
な
げ
き
て
」
と
琴
を
弾
き
嘆
い
て
詠
ん
だ
和
歌
と

さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
第
二
十
三
段
で
は
、「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
」
と
女
は
琴
を
弾
か
ず
、
化
粧
を
し
て
ぼ
ん
や
り
眺
め

て
詠
む
。
化
粧
に
は
Ｃ
に
お
け
る
高
安
の
女
の
「
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
」
に
対
比
さ
せ
る
意

図
が
み
え
る
が
、
大
き
く
異
な
る
点
は
、
な
ぜ
琴
を
弾
か
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
仁
平
道
明
氏
は
、「
身
分
階
層
の
変
化）

3
（

」
を
理
由
に
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、「「
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
と
し
て
井

の
も
と
で
と
も
に
遊
ぶ
代
償
に
、
琴
を
ひ
く
行
為
を
う
ば
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
十
三
段
の
Ａ
の
箇
所
と
の
対
応
関
係

を
指
摘
す
る
。
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こ
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
は
、『
大
和
物
語
』
第
百
四
十
九
段
に
も
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
話
と
な
っ
て
い
る
。

　
む
か
し
、
大
和
の
国
、
葛
城
の
郡
に
す
む
男
女
あ
り
け
り
。
こ
の
女
、
顔
か
た
ち
い
と
清
ら
な
り
。
年
ご
ろ
思
ひ
か
は
し

て
す
む
に
、
こ
の
女
、
い
と
わ
ろ
く
な
り
に
け
れ
ば
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
な
が
ら
妻
を
ま
う
け
て
け
り
。

こ
の
今
の
妻
は
、
富
み
た
る
女
に
な
む
あ
り
け
る
。
こ
と
に
思
は
ね
ど
、
い
け
ば
い
み
じ
う
い
た
は
り
、
身
の
装
束
も
い
と

清
ら
に
せ
さ
せ
け
り
。
か
く
に
ぎ
は
は
し
き
所
に
な
ら
ひ
て
、
来
た
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
わ
ろ
げ
に
て
ゐ
て
、
か
く
ほ
か

に
あ
り
け
ど
、
さ
ら
に
ね
た
げ
に
も
見
え
ず
な
ど
あ
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
。
心
地
に
は
か
ぎ
り
な
く
ね
た
く
心

憂
く
思
ふ
を
、
し
の
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
と
ど
ま
り
な
む
と
思
ふ
夜
も
、
な
ほ
「
い
ね
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
わ
が
か
く

歩
き
す
る
を
ね
た
ま
で
、
こ
と
わ
ざ
す
る
に
や
あ
ら
む
。
さ
る
わ
ざ
せ
ず
は
、
恨
む
る
こ
と
も
あ
り
な
む
な
ど
、
心
の
う
ち

に
思
ひ
け
り
。
さ
て
、
い
で
て
い
く
と
見
え
て
、
前
栽
の
中
に
か
く
れ
て
、
男
や
来
る
と
、
見
れ
ば
、
は
し
に
い
で
ゐ
て
、

月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
、
か
し
ら
か
い
け
づ
り
な
ど
し
て
を
り
。
夜
ふ
く
る
ま
で
寝
ず
、
い
と
い
た
う
う
ち
嘆

き
て
な
が
め
け
れ
ば
、「
人
待
つ
な
め
り
」
と
見
る
に
、
使
ふ
人
の
前
な
り
け
る
に
い
ひ
け
る
。

　
　
　
　

と
よ
み
け
れ
ば
、
わ
が
う
へ
を
思
ふ
な
り
け
り
と
思
ふ
に
、
い
と
悲
し
う
な
り
ぬ
。
こ
の
今
の
妻
の
家
は
、
龍
田
山
こ
え
て

い
く
道
に
な
む
あ
り
け
る
。
か
く
て
な
ほ
見
を
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
、
う
ち
泣
き
て
ふ
し
て
、
か
な
ま
り
に
水
を
入
れ
て
、

胸
に
な
む
す
ゑ
た
り
け
る
。
あ
や
し
、
い
か
に
す
る
に
か
あ
ら
む
と
て
、
な
ほ
見
る
。
さ
れ
ば
こ
の
水
、
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ

れ
ば
、
湯
ふ
て
つ
。
ま
た
水
を
入
る
。
見
る
に
い
と
悲
し
く
て
、
走
り
い
で
て
、「
い
か
な
る
心
地
し
た
ま
へ
ば
、
か
く
は

し
た
ま
ふ
ぞ
」
と
い
ひ
て
、
か
き
抱
き
て
な
む
寝
に
け
る
。
か
く
て
ほ
か
へ
も
さ
ら
に
い
か
で
、
つ
と
ゐ
に
け
り
。
か
く
て

風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
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月
日
お
ほ
く
経
て
思
ひ
や
る
や
う
、
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、
女
の
思
ふ
こ
と
、
い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
い

か
ぬ
を
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
思
ひ
い
で
て
、
あ
り
し
女
の
が
り
い
き
た
り
け
り
。
久
し
く
い
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く

て
立
て
り
け
る
。
さ
て
か
い
ま
め
ば
、
わ
れ
に
は
よ
く
て
見
え
し
か
ど
、
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
な
る
衣
を
着
て
、
大
櫛
を
面

櫛
に
さ
し
か
け
て
を
り
、
手
づ
か
ら
飯
も
り
を
り
け
る
。
い
と
い
み
じ
と
思
ひ
て
、
来
に
け
る
ま
ま
に
、
い
か
ず
な
り
に
け

り
。
こ
の
男
は
お
ほ
き
み
な
り
け
り
。

　『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
の
Ａ
と
Ｃ
の
場
面
を
要
約
し
、
Ｂ
の
場
面
に
よ
り
焦
点
を
当
て
た
展
開
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』

九
九
四
番
歌
と
同
じ
く
、
月
の
描
写
が
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
女
は
琴
を
弾
く
わ
け
で
も
な
く
、
化
粧
す
る
の
で
も
な
い
。「
使
ふ

人
」
の
存
在
が
『
古
今
和
歌
集
』
九
九
四
番
歌
の
よ
う
な
地
方
官
階
級
の
風
情
を
出
し
て
お
り
、
こ
の
「
使
ふ
人
」
に
対
し
て
和

歌
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
和
歌
を
詠
む
前
の
行
動
で
は
な
く
、
和
歌
を
「
使
ふ
人
」
に
言
っ
た
後
の
行
動
が
『
古
今
和
歌

集
』
九
九
四
番
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
と
は
異
な
る
。
泣
い
た
後
に
、
金
碗
に
胸
を
付
け
る
と
水
が
沸
騰
し
湯
に
な
る
。

「
思
ひ
」
と
「
火
」
を
か
け
た
女
の
心
の
内
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
男
」
は
和
歌
を
聞
い
た
段
階
で
は
、「
わ
が
う
へ
を
思

ふ
な
り
け
り
と
思
ふ
に
、
い
と
悲
し
う
な
り
ぬ
」
と
自
分
の
身
の
上
を
心
配
し
て
く
れ
る
こ
と
を
愛
し
く
思
う
の
み
で
、
金
碗
の

水
が
沸
騰
す
る
様
子
を
見
て
、
い
と
悲
し
く
女
の
も
と
へ
走
り
出
て
い
く
。
そ
し
て
、「
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、
女
の
思
ふ
こ
と
、

い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
」
こ
と
を
知
る
。

　
つ
ま
り
、「
男
」
は
女
の
和
歌
よ
り
も
、
金
碗
の
水
が
沸
騰
さ
せ
る
ほ
ど
の
「
思
ひ
」
に
動
か
さ
れ
た
の
だ
。
和
歌
を
聞
く
と

い
う
聴
覚
効
果
で
は
な
く
、
視
覚
効
果
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
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三
　
聴
覚
効
果
と
し
て
の
和
歌

　
和
歌
は
書
く
場
合
と
声
に
出
し
て
詠
む
場
合
が
あ
り
、
前
者
は
視
覚
効
果
、
後
者
は
聴
覚
効
果
を
持
つ
。「
風
吹
け
ば
」
の
和

歌
は
、
女
が
「
男
」
が
隠
れ
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
身
を
案
じ
て
口
に
し
た
独
詠
で
あ
る
。
第
二
十
三
段
で
女
が
歌
を
口
に
す
る

ま
で
の
行
動
は
「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
」
で
あ
り
、「
こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ

て
」
と
自
分
の
こ
と
は
棚
に
お
き
、
妻
に
も
別
の
男
の
存
在
が
あ
る
の
で
は
と
疑
い
な
が
ら
隠
れ
て
様
子
を
見
て
い
る
「
男
」
の

猜
疑
心
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
緊
迫
感
の
中
で
詠
ま
れ
る
和
歌
は
他
の
女
の
と
こ
ろ
へ
通
う
「
男
」
の
身
を
案
じ
る

祈
り
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
化
粧
を
し
て
う
ち
眺
め
る
と
い
う
視
覚
情
報
か
ら
、
和
歌
を
声
に
出
し
て
詠
む
と
い
う
聴
覚
情
報
へ
の
転
換
は
、「
風
吹
け
ば
」

と
い
う
和
歌
の
効
果
を
最
大
限
に
演
出
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
九
九
四
番
歌
は
詞
書
で
は
な
く
、
左
注
で
説
明
さ
れ
て
い

る
が
、「
夜
ふ
く
る
ま
で
こ
と
を
か
き
な
ら
し
つ
つ
う
ち
な
げ
き
て
こ
の
歌
を
よ
み
て
ね
に
け
れ
ば
」
と
琴
↓
嘆
き
↓
和
歌
の
順

番
で
あ
る
。
琴
を
か
き
鳴
ら
す
様
子
も
視
覚
情
報
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
音
が
介
在
し
た
聴
覚
情
報
で
あ
る
。
琴
を
か
き
鳴
ら
す

様
子
や
嘆
く
様
子
か
ら
「
男
」
を
他
の
女
の
も
と
へ
送
り
出
し
た
女
の
胸
の
内
は
十
分
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
男
」
の
身
を
案
じ

る
和
歌
は
そ
の
一
連
の
流
れ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
に
み
ら
れ
た
視
覚
情
報
か
ら
聴
覚
情
報
へ
転
じ
る

際
の
和
歌
の
意
外
性
は
な
い
の
だ
。

　
ま
た
、『
大
和
物
語
』
第
百
四
十
九
段
は
、
聴
覚
効
果
と
し
て
の
和
歌
よ
り
も
視
覚
効
果
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、『
大
和
物

語
』
に
は
聴
覚
情
報
の
み
で
展
開
す
る
第
百
五
十
八
段
が
あ
る
。
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大
和
の
国
に
、
男
女
あ
り
け
り
、
年
月
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
て
す
み
け
る
を
、
い
か
が
し
け
む
、
女
を
え
て
け
り
。
な
ほ
も

あ
ら
ず
、
こ
の
家
に
率
て
来
て
、
壁
を
へ
だ
て
て
す
ゑ
て
、
わ
が
方
に
は
さ
ら
に
寄
り
来
ず
。
い
と
憂
し
と
思
へ
ど
、
さ
ら

に
い
ひ
も
ね
た
ま
ず
。
秋
の
夜
の
長
き
に
、
目
を
さ
ま
し
て
聞
け
ば
、
鹿
な
む
鳴
き
け
る
。
も
の
も
い
は
で
聞
き
け
り
。
壁

を
へ
だ
て
た
る
男
、「
聞
き
た
ま
ふ
や
、
西
こ
そ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
な
に
ご
と
」
と
い
ら
へ
け
れ
ば
、「
こ
の
鹿
の
鳴
く

は
聞
き
た
う
ぶ
や
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
さ
聞
き
は
べ
り
」
と
い
ら
へ
け
り
。
男
、「
さ
て
、
そ
れ
を
ば
い
か
が
聞
き
た
ま

ふ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
女
ふ
と
い
ら
へ
け
り
。

　
　
　
　
わ
れ
も
し
か
な
き
て
ぞ
人
に
恋
ひ
ら
れ
し
今
こ
そ
よ
そ
に
声
を
の
み
聞
け

と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
て
、
こ
の
今
の
妻
を
ば
送
り
て
、
も
と
の
ご
と
な
む
す
み
わ
た
り
け
る
。

　
新
し
い
女
を
得
た
男
が
、
壁
を
隔
て
た
向
こ
う
側
の
妻
に
鹿
の
声
を
ど
の
よ
う
に
聞
い
た
か
と
問
う
。
壁
を
隔
て
視
覚
情
報
の

な
い
中
、
会
話
と
女
の
和
歌
と
い
う
聴
覚
情
報
だ
け
が
物
語
を
進
め
て
い
く
。
男
は
こ
の
和
歌
に
感
じ
入
っ
て
新
し
い
女
を
帰
し
、

元
の
妻
と
の
生
活
に
戻
る
。
会
話
中
に
詠
ま
れ
た
女
の
和
歌
に
男
の
返
歌
は
な
い
。「
今
の
妻
」
と
の
対
比
も
な
く
、
そ
う
し
た

部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
女
の
和
歌
も
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、「
風
吹
け
ば
」
歌
の
よ
う
な
相
手
の
身
を
案
じ
る
内
容

と
は
異
な
る
。
話
の
構
造
は
似
て
い
る
が
、
演
出
が
異
な
る
の
だ
。

　『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
で
は
視
覚
か
ら
聴
覚
へ
と
転
ず
る
効
果
が
「
風
吹
け
ば
」
と
い
う
女
の
和
歌
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

「
田
舎
わ
た
ら
ひ
」
と
い
う
階
級
設
定
に
よ
り
、
琴
を
弾
く
様
子
が
相
応
し
く
な
い
た
め
辻
褄
を
合
わ
せ
る
面
も
確
か
に
あ
る
だ

ろ
う
が
、
あ
え
て
、
女
の
独
詠
に
向
け
て
琴
を
弾
く
と
い
う
聴
覚
情
報
を
排
除
し
た
の
だ
ろ
う
。
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四
　『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
楽
器
「
琴
」
─
第
四
十
九
段
の
場
合
─

　
第
二
十
三
段
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
が
あ
え
て
排
除
し
た
楽
器
と
し
て
琴
が
あ
っ
た
が
、『
源
氏
物
語
』
が
引
い
た
『
伊
勢
物

語
』
の
中
に
は
琴
が
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
四
十
九
段
に
は
以
下
の
よ
う
に
、「
琴
」
は
描
か
れ
な
い
。

　
　
む
か
し
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
、

　
　
　
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ

　
と
聞
え
け
り
。
返
し
、

　
　
　
初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
も
の
を
思
ひ
け
る
か
な

　
こ
の
第
四
十
九
段
を
引
い
た
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
の
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
時
雨
が
降
る
日
、
匂
宮
が
女
一
宮
の
も

と
を
訪
れ
る
と
、
女
一
宮
は
絵
を
見
て
お
り
、
几
帳
を
隔
て
て
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
御
あ
り
さ
ま
に
さ
ず
ら
ふ
人
世
に
あ
り
な
む
や
、
冷
泉
院
の
姫
君
ば
か
り
こ
そ
、
御
お
ぼ
え
の
ほ
ど
、
内
々
の

御
け
は
ひ
も
心
に
く
く
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
う
ち
出
で
む
方
も
な
く
思
し
わ
た
る
に
、
か
の
山
里
人
は
、
ら
う
た
げ
に
あ
て
な
る

方
の
劣
り
き
こ
ゆ
ま
じ
き
ぞ
か
し
な
ど
、
ま
づ
思
ひ
出
づ
る
に
い
と
ど
恋
し
く
て
、
慰
め
に
、
御
絵
ど
も
の
あ
ま
た
散
り
た

る
を
見
た
ま
へ
ば
、
を
か
し
げ
な
る
女
絵
ど
も
の
、
恋
す
る
男
の
住
ま
ひ
な
ど
描
き
ま
ぜ
、
山
里
の
を
か
し
き
家
居
な
ど
、
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心
々
に
世
の
あ
り
さ
ま
描
き
た
る
を
、
よ
そ
へ
ら
る
る
こ
と
多
く
て
、
御
目
と
ま
り
た
ま
へ
ば
、
す
こ
し
聞
こ
え
た
ま
ひ
て

か
し
こ
へ
奉
ら
ん
と
思
す
。
在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴き

ん

教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
、「
人
の
結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
を
見
て
、

い
か
が
思
す
ら
ん
、
す
こ
し
近
く
参
り
寄
り
た
ま
ひ
て
、「
い
に
し
へ
の
人
も
、
さ
る
べ
き
ほ
ど
は
、
隔
て
な
く
こ
そ
な
ら

は
し
て
は
べ
り
け
れ
。
い
と
う
と
う
と
し
く
の
み
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
こ
そ
」
と
、
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い
か
な
る

絵
に
か
と
思
す
に
、
お
し
巻
寄
せ
て
、
御
前
に
さ
し
入
れ
た
ま
へ
る
を
、
う
つ
ぶ
し
て
御
覧
ず
る
御
髪
の
う
ち
な
び
き
て
こ

ぼ
れ
出
で
た
る
か
た
そ
ば
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
が
飽
か
ず
め
で
た
く
、
す
こ
し
も
も
の
隔
て
た
る
人

と
思
ひ
き
こ
え
ま
し
か
ば
と
思
す
に
、
忍
び
が
た
く
て
、

　
　
　
　
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ

　
御
前
な
り
つ
る
人
々
は
、
こ
の
宮
を
ば
こ
と
に
恥
ぢ
き
こ
え
て
、
物
の
背
後
に
隠
れ
た
り
。
こ
と
し
も
こ
そ
あ
れ
、
う
た

て
あ
や
し
と
思
せ
ば
、
も
の
も
い
は
ず
。
こ
と
わ
り
に
て
、「
う
ら
な
く
も
の
を
」
と
言
ひ
た
る
姫
君
も
、
ざ
れ
て
憎
く
思

さ
る
。
紫
の
上
の
、
と
り
わ
き
て
こ
の
二
と
こ
ろ
を
ば
な
ら
は
し
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ば
、
あ
ま
た
の
御
中
に
、
隔
て
な
く

思
ひ
か
は
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
。（
総
角
巻
　
三
〇
三
〜
三
〇
四
）

　
匂
宮
が
「
よ
そ
へ
ら
る
る
こ
と
多
く
て
」
と
自
ら
の
姿
を
重
ね
て
見
る
絵
の
中
に
「
在
五
が
物
語）

4
（

描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る

と
こ
ろ
の
、「
人
の
結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
」
一
枚
が
あ
る
。
女
一
宮
の
姿
が
、『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
九
段
同
様
「
い
と
を
か
し

げ
な
り
け
る
」
様
子
で
あ
っ
た
の
を
几
帳
越
し
に
見
た
匂
宮
は
、
第
四
十
九
段
歌
を
引
い
た
和
歌
を
詠
む
。
自
ら
を
絵
の
人
物
に

投
影
し
、
絵
の
中
に
は
隔
て
が
な
い
兄
妹
が
描
か
れ
る
が
、
匂
宮
と
女
一
宮
の
間
に
は
几
帳
が
置
か
れ
る
。
恋
情
を
吐
露
す
る
和

歌
を
送
ら
れ
返
歌
し
た
『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
九
段
の
妹
と
は
違
い
、
女
一
宮
は
沈
黙
す
る
。
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　『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
九
段
の
校
異
と
し
て
、
古
本
系
の
最
福
寺
本
に
は
「
い
と
を
か
し
き
き
ん
を
し
ら
へ
け
る
を
み
て
」、
時

頼
本
に
「
イ
ト
ヲ
カ
シ
ケ
ナ
ル
キ
ム
ヲ
シ
ラ
フ
ト
テ
ミ
ヲ
リ
テ
」
と
あ
る）

5
（

。
片
桐
洋
一
氏
は
「
こ
れ
ら
の
諸
本
こ
そ
『
源
氏
物

語
』
の
総
角
の
巻
の
記
述
に
よ
っ
て
本
文
を
改
変
し
た
と
見
る
べ
き
」
と
し
、「
絵
に
琴
が
描
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
述

べ
る
。
ま
た
、
こ
の
〈
絵
〉
に
よ
っ
て
、「
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
」
の
「
ね
よ
げ
」
に
は
「
根
よ
げ
」「
寝
よ
げ
」
に
加
え
、

「
音
よ
げ
」
と
い
う
三
重
の
掛
詞
を
響
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る）

6
（

。

　
同
様
に
考
え
る
な
ら
、
琴
を
教
え
る
絵
を
見
て
匂
宮
が
詠
ん
だ
「
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
心
地

こ
そ
す
れ
」
の
「
ね
み
む
」
も
「
根
」「
寝
」
と
、「
音
み
む
」
と
い
う
琴
の
音
を
み
る
意
味
が
加
わ
る
だ
ろ
う
。

　
勝
亦
志
織
氏
は
「
妹
に
琴
を
教
え
る
兄
」
に
注
目
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
妹
で
あ
る
あ
て
宮
に
琴
を
教
え
る
こ
と
を
口
実
に

近
づ
く
兄
・
源
仲
澄）

7
（

か
ら
近
親
恋
愛
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「『
源
氏
物
語
』
で
は
、『
伊
勢
物
語
』・『
う
つ
ほ
物

語
』
の
両
者
を
引
用
す
る
こ
と
で
近
親
恋
愛
的
な
場
面
を
こ
れ
み
よ
が
し
に
創
り
上
げ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か）

8
（

」
と
す
る
。

　
こ
の
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
で
は
、「
在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
」
と
場
面
を
限
定
し
て
い
る
が
、

「
人
の
結
ば
ん
」
だ
け
で
、
第
四
十
九
段
だ
と
容
易
に
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
単
に
『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
と
し
て
な
ら
ば
、「
妹

に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
」
と
い
う
一
文
が
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
、
妹
に
琴
を
教
え
る
と
い
う
要
素
が
加
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
亦
氏
の
指
摘
の
通
り
、
近
親
恋
愛
性
を
高
め
て
い
る
と
い
え
る
。

　
妹
に
琴
を
教
え
る
と
い
う
行
為
の
近
親
恋
愛
性
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
か
ら
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
な

い
要
素
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
描
か
れ
た
同
腹
妹
に
恋
を
し
な
が
ら
琴
を
教
え
る
兄
と
い
う
構
図
は
、『
伊
勢
物
語
』
を

〈
絵）

9
（

〉
に
し
た
時
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
う
し
た
〈
絵
〉
を
『
源
氏
物
語
』
は
匂
宮
と
女
一
宮
の
関
係
に
投
影
さ
せ
る
小
道
具
と
し

た
。
こ
の
場
面
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
経
由
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
一
段
に
「
琴
」
は
必
要



135

『伊勢物語』における音楽（近藤さやか）

な
い
。

　
最
後
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
伊
勢
物
語
』
の
音
楽
描
写
と
和
歌
の
比
重
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

五
　『
伊
勢
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
和
歌
と
音
楽

　『
伊
勢
物
語
』
は
和
歌
を
中
心
に
据
え
「
歌
物
語
」
と
分
類
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、
日
本
初
の
長
編
物
語
作
品
と
呼
ば
れ
る

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
琴
と
い
う
音
楽
を
主
題
に
し
て
い
る
。
音
楽
を
中
心
に
し
た
物
語
で
は
、
和
歌
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る

の
か
。『
う
つ
ほ
物
語
』
首
巻
で
あ
る
俊
蔭
巻
に
お
い
て
、
俊
蔭
の
娘
と
若
子
君
（
兼
雅
）
が
出
会
う
場
面
を
見
て
み
た
い）

10
（

。

　
東
面
の
格
子
一
間
上
げ
て
、
琴
を
み
そ
か
に
弾
く
人
あ
り
。
立
ち
寄
り
給
へ
ば
、
入
り
ぬ
。「
飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月

の
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
簀
子
の
端
に
居
給
ひ
て
、「
か
か
る
住
ま
ひ
し
給
ふ
は
、
誰
ぞ
。
名
告
り
し
給
へ
」
な
ど
の
た
ま

へ
ど
、
い
ら
へ
も
せ
ず
。
内
暗
な
れ
ば
、
入
り
に
し
方
も
見
え
ず
。
月
や
う
や
う
入
り
て
、

　
　
　
　
立
ち
寄
る
と
見
る
見
る
月
の
入
り
ぬ
れ
ば
影
を
頼
み
し
人
ぞ
わ
び
し
き

　
　
ま
た
、

　
　
　
　
入
り
ぬ
れ
ば
影
も
残
ら
ぬ
山
の
端
に
宿
惑
は
し
て
嘆
く
旅
人

　
　
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
か
の
人
の
入
り
に
し
方
に
入
れ
ば
、
塗
籠
あ
り
。（
俊
蔭
　
二
五
〜
二
六
）

　
琴
の
音
に
惹
か
れ
て
兼
雅
は
俊
蔭
の
娘
と
出
会
う
。「
飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
」
は
「
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
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る
る
か
山
の
は
に
げ
て
い
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
『
古
今
和
歌
集
』
八
八
四
番
歌
（
巻
第
十
七
雑
歌
上
）
あ
る
い
は
、『
伊
勢
物

語
』
第
八
十
二
段
で
寝
所
に
入
ろ
う
と
す
る
惟
喬
親
王
を
引
き
留
め
よ
う
と
詠
ま
れ
る
和
歌
の
引
用
で
あ
る
。
暗
い
中
を
月
の
明

か
り
を
頼
り
に
行
方
を
探
り
、
詠
む
和
歌
二
首
目
に
も
「
山
の
端
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
、
こ
の
場
面
で
兼
雅
の
業
平
幻
想
が

垣
間
見
え
る
。

　『
伊
勢
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
を
比
較
し
た
藤
井
貞
和
氏
の
論）

11
（

に
、
地
の
文
と
和
歌
と
の
対
応
関
係
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
和
歌
か
ら
前
文
が
創
り
上
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
前
文
部
分
と
作
歌
部
分
に
類
似

し
た
言
い
回
し
を
見
、
説
明
さ
れ
た
上
で
歌
が
詠
ま
れ
る
点
で
異
な
る
と
し
て
い
る
。

　『
う
つ
ほ
物
語
』
の
柱
と
な
る
秘
琴
伝
授
以
外
に
、
あ
て
宮
求
婚
譚
も
も
う
一
つ
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
祭
の
使
巻

に
、
以
下
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　
　
仲
忠
、
空
蟬
の
身
に
、
か
く
書
き
つ
け
て
奉
る
。

　
　
　
　「
言
の
葉
の
露
の
み
待
つ
う
つ
せ
み
も
む
な
し
き
物
と
見
る
が
わ
び
し
さ

　
　
ま
し
て
、
い
か
な
ら
む
」
と
聞
こ
え
た
り
。
あ
て
宮
、

　
　
　
　「
言
の
葉
の
は
か
な
き
露
と
思
へ
ど
も
わ
が
た
ま
づ
さ
と
人
も
こ
そ
見
れ

　
　
と
思
ふ
に
な
む
、
聞
こ
え
に
く
き
」
と
聞
こ
え
給
へ
り
。（
祭
の
使
　
二
〇
五
頁
）

　
返
事
を
請
う
仲
忠
が
空
蟬
に
書
き
つ
け
て
詠
む
和
歌
に
対
し
て
、
あ
て
宮
は
迂
闊
に
手
紙
に
し
た
返
事
は
し
に
く
い
と
断
る
歌

を
詠
む
。
視
覚
、
聴
覚
と
い
う
よ
り
は
、
手
紙
と
い
う
存
在
が
物
体
と
し
て
残
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
が
、
こ
の
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和
歌
は
会
話
の
一
部
と
化
し
て
い
る
。

　
男
女
の
恋
歌
と
は
別
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
多
く
描
か
れ
る
宴
の
場
面
に
は
、
参
加
者
に
よ
り
次
々
と
和
歌
が
詠
ま
れ
る
。

例
え
ば
、
吹
上
・
上
巻
の
源
涼
邸
、「
三
月
中
の
十
日
ば
か
り
に
、
藤
井
の
宮
に
、
藤
の
花
の
賀
し
給
ふ
」
場
面
で
は
、
以
下
の

よ
う
に
和
歌
が
詠
ま
れ
る）

12
（

。

例
の
、
物
の
音
ど
も
搔
き
合
は
せ
て
、
か
は
ら
け
度
々
に
な
り
て
、
君
た
ち
、
大
和
歌
遊
ば
す
。「
藤
の
花
を
折
り
て
、
松

の
千
歳
を
知
る
」
と
い
ふ
題
を
、
国
の
守
の
ぬ
し
、

　
　
　
　
藤
の
花
挿
頭
せ
る
春
を
数
へ
て
ぞ
松
の
齢
も
知
る
べ
か
り
け
る

　
　
あ
る
じ
の
君
、

　
　
　
　
春
雨
の
匂
へ
る
藤
に
懸
か
れ
る
を
齢
あ
る
松
の
た
ま
か
と
ぞ
見
る

　
　
侍
従
、

　
　
　
　
藤
の
花
染
め
来
る
雨
も
ふ
り
ぬ
れ
ば
玉
の
緒
結
ぶ
松
に
ぞ
見
え
け
る

　
　
少
将
、

　
　
　
　
汀
な
る
松
に
懸
か
れ
る
藤
の
花
影
さ
へ
深
く
思
ほ
ゆ
る
か
な

　
　
良
佐
、

　
　
　
　
円
居
し
て
い
づ
れ
久
し
と
藤
の
花
懸
か
れ
る
松
の
末
の
世
を
見
む

　
　
国
の
権
の
守
、

　
　
　
　
藤
の
花
懸
か
れ
る
松
の
深
緑
一
つ
色
に
て
染
む
る
春
雨
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右
近
将
監
松
方
、

　
　
　
　
紫
の
い
と
ど
乱
る
る
藤
の
花
映
れ
る
水
を
人
し
む
す
べ
ば

　
　
右
近
将
監
近
正
、

　
　
　
　
藤
の
花
宿
れ
る
水
の
あ
は
な
れ
ば
夜
の
間
に
波
の
折
も
こ
そ
す
れ

　
　
右
近
将
監
時
蔭
、

　
　
　
　
藤
の
花
色
の
限
り
に
匂
ふ
に
は
春
さ
へ
惜
し
く
思
ほ
ゆ
る
か
な

　
　
国
の
介
、

　
　
　
　
匂
ひ
来
る
年
は
経
ぬ
れ
ど
藤
の
花
今
日
こ
そ
春
を
聞
き
始
め
け
れ

　
　
ま
つ
り
ご
と
人
種
松
、

　
　
　
　
春
の
色
の
汀
に
匂
ふ
花
よ
り
も
底
の
藤
こ
そ
花
と
見
え
け
れ

　
　
な
ど
て
遊
び
暮
ら
す
。（
吹
上
　
上
　
二
六
〇
〜
二
六
一
）

　
次
々
と
詠
人
と
和
歌
が
列
挙
さ
れ
る
。
音
楽
と
酒
を
愉
し
み
、
題
に
合
わ
せ
て
一
人
ず
つ
和
歌
を
詠
み
上
げ
る
宴
の
空
間
で
あ

る
。
和
歌
を
詠
み
終
わ
っ
た
後
に
ま
た
「
遊
び
暮
ら
す
」
と
述
べ
ら
れ
、
音
楽
に
縁
取
ら
れ
る
空
間
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
の

源
融
の
河
原
院
の
宴
場
面
と
比
較
し
て
み
た
い
。『
伊
勢
物
語
』
第
八
十
一
段
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
む
か
し
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
い
ま
そ
が
り
け
り
。
賀
茂
河
の
ほ
と
り
に
、
六
条
わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ

く
造
り
て
、
す
み
た
ま
ひ
け
り
。
十
月
の
つ
ご
も
り
が
た
、
菊
の
花
う
つ
ろ
ひ
さ
か
り
な
る
に
、
も
み
ぢ
の
ち
ぐ
さ
に
見
ゆ



139

『伊勢物語』における音楽（近藤さやか）

る
を
り
、
親
王
た
ち
お
は
し
ま
さ
せ
て
、
夜
ひ
と
夜
、
酒
飲
み
し
遊
び
て
、
夜
明
け
も
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
こ
の
殿
の
お
も
し

ろ
き
を
ほ
む
る
歌
よ
む
。
そ
こ
に
あ
り
け
る
か
た
ゐ
お
き
な
、
板
敷
の
し
た
に
は
ひ
歩
き
て
、
人
に
み
な
よ
ま
せ
は
て
て
よ

め
る
。

　
　
　
　
塩
竈
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
な
ぎ
に
釣
す
る
船
は
こ
こ
に
よ
ら
な
む

と
な
む
よ
み
け
る
は
。
陸
奧
の
国
に
い
き
た
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
お
も
し
ろ
き
所
々
多
か
り
け
り
。
わ
が
み
か
ど
六
十
余

国
の
中
に
、
塩
竈
と
い
ふ
所
に
似
た
る
所
な
か
り
け
り
。
さ
れ
ば
な
む
、
か
の
お
き
な
、
さ
ら
に
こ
こ
を
め
で
て
、
塩
竈
に

い
つ
か
来
に
け
む
と
よ
め
り
け
る
。

　
親
王
た
ち
が
参
加
し
て
お
り
、
河
原
の
院
を
褒
め
る
歌
を
詠
む
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
和
歌
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
飲
酒
と
「
遊

び
」
の
管
弦
の
音
楽
が
後
景
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
遊
び
」
は
親
王
た
ち
の
和
歌
を
省
略
し
た
代
替
的
な
音
と

し
て
の
役
割
が
あ
ろ
う
。「
人
に
み
な
よ
ま
せ
は
て
て
よ
め
る
」
と
い
う
一
文
は
、
一
瞬
音
を
止
め
た
状
態
で
「
か
た
ゐ
お
き
な
」

が
河
原
の
院
に
お
け
る
塩
竈
の
発
見
を
詠
み
、
陸
奥
の
国
経
験
者
と
し
て
「
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
」
こ
と
源
融
と
繫
が
る
瞬

間
の
演
出
で
あ
る
。

　
第
八
十
一
段
に
続
く
第
八
十
二
段
は
惟
喬
親
王
の
元
に
集
う
人
々
の
宴
が
描
か
れ
る
。
中
盤
に
天
の
河
で
惟
喬
親
王
が
題
詠
さ

せ
る
場
面
が
あ
る
。

御
供
な
る
人
、
酒
を
も
た
せ
て
、
野
よ
り
出
で
来
た
り
。
こ
の
酒
を
飲
み
て
む
と
て
、
よ
き
所
を
求
め
ゆ
く
に
、
天
の
河
と

い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。
親
王
に
馬
の
頭
、
大
御
酒
ま
ゐ
る
。
親
王
の
の
た
ま
ひ
け
る
。「
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
河
の
ほ
と
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り
に
い
た
る
、
を
題
に
て
、
歌
よ
み
て
盃
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
よ
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
　
　
狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は
来
に
け
り

親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
誦
じ
た
ま
う
て
、
返
し
え
し
た
ま
は
ず
。
紀
の
有
常
、
御
供
に
仕
う
ま
つ
れ
り
。
そ
れ
が
返
し
、

　
　
　
　
ひ
と
と
せ
に
ひ
と
た
び
来
ま
す
君
待
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

　
惟
喬
親
王
が
何
度
も
口
ず
さ
む
も
の
の
返
歌
で
き
な
い
と
い
う
描
写
は
、
馬
の
頭
（「
男
」）
の
和
歌
が
素
晴
ら
し
い
為
だ
と
解

さ
れ
る
が
、
返
歌
で
き
な
い
ほ
ど
の
秀
歌
の
存
在
は
宴
と
い
う
空
間
に
お
い
て
は
、
場
を
乱
し
か
ね
な
い
異
分
子
と
も
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
で
は
、
紀
有
常
が
代
わ
り
に
返
歌
す
る
こ
と
で
そ
の
場
を
ま
と
め
収
め
て
い
る
。

　
第
八
十
一
段
の
源
融
の
河
原
の
院
も
第
八
十
二
段
の
惟
喬
親
王
の
渚
の
院
も
政
治
的
敗
者
の
集
団
と
位
置
付
け
ら
れ
、
公
の
宴

で
は
な
い
。
ど
ち
ら
も
花
を
愛
で
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
和
歌
を
詠
み
合
う
空
間
な
の
で
あ
る
。
公
の
宴
と
し
て
は
、
第
九
十
七
段

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
む
か
し
、
堀
河
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
と
申
す
、
い
ま
そ
が
り
け
り
。
四
十
の
賀
、
九
条
の
家
に
て
せ
ら
れ
け
る
日
、
中

将
な
り
け
る
お
き
な
、

　
　
　
　
桜
花
散
り
か
ひ
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に

　
藤
原
基
経
の
四
十
の
賀
に
お
い
て
　
寿
ぎ
に
し
て
は
「
散
り
か
ひ
曇
れ
」「
老
い
」
と
い
う
不
吉
な
言
葉
を
用
い
て
老
い
を
遠

ざ
け
る
旨
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
公
の
宴
で
は
な
い
が
第
百
一
段
で
も
、
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む
か
し
、
左
兵
衛
の
督
な
り
け
る
在
原
の
行
平
と
い
ふ
あ
り
け
り
。
そ
の
人
の
家
に
よ
き
酒
あ
り
と
聞
き
て
、
上
に
あ
り

け
る
左
中
弁
藤
原
の
良
近
と
い
ふ
を
な
む
、
ま
ら
う
ど
ざ
ね
に
て
、
そ
の
日
は
あ
る
じ
ま
う
け
し
た
り
け
る
。
な
さ
け
あ
る

人
に
て
、
か
め
に
花
を
さ
せ
り
。
そ
の
花
の
な
か
に
、
あ
や
し
き
藤
の
花
あ
り
け
り
。
花
の
し
な
ひ
、
三
尺
六
寸
ば
か
り
な

む
あ
り
け
る
。
そ
れ
を
題
に
て
よ
む
。
よ
み
は
て
が
た
に
、
あ
る
じ
の
は
ら
か
ら
な
る
、
あ
る
じ
し
た
ま
ふ
と
聞
き
て
来
た

り
け
れ
ば
、
と
ら
へ
て
よ
ま
せ
け
る
。
も
と
よ
り
歌
の
こ
と
は
し
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
す
ま
ひ
け
れ
ど
、
し
ひ
て
よ
ま
せ
け
れ

ば
、
か
く
な
む
、

　
　
　
　
咲
く
花
の
下
に
か
く
る
る
人
を
多
み
あ
り
し
に
ま
さ
る
藤
の
か
げ
か
も

「
な
ど
か
く
し
も
よ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、「
お
ほ
き
お
と
ど
の
栄
花
の
さ
か
り
に
み
ま
そ
が
り
て
、
藤
氏
の
、
こ
と
に
栄
ゆ

る
を
思
ひ
て
よ
め
る
」
と
な
む
い
ひ
け
る
。
み
な
人
、
そ
し
ら
ず
な
り
に
け
り
。

　
皆
の
歌
が
詠
み
終
わ
る
頃
に
や
っ
て
き
た
主
・
在
原
行
平
の
「
は
ら
か
ら
」
が
藤
原
氏
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
挑
発
的
な
歌
を
詠

む
。
こ
こ
で
も
他
の
参
加
者
の
歌
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
宴
の
場
を
乱
す
行
為
で
あ
る
。

　『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
参
加
者
の
和
歌
が
列
挙
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
一
首
が
特
別
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
う
つ
ほ
物
語
』
が
特
別
視
す
る
の
は
琴
の
音
で
あ
り
、
和
歌
は
会
話
や
手
紙
文
の
一
部
と
い

え
る
。

　
先
に
引
い
た
俊
蔭
の
娘
と
兼
雅
の
出
会
い
か
ら
後
、
再
会
に
お
い
て
も
、
琴
の
音
が
契
機
と
な
る
。
俊
蔭
か
ら
「
幸
ひ
に
も
災

ひ
に
も
、
極
め
て
い
み
じ
か
ら
む
時
、
弾
き
鳴
ら
せ
」
と
伝
え
ら
れ
た
二
つ
の
琴
の
一
つ
南
風
の
琴
を
弾
き
鳴
ら
し
て
い
た
と
こ



142

学習院大学人文科学論集 XIX（2010）

ろ
、
そ
の
音
を
聞
き
つ
け
た
兼
雅
は
「
琴
の
声
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
多
く
の
物
の
音
合
は
せ
た
る
声
に
て
、
内
裏
に
候
ふ
せ
た
風
の

一
つ
族
な
る
べ
し
。
い
ざ
給
へ
。
近
く
て
聞
か
む
」
と
音
を
辿
り
俊
蔭
の
娘
と
再
会
し
、
息
子
の
仲
忠
と
対
面
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
面
に
和
歌
は
な
い
。

　
会
話
に
よ
っ
て
物
語
が
進
め
ら
れ
て
い
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
だ
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
む
前
に
和
歌
の
効
果

を
最
大
限
発
揮
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
は
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
に
と
っ
て
中
心
に
し
た
の
は
和
歌
で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お

い
て
は
琴
、
特
に
秘
琴
の
音
色
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
と
第
四
十
九
段
を
中
心
に
、『
伊
勢
物
語
』
に
あ
ま
り
描
か
れ
な
い
音
楽
の
意
味
を
考
察
し
た
。
和

歌
を
核
と
し
て
展
開
す
る
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
和
歌
の
力
を
最
大
限
に
生
か
す
こ
と
が
主
眼
と
な
っ
て
い
る
。
和
歌
を
詠
む
と

い
う
聴
覚
効
果
を
演
出
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
外
の
音
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
風
吹
け
ば
」
の
歌
が
、『
古
今
和
歌

集
』
九
九
四
番
歌
の
よ
う
な
伝
承
歌
か
ら
第
二
十
三
段
の
三
場
面
に
わ
た
る
物
語
に
な
る
為
に
、「
風
吹
け
ば
」
歌
が
物
語
の
中

心
と
な
る
べ
く
演
出
さ
れ
て
い
る
。

　
化
粧
し
て
う
ち
な
が
め
る
と
い
う
行
動
は
「
男
」
の
妻
に
も
他
に
男
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
の
緊
迫
感
を
一
気
に

高
め
た
後
の
反
転
、
夫
の
身
を
案
じ
る
思
い
を
詠
む
和
歌
に
弛
緩
さ
れ
る
。
視
覚
か
ら
聴
覚
に
転
ず
る
効
果
に
よ
っ
て
女
の
思
い

は
和
歌
に
集
約
さ
れ
表
現
さ
れ
る
。
第
二
十
三
段
で
女
が
琴
を
弾
か
な
い
理
由
に
は
そ
う
し
た
和
歌
と
い
う
聴
覚
効
果
を
最
大
限

生
か
す
為
の
演
出
で
あ
っ
た
。
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第
四
十
九
段
を
引
い
た
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
は
琴
を
教
え
る
と
い
う
絵
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
琴
と
い
う
音
楽
を
中
心

に
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
仲
澄
が
同
腹
妹
で
あ
る
あ
て
宮
に
琴
を
教
え
る
と
い
う
近
親
恋
愛
的
要
素
を
加
え
た
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

　
音
楽
を
主
題
に
長
編
物
語
作
品
と
し
て
成
っ
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
和
歌
の
取
り
扱
い
方
の
比
較
に
お
い
て
も
、
い
か
に

『
伊
勢
物
語
』
が
和
歌
の
演
出
に
集
約
し
た
作
品
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
歌
物
語
と
長
編
物
語
と
い
う
二
つ
の
形
態
を

代
表
す
る
作
品
に
占
め
る
音
楽
の
位
置
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、『
伊
勢
物
語
』
は
詠
む
和
歌
の
聴
覚
効
果
を
生
か
す
た
め
に
、
音

楽
を
制
御
し
、
和
歌
の
力
を
発
揮
で
き
る
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
注

『
伊
勢
物
語
』
及
び
、『
竹
取
物
語
』、『
大
和
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
ま
た
、『
古
今
和
歌

集
』
は
新
編
国
歌
大
観
、『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
は
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
　
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
1
）　『
愚
見
抄
』（
塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
第
十
八
輯
上
』
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
二
四
年
）

　
　「
う
れ
へ
の
中
に
あ
そ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
程
す
ゞ
む
を
い
ふ
べ
し
」

　
　『
勢
語
臆
断
』（
久
松
潜
一
監
修
・
築
島
裕
（
他
）
編
集
『
契
沖
全
集
　
第
九
巻
』
岩
波
書
店
　
一
九
七
四
年
）

　
　「
こ
れ
ら
は
よ
ろ
づ
の
し
わ
ざ
を
打
や
め
た
る
を
遊
ふ
と
い
へ
る
歟
」

　
　『
古
意
』（『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
16
巻
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
八
一
年
）

　
　「
い
と
ま
有
て
を
る
を
も
遊
ぶ
と
云
也
、
葬
禮
の
事
の
み
執
て
、
常
は
公
事
な
き
を
遊
部
と
云
が
如
し
」

（
2
）　『
闕
疑
抄
』（
堀
内
秀
晃
・
秋
山
虔
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
七
年
）
と
『
臆
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断
』
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
四
〇
九
歌
（
第
五
・「
ふ
え
」）「
い
へ
ば
え
に
ふ
か
く
か
な
し
き
ふ
え
竹
の
よ
ご
ゑ
や
た
れ
と
と
ふ
人
も

が
な
」
を
引
く
。
ま
た
、『
臆
断
』
に
は
「
笛
を
吹
て
う
た
ふ
は
、
そ
れ
と
し
ら
れ
ん
と
な
る
へ
し
」
と
す
る
。

（
3
）　
仁
平
道
明
「『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
と
李
白
「
長
干
行
」」『
文
藝
研
究
』
第
100
集
　
一
九
八
二
年
五
月

　
　
ま
た
、
菊
地
靖
彦
氏
も
「『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
「
大
和
」
を
め
ぐ
っ
て
│
一
四
九
段
を
発
端
と
し
て
│
」（『
文
藝
研
究
』 

第
103
集   

一

九
八
三
年
五
月
）
に
お
い
て
、
同
様
に
「
齟
齬
を
せ
め
て
も
小
さ
く
し
よ
う
と
す
る
」
た
め
と
し
、
こ
れ
を
引
く
雨
海
博
洋
氏
も
「
河
内

の
国
高
安
と
大
和
の
国
葛
城
│
伊
勢
物
語
と
大
和
物
語
」（
福
井
貞
助
編
『
伊
勢
物
語
│
諸
相
と
新
見
』
風
間
書
房
　
一
九
九
五
年
）
で

地
方
官
階
級
か
ら
行
商
風
情
へ
の
変
化
と
し
て
い
る
。

（
4
）　『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
作
品
名
を
初
め
て
提
示
し
た
作
品
は
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
。「
伊
勢
物
語
に
正
三
位
を
合
は
せ
て
、
ま
た
定

め
や
ら
ず
」（
絵
合
巻
　
三
八
一
）
で
あ
る
が
、
の
「
業
平
が
名
を
や
朽
す
べ
き
」
と
主
張
す
る
平
内
侍
に
、
藤
壺
は
「
在
五
中
将
の
名

を
ば
え
朽
さ
じ
」
と
肩
を
持
つ
。『
源
氏
物
語
』
に
は
『
伊
勢
物
語
』
＝
業
平
＝
在
五
中
将
と
い
う
図
式
が
絵
合
巻
で
提
示
さ
れ
て
お
り
、

総
角
巻
で
は
「
在
五
が
物
語
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
5
）　
池
田
龜
鑑
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
　
校
本
篇
』（
大
岡
山
書
店 

一
九
五
八
年
）

　
　
石
田
穣
二
（『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』
竹
林
舎
　
二
〇
〇
四
年
）
は
、
こ
の
二
本
の
「
し
ら
ぶ
」
の
箇
所
を
問
題
と
し
、「
最
福
寺
本
・
時
頼

本
の
本
文
は
逆
に
「
を
し
ふ
」
か
ら
「
を
し
ら0

ふ
」
に
転
訛
し
た
結
果
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
る
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。「
き
ん
を
し

ふ
と
て
」（
吉
田
本
書
き
入
れ
一
本
）
↓
「
キ
ム
ヲ
シ
ラ0

フ
ト
テ
」（
時
頼
本
）
↓
「
き
ん
を
し
ら
べ
け
る
を
」（
最
福
寺
本
）
と
い
っ
た

過
程
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
頼
本
の
本
文
の
不
自
然
さ
は
転
訛
し
た
傍
書
本
文
を
そ
の
ま
ま
本
文
に
取
り
入
れ
た
所

に
発
し
、
最
福
寺
本
の
本
文
は
そ
の
修
正
と
見
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
6
）　『
鑑
賞
日
本
の
古
典
　
第
五
巻
』
角
川
書
店
　
一
九
七
五
年

（
7
）　
仲
澄
が
あ
て
宮
に
琴
を
教
え
る
場
面
は
全
四
例
あ
る
。

　
　
①
こ
の
侍
従
も
あ
や
し
き
戯
れ
人
に
て
、
よ
ろ
づ
の
人
の
、「
婿
に
な
り
給
へ
」
と
、
を
さ
を
さ
聞
こ
え
給
へ
ど
も
、
さ
も
も
の
し
給
は

ず
、「
こ
の
同
じ
腹
に
も
の
し
給
ふ
あ
て
宮
に
聞
こ
え
つ
か
む
」
と
思
せ
ど
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、
た
だ
、
御
琴
を
習
は
し
奉
り

給
ふ
つ
い
で
に
、
遊
び
な
ん
ど
し
給
ひ
て
、
こ
な
た
に
の
み
な
む
、
常
に
も
の
し
給
ひ
け
る
。（
藤
原
の
君   

七
八
）

　
　
②
長
門
、
喜
び
て
参
り
ぬ
。
孫
の
、
た
て
き
と
い
ふ
を
呼
び
て
、「
姫
君
は
、
い
づ
く
に
か
お
は
し
ま
す
」。
た
て
き
、「
侍
従
の
君
と
、
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御
琴
遊
ば
す
」（
藤
原
の
君
　
九
七
）

　
　
③
侍
従
の
君
、
御
琴
遊
ば
す
つ
い
で
に
、

　
　
　
　
人
を
思
ふ
心
い
く
ら
に
砕
く
れ
ば
多
く
忍
ぶ
に
な
ほ
言
は
る
ら
む

　
　
例
の
聞
き
入
れ
給
は
ず
。
・
・
・

　
　﹇
こ
こ
は
、
大
将
殿
。
あ
て
宮
、
お
は
す
。
侍
従
の
君
と
、
御
琴
遊
ば
す
。
・
・
・
﹈（
藤
原
の
君
　
一
〇
二
）

　
　
④
「
何
か
は
、
知
り
給
へ
れ
ば
。
ま
だ
小
さ
か
り
し
時
、
箏
の
琴
習
は
し
し
頃
な
む
、
あ
や
し
く
、
思
は
ぬ
や
う
な
る
気
色
な
む
見
え

し
。
・
・
・
」（
蔵
開
・
上
　
五
一
四
）

（
8
）　『
物
語
の
〈
皇
女
〉
│
も
う
ひ
と
つ
の
王
朝
物
語
史
』
笠
間
書
院
　
二
〇
一
〇
年
　
第
一
章
第
二
節

（
9
）　
実
際
に
あ
っ
た
「
絵
」
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
り
は
、「
琴
」
と
「
音
」
と
い
う
聴
覚
要
素
を
「
絵
」
と
い
う
視
覚
要
素
の
中
に
閉
じ

込
め
て
描
く
点
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
を
『
伊
勢
物
語
』
と
同
レ
ベ
ル
で
表
現
し
よ
う
と
し
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
態
度
が
見

て
取
れ
よ
う
か
。

（
10
）　
琴
を
み
そ
か
に
弾
く
音
に
惹
か
れ
て
立
ち
寄
る
場
面
に
は
、『
古
今
和
歌
集
』
九
八
五
番
歌
（
巻
第
一
八
　
雑
歌
下
）
の
影
響
が
指
摘

さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
な
ら
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
あ
れ
た
る
家
に
女
の
琴
ひ
き
け
る
を
き
き
て
よ
み
て
い
れ
た
り
け
る

よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ

　
　
　
　
わ
び
び
と
の
す
む
べ
き
や
ど
と
見
る
な
へ
に
歎
き
く
は
は
る
こ
と
の
ね
ぞ
す
る

（
11
）　「
和
歌
と
物
語
│
『
伊
勢
物
語
』
そ
し
て
『
宇
津
保
』」『
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
43
巻
第
2
号
一
九
八
八
年
二
月

（
12
）　
こ
の
藤
井
の
宮
の
前
に
は
「
渚
の
院
」
に
て
「
都
鳥
」
歌
を
詠
む
場
面
が
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連
が
興
味
深
い
が
、
稿
を
改

め
た
い
。
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The music in Ise monogatari

KONDO, Sayaka 　

　There are few descriptions of music in Ise monogatari.

　The word of “asobi” （performance with wind and stringed instruments ）appears in episode 46 and 81, and the only 

description of musical instrument is “fue” in the episode 65 .Compared with the other literary works, it is understood that 

Ise monogatari internationally omits the description of music.

　The waka of ‘kazefukeba’ in the episode 23 is collected in to Kokinwakashu, in which it is sung playing the “koto”. In 

Ise monogatari , there are no scenes where the “koto” is played. Why don’t the woman in Ise monogatari play the “koto” ?

　As for this answer,there is a theory that assumes the status hierarchy of the characters was rewritten.

　In my main discourse, it considered it from the relation between the sense of sight and the sense of hearing that 

effectively produced the waka.

　Ise monogatari’s story centers round the waka. I considered that music was excluded to stress the power of the written 

waka in Ise monogatari.
（ 人 文 科 学 研 究 科 日 本 語 日 本 文 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 三 年 ） 　


