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「
み
る
」
を
中
心
に
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１

文
学
に
お
い
て
「
白
然
」
が
「
恋
」
と
と
も
に
重
要
な
題
材
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
恋
」
そ
の
も
の

も
「
自
然
」
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
自
然
観
の
変
遷

は
文
学
　
　
と
く
に
古
代
文
学
を
見
て
い
く
上
で
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は

で
き
た
い
。
こ
う
し
た
「
自
然
」
と
の
関
わ
り
を
文
学
の
上
で
見
て
い
く
場
合
、

十
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
古
今
和
歌
集
を
い
わ
ゆ
る
「
融
即
か
ら
乖
離
へ
」
と
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い
う
自
然
観
の
変
遷
に
お
い
て
、
一
つ
の
「
自
然
回
復
の
試
み
」
と
し
て
評
価

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
「
自
然
」
は
、
言
語
表
象
の
世

界
に
お
い
て
よ
り
明
確
な
像
を
結
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
言
語
空
問
、
と
り
わ

け
和
歌
の
そ
れ
に
お
い
て
「
自
然
」
は
「
四
季
」
の
確
立
に
．
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
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そ
う
し
た
和
歌
に
お
い
て
自
然
観
　
　
言
語
内
的
存
在
と
し
て
の
自
然
と
人

間
と
の
関
わ
り
　
　
を
考
え
る
と
き
、
「
み
る
」
こ
と
が
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ

ソ
ト
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
み
る
」
こ
と
は
最
も

基
本
的
な
自
然
の
認
識
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
歌
の
詠
出
法
と
し
て
は
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万
葉
集
を
「
み
る
」
歌
、
古
今
和
歌
集
を
「
お
も
ふ
」
歌
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
も
で
き
、
歌
に
お
げ
る
自
然
対
象
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
も
万
葉
集
で
は

「
み
る
」
あ
る
い
は
「
み
る
」
に
関
わ
る
視
点
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
多
い
が
、

ま
た
、
　
「
お
も
ふ
」
歌
と
さ
れ
る
古
今
和
歌
集
に
お
い
て
も
自
然
と
関
わ
り
の

深
い
四
季
歌
を
み
れ
ぱ
、
対
象
を
「
み
る
」
と
い
う
視
点
で
と
ら
え
て
い
る
も

の
が
多
い
。

　
「
み
る
」
こ
と
を
自
然
観
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
な
ら
ぱ
、
「
み
る
も
の
」

と
「
み
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
区
別
が
な
い
、
す
な
わ
ち
み
る
も
の
と
し
て
の

人
問
と
、
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
自
然
と
の
境
界
の
な
い
状
態
を
融
即
の
関
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〈
古
今
和
歌
集
に
お
け
る
「
み
る
」
の
数
Ｖ

係
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
乖
離
と
は
、
い
わ
ぱ
「
み
る
も
の
」

と
「
み
ら
れ
る
も
の
」
と
に
意
識
の
上
で
分
か
れ
た
状
態
を
指
す
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
が
文
字
言
語
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
場
合
、
　
「
み
る
も

の
」
と
「
み
ら
れ
る
も
の
」
の
関
係
は
文
守
言
語
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
さ
ら
に
客
観
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
個
の
完
結
し
た
言
語
空
問
の
中
に

お
い
て
、
自
然
は
言
語
に
よ
っ
て
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
と
な
る
。
主
体
と
し

て
の
人
間
の
側
か
ら
す
れ
ぱ
、
　
「
み
る
」
こ
と
は
、
自
然
の
う
ち
か
ら
自
已
に

と
っ
て
の
意
味
を
見
出
だ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
二
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉

　
と
ぞ
た
れ
り
け
る
。
世
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ぱ
、
心

　
に
お
も
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
き
く
も
の
に
っ
げ
て
、
い
ひ
い
だ
せ
る
な

　
り
。
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
げ
ぱ
、
い
き
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と
し
い
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
げ
る
。

　
こ
の
古
今
和
歌
集
の
「
仮
名
序
」
に
は
文
学
と
し
て
の
「
和
歌
」
の
確
立
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ウ
タ
か
ら
歌
へ
の
変
化
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
和
歌
観
は
、
　
「
心
に
お
も
ふ
こ
と
」
を

「
み
る
も
の
き
く
も
の
」
に
っ
け
て
言
語
表
象
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、

対
象
そ
の
も
の
を
詠
む
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
思
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

対
象
に
託
す
の
で
あ
り
、
思
い
が
対
象
を
選
び
と
る
と
い
う
古
今
の
特
徴
的
な

あ
り
方
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
　
「
み
る
」
こ
と
は
思
い
を
表
現
す
る
た
め
の

媒
介
に
す
ぎ
ず
、
言
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
も
の
は
主
体
の
「
心
」
の
か
た

ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
き
わ
め
て
主
観
的
主
情
的
た
自
然
詠
と
な

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
今
和
歌
集
の
自
然
対
象
と
主
体
と
の
関
わ
り
を

「
み
る
」
こ
と
を
通
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
万
葉
集
に
お
い
て
か
た
り
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
に
「
み
れ
ど
も
あ
か
ず
」
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
古
今
和
歌
集
に
至
っ
て
は
、
次
の
二
首
だ
げ
と
な

っ
て
し
ま
う
。

　
春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
花
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
き
み
に
も
あ
る
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
六
八
四
）

　
春
さ
れ
ば
野
辺
に
ま
づ
さ
く
み
れ
ど
あ
か
ぬ
花
ま
ひ
な
し
に
た
の
る
べ
き



　
は
な
の
な
な
れ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
一
〇
〇
八
）

そ
れ
故
に
、
こ
の
表
現
の
極
端
な
減
少
の
意
味
を
「
み
る
」
こ
と
と
「
み
ら
れ

る
」
対
象
と
の
関
わ
り
の
中
で
探
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
今
的
な
視
点
が

と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
み
れ
ど
も
あ
か
ず
」
と
い
う
表
現
は
、

万
葉
も
時
代
を
経
る
に
っ
れ
て
、
「
い
く
ら
み
て
も
み
あ
き
な
い
ほ
ど
美
し
い
」

と
い
う
、
美
し
さ
の
程
度
の
大
ぎ
さ
を
示
す
単
た
る
讃
辞
表
現
と
な
り
、
形
骸

化
、
常
套
化
し
て
い
く
過
程
で
だ
ん
だ
ん
と
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
八
四
番
歌
で
も
一
〇
〇
八
番
歌
で
も
、
美
し
さ
を
表
現
す
る
た
め
の
讃
辞
で

あ
る
こ
と
は
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
の
減
少
の
裏
に
は
も
っ
と

別
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
っ
ま
り
、
　
「
み
れ
ど
も
あ
か
ず
」
と
い
う
表

現
が
古
今
和
歌
集
に
．
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
讃
辞
と
し
て
の
意
味
を
な
さ
な
く

た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
六
八
四
番
歌
の
「
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
に
っ
い
て
『
古
今
和
歌
集
正
義
』
は
、

「
霞
め
る
山
の
桜
は
、
さ
や
か
な
ら
ぬ
を
、
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
の
序
と
す
。
あ
か
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ぬ
は
心
に
た
ら
ぬ
也
。
是
も
讐
へ
を
か
ね
し
序
と
云
べ
し
」
と
解
き
、
そ
れ
に

対
し
て
金
子
元
臣
の
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
は
、
　
「
た
父
霞
中
の
花
は
、
景
気

面
白
く
て
、
見
飽
か
ぬ
由
と
す
べ
し
」
と
解
い
て
い
る
。
そ
れ
に
っ
い
て
竹
岡

正
夫
氏
は
、
さ
や
か
な
ら
ぬ
故
に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
な
く
て
、
心
に
満
足
し

な
い
と
す
る
前
者
よ
り
も
、
美
し
い
故
に
、
い
く
ら
見
て
も
見
飽
き
る
こ
と
が
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な
い
と
す
る
後
者
の
解
釈
の
方
が
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
女
性
を
す
で
に
見
た

こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
恋
の
歌
に
お
い
て
は
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
て

　
＠

い
る
。
確
か
に
歌
の
解
釈
と
し
て
は
そ
う
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
や

は
り
「
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
は
一
種
の
讃
辞
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
」
を
「
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
に
か
か
る
「
有

　
　
　
＠

心
の
序
」
と
す
れ
ぼ
、
　
「
た
父
霞
中
の
花
は
、
景
気
面
白
」
い
た
め
に
序
に
な

っ
た
と
考
え
る
の
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。
遠
く
た
な
び
い
た
霞
の
、
そ
の
間
か

ら
見
え
隠
れ
す
る
山
桜
の
風
情
の
美
し
さ
だ
け
が
「
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
と
い

う
表
現
を
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
こ
の
表
現
の
ど
こ
に
「
み
れ
ど
も
あ

か
ぬ
」
の
序
と
な
り
得
る
要
素
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
古
今
栄
雅
抄
』
で

は
「
か
す
み
の
問
よ
り
、
や
ま
の
花
を
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
が
ご
と
き
（
後
略
）
」
、

『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書
』
で
は
「
山
桜
霞
の
間
よ
り
と
い
ふ
に
お
な
じ
」

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
く
古
今
四
七
九
番

の
　
山
ざ
く
ら
霞
の
ま
よ
り
ほ
の
か
に
も
み
て
し
人
こ
そ
こ
ひ
し
か
り
け
れ

と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
「
山
ざ
く
ら
霞
の
ま
よ
り
」
が
、
　
「
ほ
の
か

に
も
み
」
る
こ
と
を
導
き
出
し
て
い
る
。
　
「
ほ
の
か
に
も
」
と
い
う
表
現
に
は

「
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
く
て
も
」
と
い
う
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
　
「
春
霞
た
た
び
く
山
の
さ
く
ら
花
」
は
、
や
は
り

『
正
義
』
に
い
う
よ
う
に
、
　
「
さ
や
か
な
ら
ぬ
」
も
の
、
は
っ
き
り
見
る
こ
と
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が
で
き
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
花
を
隠
す
も
の
と
し
て
の
霞
は
古
今
和
歌
集
で
は
す
で
に
自
然
の
景
物
の
一

つ
の
固
定
的
た
と
ら
え
方
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
た
だ
で
さ
え
も
疾
く
散
り
、

飽
く
ほ
ど
見
ら
れ
ぬ
桜
の
、
そ
の
上
に
遠
く
霞
ん
で
さ
や
か
に
は
見
え
ぬ
姿
。

そ
れ
は
「
恋
」
の
情
趣
と
し
て
は
『
両
度
聞
書
』
に
い
う
よ
う
に
「
あ
ひ
見
て

後
の
猶
あ
か
ぬ
よ
し
」
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
桜
の
花
は
古
今
で
は
最
高
の

花
で
あ
り
、
「
春
霞
た
た
び
く
山
の
さ
く
ら
花
」
と
い
う
有
様
も
素
晴
し
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
歌
に
お
い
て
「
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
が
「
き
み
」

を
充
分
に
称
讃
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を

逆
に
考
え
て
み
る
た
ら
ぱ
、
「
春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
」
と
い
う
、
誰

の
目
に
も
明
ら
か
に
美
し
い
と
映
る
も
の
を
序
詞
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す

な
わ
ち
「
春
霞
た
た
び
く
山
の
さ
く
ら
花
」
と
い
う
対
象
を
「
み
る
」
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
」
と
い
う
表
現
が
讃
辞
た
り
得
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
れ
を
万
葉
集
の
歌
と
比
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
違
い
を
感
じ
る
。

例
え
ば
、

　
河
の
へ
の
っ
ら
っ
ら
椿
っ
ら
っ
ら
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
巨
勢
の
春
野
は
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万
葉
五
六
）

と
い
う
歌
で
は
、
実
際
に
眼
前
に
あ
る
も
の
に
「
つ
ら
つ
ら
」
と
く
い
入
る
よ

う
に
見
て
い
る
。
　
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
と
い
う
表
現
は
、
比
職
で
も
、
単
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

る
讃
辞
で
も
恋
く
、
実
際
に
「
み
る
」
こ
と
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
見
て
も
見

飽
き
る
こ
と
の
な
か
っ
た
の
が
万
葉
集
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
対
象
を
「
み
る
」

こ
と
に
お
い
て
鋭
さ
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
古
今
の
は
、
事
実
上
飽
く
ほ
ど

も
見
ら
れ
ぬ
も
の
へ
の
、
い
つ
ま
で
も
見
て
い
た
と
い
う
不
可
能
な
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
見
ら
れ
た
い
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
思
い
が
か

き
た
て
ら
れ
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ぱ
垣
問
見
の
視
点
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
古
今
以
後
に
も
「
み
れ
ど
も
あ
か
ず
」
と
い
う
表
現
は
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ

て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
拾
遺
４
首
の
う
ち
２
首
は
人
麿
の
歌
で
あ
る
。

〈
「
見
れ
ど
も
あ
か
ず
」
の

　
使
わ
れ
て
い
る
歌
数
Ｖ

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ひ
ね
も
す
に
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
紅
葉
は
い
か
た
る
山
の
嵐
た
る
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
二
二
五
）

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
は
る
ご
と
に
み
れ
ど
も
あ
か
ず
や
ま
ざ
く
ら
年
に
や
花
の
さ
き
ま
さ
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
一
ニ
ハ
）

「
み
れ
ど
も
あ
か
ず
」
と
い
う
表
現
が
、
さ
ら
に
修
飾
的
に
た
っ
て
い
た
こ
と

は
右
の
二
首
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
「
ひ
ね
も
す
に
」
と

い
う
時
間
的
な
長
さ
、
あ
る
い
は
「
は
る
ご
と
に
」
と
い
う
回
数
的
た
多
さ
を



示
す
こ
と
ぱ
を
冠
す
る
こ
と
で
「
あ
か
ず
」
と
い
う
表
現
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　
万
葉
集
と
古
今
以
降
の
和
歌
集
と
に
お
げ
る
こ
う
し
た
違
い
は
、
　
「
み
る
」

こ
と
自
体
の
変
質
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
「
み
る
」
は
、
対
象
を
十

全
に
把
握
し
、
あ
る
意
味
で
は
領
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
自
ら
も
そ

の
対
象
と
一
体
化
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
古
今
の
は
対
象
の
あ
る
瞬
時
の

有
様
を
単
に
視
覚
化
す
る
「
み
る
」
で
あ
り
、
「
み
る
」
こ
と
に
お
げ
る
広
が

り
が
な
く
な
り
、
視
覚
と
い
う
機
能
だ
げ
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
そ
こ
で
は
対
象
と
の
距
離
が
認
め
ら
れ
る
。

３

　
そ
も
そ
も
「
み
る
」
と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う
た
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
土
橋
寛
先
生
は
「
古
代
に
お
い
て
は
単
な
る
感
覚
的
行
為
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

く
、
生
命
・
霊
魂
に
拘
わ
る
行
為
」
で
あ
る
と
い
う
、
　
「
み
る
」
こ
と
の
タ
マ

フ
リ
的
意
義
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
「
み
ら
れ
る
も
の
」
は
「
み
る
も
の
」
の

の
心
に
融
即
し
て
お
り
、
　
「
み
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
も
の
の
生
命
力
が

そ
れ
を
「
み
た
も
の
」
に
転
移
さ
れ
る
。
　
「
み
る
」
こ
と
の
も
つ
呪
術
的
・
儀

礼
的
な
性
格
は
「
国
見
」
の
「
見
」
と
も
通
じ
る
。
　
「
み
る
」
こ
と
が
単
た
る

「
視
覚
す
る
」
意
を
超
え
て
、
対
象
を
所
有
す
る
こ
と
と
は
ほ
と
ん
ど
同
義
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
み
る
」
の
中
に
は
時
間
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
現
在
見
て
い
る
、
そ
の
瞬
問
の
時
だ
げ
で
は
な
く
、
予
祝
し
、
繁

　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
い
わ
ぱ
「
時
問
を
先
取
り
し
、
そ
こ
に
長
い
未
来
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

と
開
か
れ
て
い
る
時
間
」
が
存
在
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
み
る
」
こ
と
の
原
初
的
た
意
味
が
次
第
に
失
わ
れ
て
い
く
中

で
、
　
「
み
る
」
と
い
う
行
為
が
ほ
か
た
ら
ぬ
個
と
し
て
の
自
分
自
身
に
か
か

わ
る
こ
と
と
な
り
、
自
然
が
自
己
の
意
識
の
内
に
個
的
な
意
味
を
も
ち
始
め

る
。　

天
離
る
夷
の
長
道
ゆ
恋
ひ
来
れ
ぱ
明
石
の
門
よ
り
大
和
島
見
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
二
五
五
）

　
旅
に
し
て
物
恋
し
き
に
山
下
の
赤
の
そ
ほ
船
沖
に
楮
ぐ
見
ゆ
（
万
葉
二
七
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

折
口
信
夫
が
「
叙
景
歌
の
発
生
」
と
騎
旅
の
歌
と
を
関
連
さ
せ
て
い
る
こ
と
と
、

こ
れ
ら
の
歌
に
お
け
る
「
み
る
」
こ
と
の
あ
り
様
と
は
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

い
わ
ぱ
、
対
象
が
そ
の
も
の
と
し
て
、
自
然
が
自
然
と
し
て
歌
人
自
身
と
対
時

す
る
世
界
が
開
げ
始
め
た
と
い
え
よ
う
か
。
　
「
み
る
も
の
」
と
「
み
ら
れ
る
も

の
」
と
の
間
に
あ
っ
た
融
即
的
な
関
係
が
崩
壌
し
、
「
み
る
」
こ
と
が
「
み
る
」

主
体
か
ら
対
象
へ
の
一
方
的
た
関
わ
り
方
に
な
り
、
個
と
の
関
係
の
中
に
お
い

て
白
然
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
「
自
然
が
『
見
ら
れ
る
も
の
』
と
た
る

こ
と
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ぱ
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
た
景
観
の
確
立
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
＠

は
風
景
の
出
現
」
へ
の
過
程
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
歌
に
お
け
る
「
見
ゆ
」
と
い
う
視
点
は
、
ま
ず
そ
れ
自
体
が
「
み

る
」
に
比
べ
て
外
界
と
の
か
か
わ
り
に
，
お
い
て
受
身
的
で
あ
り
、
よ
り
観
照
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

に
な
っ
て
い
る
。
　
「
万
葉
集
に
独
自
な
『
見
ゆ
』
に
は
、
万
葉
人
が
言
語
場
外

面
の
も
の
を
観
入
的
に
直
観
し
た
、
そ
の
見
の
尤
な
る
一
例
を
見
る
べ
き
で
あ

　
○る

」
と
森
重
敏
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
自
然
が
自
然
と
し
て
見

ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
見
ら
れ
た
自
然
が
見
た
主
体
の
心
情
と
一
体
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
唐
木
順
三
氏
は
万
葉
に
お
げ
る
「
み
る
」
に
つ
い
て
、
「
『
見
る
』
が
単
に
空

間
で
は
た
く
、
時
問
に
か
か
は
っ
て
ゐ
る
。
見
る
こ
と
は
過
去
に
か
か
は
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

そ
し
て
ま
た
と
き
に
未
来
に
ま
で
及
ん
で
」
、
そ
れ
を
眼
前
の
事
物
に
お
い
て

見
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
時
間
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
呪
術
的
な
「
み

る
」
は
、
あ
る
意
味
で
、
そ
の
「
み
る
」
う
ち
に
未
来
に
っ
た
が
る
永
遠
の
時

問
を
含
む
。
さ
き
ほ
ど
の
人
磨
や
黒
人
の
歌
の
「
見
ゆ
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
で

は
あ
る
が
、
　
「
見
ゆ
」
が
心
情
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、
心
情
の
孕
ん
で
い
る

時
間
的
な
広
が
り
　
　
自
己
の
心
情
的
時
間
　
　
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

次
第
に
「
観
入
す
る
」
と
い
う
、
っ
き
さ
す
よ
う
な
眼
は
失
わ
れ
て
い
き
、
時

代
を
経
る
と
と
も
に
「
み
る
」
の
意
味
も
単
な
る
機
能
と
し
て
の
「
視
覚
」
へ

と
変
質
し
、
そ
れ
と
と
も
に
「
み
る
」
の
含
む
時
間
性
は
、
固
定
的
、
静
止
的

た
も
の
へ
と
変
化
す
る
。

　
天
の
海
に
月
の
船
浮
け
桂
揖
か
げ
て
糖
ぐ
見
ゆ
月
人
壮
子
（
万
葉
二
二
二
五
）

　
白
雲
に
は
ね
う
ち
か
は
し
と
ぶ
か
り
の
か
ず
さ
へ
み
ゆ
る
あ
き
の
よ
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
一
九
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
高
橋
文
二
氏
が
「
見
ゆ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
「
例
え
ぱ
文
法
的
に
も
、
上

代
の
そ
れ
が
終
止
移
に
承
接
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
平
安
時
代
以
後
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
…
…
（
中
略
）
…
…
連
体
形
を
承
げ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
～
す

る
見
ゆ
」
が
そ
の
行
為
の
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
動
き
と
時
間
を
包
摂
す
る

の
に
対
し
て
、
「
～
見
ゆ
」
は
実
際
に
は
動
き
を
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
表
出
さ
れ
た
も
の
は
固
定
化
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
右
の
歌
は

二
首
と
も
に
夜
空
に
煤
々
と
照
り
わ
た
る
月
を
詠
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
万
葉
の
歌
に
は
、
月
が
ゆ
っ
く
り
と
渡

っ
て
い
く
時
間
が
「
楮
ぐ
」
と
い
う
動
的
な
動
作
と
と
も
に
「
見
ゆ
」
の
内
に

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
古
今
の
歌
に
は
、
雲
・
雁
・
月
と
い
う
、
本

来
は
そ
れ
ぞ
れ
に
．
動
き
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
景
物
が
詠
ま
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
静
止
的
な
状
態
の
中
で
、
し
か
も
月
影
に
黒
く
浮
か
び
上
が
る
雁

の
数
と
い
う
、
だ
ん
だ
ん
と
狭
ま
っ
て
い
く
視
点
が
、
「
見
ゆ
」
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
古
今
和
歌
集
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
空
間
的
た
制
約
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
万
葉
集
に
お
げ
る
「
見
ゆ
」
の
対
象
は
、
海
洋
や
天
文
に
関
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
多
く
、
そ
れ
ら
の
全
体
の
様
相
を
「
遠
く
か
ら
望
み
見
る
状
態
」
で
あ
る
場

合
に
「
見
ゆ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
古
今
和
歌
集
で
は
、

　
　
花
ざ
か
り
に
都
を
み
や
り
て
よ
め
る

　
み
わ
た
せ
ぱ
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
　
（
古
今
五
六
）

と
い
う
歌
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
み
や
る
」
　
「
み
わ
た
す
」
と
い
う
空



問
的
な
視
野
の
広
が
り
を
持
っ
た
こ
と
ぱ
で
さ
え
も
、
そ
れ
が
指
示
す
る
空
間

は
せ
い
ぜ
い
都
、
あ
る
い
は
都
大
路
に
し
か
す
ぎ
た
い
。
そ
れ
故
に
、
古
今
和

歌
集
で
は
「
み
わ
た
す
」
と
い
う
語
も
、
こ
の
一
首
に
１
し
か
使
わ
れ
て
い
た
い

の
で
あ
ろ
う
。

・
一
４
一
４
一
４

四
嘉
の
百
季
禰
の

千
載
一
新
古
今

数
一
部

１
３

一
１

四
季

。
一
。

他
そ
の

四
季

１他
そ
の

１
一
・

四
季
郡
の

、
一
２
一
。
丁

四
至
他
の
百
至
他
の

２
丁

一
万
葉

古
今

四
至
榊
の

後
撰
一
拾

遺
一
後
拾
遺
一
金
葉
一
詞

花

　
　
〈
各
和
歌
集
に
お
げ
る
「
見
わ
た
す
」
の
数
Ｖ

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
平
安
朝
に
お
げ
る
生
活
空
問
の
縮
小
化
と
も
深
く
関
連

し
て
お
り
、
こ
の
時
代
に
お
げ
る
庭
園
の
発
達
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ

の
美
意
識
に
基
づ
い
て
、
歌
の
素
材
と
な
る
べ
き
対
象
を
も
限
定
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
そ
の
縮
小
化
さ
れ
た
空
間
の
内
の
、
し
か
も
ほ
の
暗
い
室
内
か
ら
平

行
的
に
広
が
る
空
問
が
「
自
然
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
人
問
が
自
然
を
と
り

込
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
反
対
に
人
問
が
自
然
の
中
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
た
い
。
い
わ
ぱ
、
自
然
の
対
象
と
人
問
と
が
対
置
さ
れ
た
か
た
ち
で
、

直
接
無
媒
介
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
自

　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

然
」
は
常
に
－
季
節
の
移
り
か
わ
り
を
告
げ
る
対
象
と
し
て
存
在
し
、
時
六
刻
々

と
変
化
す
る
季
節
感
を
、
い
か
に
そ
の
対
象
か
ら
受
け
と
る
か
が
重
要
と
な
っ

て
く
る
。

　
対
象
の
こ
う
し
た
変
化
が
そ
れ
を
「
み
る
」
こ
と
に
も
影
響
を
及
ぽ
す
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
古
今
和
歌
集
の
「
み
る
」
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も

時
間
的
あ
る
い
は
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
の
も
頷
け
る
。
自
然
と
自
己
と
の
関

わ
り
は
、
「
み
る
も
の
」
と
「
み
ら
れ
る
も
の
」
と
に
厳
然
と
区
別
さ
れ
、
し

か
も
、
自
然
を
「
み
る
」
こ
と
を
媒
介
と
し
て
常
に
季
節
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
、
自
然
の
対
象
は
、
ど
の
よ
う
に
「
時
」
を
表
現
し
て
い
る
か
と
い

う
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
っ
ま
り
、
四
季
の
美
的
景
物
と
し
て
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
観
賞
す
る
か
が
間
題
な
の
で
あ
る
。
詞
書
に
「
～
を
よ
め
る
」
　
「
～

を
み
て
よ
め
る
」
と
い
う
形
の
も
の
が
多
い
の
も
、
ま
ず
対
象
を
明
示
し
て
お

い
て
、
次
に
そ
れ
を
見
て
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
か
を
披
露
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
古
今
和
歌
集
の
四
季
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
「
み
る
」
視
点
を
中
心
と
し
て
構

成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
「
見
立
て
」
で
あ
る
。

例
え
ぱ
、
次
の
歌
を
み
て
み
よ
う
。

　
浅
緑
糸
よ
り
か
げ
て
白
露
を
珠
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か
　
　
　
（
古
今
二
六
）

「
見
立
て
」
と
は
、
　
「
そ
の
『
も
の
』
を
そ
の
『
も
の
』
と
し
て
見
な
い
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

そ
の
『
も
の
』
が
他
の
『
も
の
』
に
見
え
る
と
い
う
見
方
」
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
柳
を
糸
に
、
露
を
珠
に
１
、
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

あ
る
場
面
を
静
止
的
に
、
あ
る
い
は
色
彩
的
、
絵
画
的
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ

る
。
イ
メ
ー
シ
の
言
語
に
よ
る
視
覚
化
は
、
自
然
の
対
象
に
新
た
な
美
的
価
値

を
付
与
す
る
。

　
古
今
和
歌
集
の
四
季
歌
に
お
げ
る
「
み
る
」
が
、
時
間
的
に
固
定
さ
れ
た
も

の
を
と
ら
え
る
視
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
野
村
精
一
氏
が
「
古
今
集
歌
に

お
け
る
時
間
と
は
、
畢
寛
そ
の
主
題
が
”
時
の
推
移
。
を
う
た
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
か
、
さ
な
く
ぱ
、
そ
の
前
提
と
な
る
世
界
観
の
中
に
、
時
の
流
れ
を

詠
嘆
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
の
表
現
が
時
間
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
、
深
い
関
わ
り
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
い
わ
ぱ
、
　
「
時
の
推
移
」
を
視
覚
化
し
、
瞬
間
瞬
問
の
場
面
の

つ
み
重
ね
と
し
て
、
順
次
く
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
絵
巻
の
よ
う
に
古
今
和
歌
集

の
四
季
歌
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

４

　
山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
み
は
や
さ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
五
〇
）

　
「
花
見
」
が
元
来
は
予
祝
的
意
義
を
も
つ
「
春
山
入
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

土
橋
寛
先
生
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
古
今
和
歌
集
の
歌
に
お
げ
る

「
み
る
」
に
は
、
花
自
体
の
価
値
の
変
化
と
相
侯
っ
て
、
す
で
に
タ
マ
フ
リ
的

な
意
識
は
失
わ
れ
て
い
る
。
竹
岡
正
夫
氏
が
こ
の
歌
を
「
山
が
高
い
の
で
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

も
賞
翫
し
た
い
桜
よ
。
そ
ん
な
に
ひ
ど
く
し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
な
。
わ
た
し
が
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

賞
し
よ
う
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
が
す
で
に
美
的
景
物
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
　
「
み
る
」
と
は
す
な
わ
ち
美
し
い
も
の
を
見
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
す
さ
む
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

使
わ
れ
て
い
る
「
み
は
や
す
」
と
い
う
こ
と
ぱ
に
対
し
て

　
…
商
人
の
中
に
て
だ
に
こ
そ
、
ふ
る
琴
き
ふ
は
や
す
人
は
侍
れ
。
琵
琶
な

　
む
、
ま
こ
と
の
音
を
弾
き
し
づ
む
る
人
、
い
に
し
へ
も
難
う
侍
り
し
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
）

と
い
う
よ
う
に
、
　
「
き
き
は
や
す
」
と
い
う
こ
と
ぱ
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
　
「
み
は
や
す
」
の
「
み
」
は
視
覚
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
　
「
み
る
」
こ
と
が
対
象
の
美
し
さ
を
賞
美
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
関
連
し
て
万
葉
集
に
は
「
見
っ
つ
賞
美
ふ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
の
は
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
の

　
布
勢
の
海
の
沖
つ
白
波
あ
り
通
ひ
い
や
毎
年
に
見
つ
つ
賞
美
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
三
九
九
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の

　
八
千
種
に
草
木
を
植
ゑ
て
時
ご
と
に
咲
か
む
花
を
し
見
っ
っ
賞
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
四
三
一
四
）

「
シ
ノ
フ
」
に
は
、
¢
慕
う
・
偲
ぶ
　
　
賞
美
す
る
　
と
い
う
二
つ
の
意
味
が

あ
る
。
今
、
　
「
見
っ
っ
シ
ノ
フ
」
と
い
う
表
現
に
隈
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
ぱ
、

「
シ
ノ
フ
」
自
体
に
そ
も
そ
も
二
様
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、



「
み
る
」
こ
と
の
変
質
が
「
シ
ノ
フ
」
の
内
容
に
１
も
か
か
わ
っ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
す
た
わ
ち
、
　
「
見
っ
っ
偲
ふ
」
が
「
見
る
」
こ
と
に
お
い
て
、
時
間

と
空
問
と
を
「
現
在
」
と
い
う
時
点
か
ら
広
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
見
っ

つ
賞
美
ふ
」
は
「
見
る
」
こ
と
が
眼
前
の
美
に
と
ら
わ
れ
て
、
時
間
も
空
問
も

「
現
在
」
に
集
中
さ
れ
た
広
が
り
の
な
い
も
の
に
た
っ
て
い
る
。
　
「
見
る
」
こ

と
の
内
実
が
「
偲
ふ
」
か
ら
「
賞
美
ふ
」
へ
変
質
し
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

「
み
る
」
こ
と
に
お
け
る
「
賞
美
ふ
」
傾
向
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
い
っ
た
の

が
古
今
和
歌
集
の
四
季
歌
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
古
今
和
歌
集
で
は
自
然
の
事
物
を
景
物
と
し
て
「
賞
美
ふ
」
傾
向

が
進
み
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
見
っ
っ
賞
美
ふ
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
た
く

な
る
。

　
こ
ひ
し
く
は
見
て
も
し
の
ぱ
む
も
み
ぢ
ば
を
ふ
き
た
ち
ら
し
そ
山
お
ろ
し
の

　
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
二
八
五
）

類
似
し
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
　
「
見
っ
っ
賞
美
ふ
」
と
「
み
て
も
し
の
ぱ
む
」

と
で
は
、
意
味
に
お
い
て
格
段
の
違
い
が
あ
る
。
　
「
見
つ
っ
賞
美
ふ
」
は
「
見

る
」
こ
と
に
お
い
て
「
賞
美
ふ
」
、
す
な
わ
ち
「
見
る
」
こ
と
が
、
い
わ
ぱ
最

高
の
「
賞
美
ひ
」
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
み
て
も
し
の
ぱ
む
」
で
は
、

「
み
る
」
こ
と
が
「
し
の
ぶ
」
こ
と
の
一
手
段
で
あ
り
、
し
か
も
「
せ
め
て
見

て
で
も
」
と
い
う
よ
う
に
－
、
そ
れ
も
副
次
的
次
手
段
た
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
「
シ
ノ
フ
」
は
類
似
語
の
「
シ
ノ
ブ
」
と
活
用
や
意
味

　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

も
交
錯
さ
れ
る
に
至
る
と
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
歌
で
も
「
し
の
ぶ
」
を
「
賞
美
す
る
」
意
と
す
る
か
、
「
恋
い
慕
う
」
の

意
と
す
る
か
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　
君
し
の
ぶ
草
に
や
っ
る
二
ふ
る
さ
と
は
松
虫
の
ね
ぞ
か
た
し
か
り
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
二
〇
〇
）

と
い
う
歌
の
よ
う
に
、
恋
の
歌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
四
季
の
歌
で
さ
え
古
今

和
歌
集
で
は
「
シ
ノ
ブ
」
は
「
恋
」
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

「
賞
美
ふ
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
例
が
た
い
。

　
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
「
賞
美
ふ
」
と
い
う
語
の
用
例
が
古
今
和
歌
集
に
お
い

て
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
四
季
歌
に
視
点
を
絞
っ
て
考
え
た
場
合
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
た
生
活
空
問
の
縮
小
化
に
よ
っ
て
「
た
に
を
詠
む
か
」
と

い
う
対
象
そ
の
も
の
へ
の
興
味
よ
り
も
、
精
選
さ
れ
た
美
的
景
物
で
あ
る
と
い

ら
こ
と
を
前
提
と
し
て
１
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
か
」
と
い
う
主
体
の
対
象
に
対

す
る
解
釈
な
い
し
説
明
を
詠
む
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
っ
ま
り
、
眼
前

の
も
の
を
見
て
美
し
い
と
賞
美
ふ
こ
と
白
体
が
歌
と
な
る
の
で
は
た
く
、
美
し

い
と
賞
美
ふ
そ
の
内
実
、
っ
ま
り
「
ど
の
よ
う
に
１
賞
美
し
た
の
か
」
を
歌
に
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
万
葉
集
に
お
い
て
「
賞
美
ふ
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

の
場
合
が
「
み
る
」
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
み
る
」
こ
と

が
対
象
の
十
全
た
把
握
で
あ
り
得
た
古
代
的
た
「
み
る
」
が
な
お
生
き
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歌
の
あ
り
方
と
も
関
わ
っ
て
、
歌
に
詠
む
こ
と
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

体
が
す
で
に
対
象
を
賞
美
す
る
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
そ
れ
故
に
古
今
和
歌
集

で
は
「
見
つ
つ
賞
美
ふ
」
、
あ
る
い
は
「
賞
美
ふ
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
さ
き

ほ
ど
の
二
八
五
番
歌
の
「
し
の
ぶ
」
は
「
恋
い
慕
う
」
の
意
と
解
し
た
方
が
自

然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
み
る
」
こ
と
が
「
賞
美
」
の
意
を
含
み
つ
つ
「
視
覚
」
に
限
定
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
と
、
　
「
ど
の
よ
う
に
」
を
求
め
る
意
識
は
、
そ
れ
以
外
の

「
賞
美
ひ
」
方
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
高
橋
文
二
氏
が
、
古
代
的
た
「
見

ゆ
」
が
喪
失
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
聴
覚
的
世
界
が
「
見
ゆ
」
と
同
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

意
味
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
く
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
「
見
る
」
こ
と
に
お

い
て
充
足
し
得
た
世
界
が
徐
々
に
崩
壌
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
聴
覚
、
あ
る
い
は
嗅
覚
そ
の
他
の
自
然
の
認
識
の
仕
方
が
、
古
今
和

歌
集
に
お
い
て
出
毘
し
て
き
た
の
も
全
く
の
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　
春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
み
え
ね
か
や
は
か
く
る
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
四
一
）

　
春
雨
に
に
ほ
へ
る
色
も
あ
か
た
く
に
か
さ
へ
た
つ
か
Ｌ
山
ぶ
き
の
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
二
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
あ
き
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
を
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ

　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
ニ
ハ
九
）

山
吹
に
っ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
が
、
と
く
に
梅
に
っ
い
て
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
万
葉
集
巻
五
に
梅
を
詠
ん
だ
歌
が
数
多
く
の

せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
今
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
愛
で
ら
れ
た
、

そ
の
香
を
詠
ん
だ
歌
は
一
首
も
た
い
。

　
わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
八
二
二
）

　
人
毎
に
折
り
挿
頭
し
っ
っ
遊
べ
ど
も
い
や
め
ず
ら
し
き
梅
の
花
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
八
二
八
）

な
ど
、
「
め
づ
ら
し
い
」
梅
の
花
や
、
そ
の
視
覚
的
な
美
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
古
今
和
歌
集
で
は

　
色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ
た
が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
三
三
）

の
よ
う
に
１
、
色
と
香
の
相
方
が
、
ひ
い
て
は
色
よ
り
も
香
が
愛
で
ら
れ
る
よ
う

に
た
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
柴
生
田
稔
氏
が

　
　
カ

　
　
香
と
い
ふ
名
詞
は
万
葉
集
の
早
い
時
期
に
は
見
え
ず
、
お
そ
ら
く
ヵ
に
由

　
来
す
る
と
思
は
れ
る
ヵ
ヲ
ル
と
い
う
動
詞
は
、
す
で
に
天
武
天
皇
代
に
見
え

　
て
ゐ
る
が
、
そ
の
意
味
は
潮
気
、
霧
等
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

　
は
日
本
人
の
観
念
に
お
い
て
香
と
い
ふ
感
覚
が
独
立
し
が
た
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
一
方
ニ
ホ
フ
は
も
と
色
の
感
覚
か
ら
出
発

　
し
て
、
そ
の
発
散
し
動
揺
し
移
行
す
る
性
質
か
ら
次
第
に
香
の
感
覚
を
含
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
や
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。



と
し
て
、
香
の
感
覚
は
万
葉
の
末
期
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
独
立
的
に
な
っ
て

き
た
と
結
論
づ
げ
ら
れ
た
の
と
照
応
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
逆
に
い
え
ぱ
「
み
る
」
対
象
が
限
定
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
だ
ん
だ
ん
と
景
物
の
と
ら
え
方
が
固
定
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
み
る
」
に
っ
い
て
述
べ
る
な
ら
、
　
「
み
る
」
と
い
う
語
は
古
今
以
降
の
和
歌

集
の
四
季
歌
に
も
、
相
変
わ
ら
ず
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
現
在
で
も
「
花

見
」
「
月
見
」
「
雪
見
」
と
い
う
こ
と
ぱ
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
み
る
」
こ

と
が
特
定
の
景
物
の
と
ら
え
方
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
み
る
」
こ
と
の
古
代
的
な
意
味
の
喪
失
は
、
　
「
み
る
」
こ
と
を
「
視
覚
」
と

い
う
外
界
を
認
識
す
る
た
め
の
一
感
覚
と
す
る
と
同
時
に
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
た

感
覚
の
機
能
を
も
可
能
に
し
た
。
換
言
す
れ
ぼ
、
「
み
る
」
こ
と
が
対
象
を
と

ら
え
る
一
っ
の
方
法
に
し
か
す
ぎ
た
く
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５

　
古
今
和
歌
集
の
歌
は
「
～
を
み
て
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
か
」
と
い
う
主
体
の

思
い
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
化
し
て
詠
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

際
、
　
「
み
る
」
こ
と
は
　
　
実
際
に
は
見
て
い
な
い
と
し
て
も
　
　
そ
の
と
き

そ
の
と
き
の
一
対
象
の
あ
り
方
に
集
中
さ
れ
、
時
間
的
・
空
間
的
に
も
広
が
り

得
た
い
。
そ
し
て
対
象
と
主
体
と
の
問
に
距
離
を
持
ち
な
が
ら
、
対
象
を
客
観

的
に
で
は
な
く
、
　
「
み
る
」
こ
と
を
媒
介
と
し
て
主
体
性
を
強
く
表
面
に
あ
ら

　
　
　
　
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

わ
す
た
め
に
１
、
き
わ
め
て
主
観
的
た
自
然
詠
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
古
今
和

歌
集
に
お
け
る
四
季
歌
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、
以
後
の
和
歌
集
の
四
季
歌
に
お

げ
る
白
然
観
照
的
な
傾
向
、
あ
る
い
は
よ
り
客
観
化
へ
の
方
向
を
考
え
る
と
、

そ
れ
は
も
う
古
今
的
な
「
み
る
」
で
は
表
し
え
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
新
古
今

和
歌
集
に
至
っ
て
四
季
歌
の
中
に
頻
出
し
て
く
る
「
な
が
む
」
あ
る
い
は
「
た

が
め
」
と
い
う
語
は
、
す
で
に
そ
の
語
感
の
時
代
的
変
遷
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

　
ゆ

い
る
が
、
古
今
以
後
の
自
然
詠
を
み
て
い
く
上
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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５
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〈
各
和
歌
集
に
お
げ
る
「
た
が
む
」
の
数
Ｖ

　
秋
山
産
『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』

　
唐
木
順
三
『
日
本
人
の
心
の
歴
史
上
』

『
古
今
和
歌
集
正
義
』
な
ら
び
に
後
に
引
用
す
る
『
古
今
栄
雅
抄
』
『
古
今
和
歌
集

両
度
聞
書
』
の
本
文
引
用
は
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
古
注
七
種
集
成
』

に
よ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
下
』

　
『
目
本
古
典
文
学
全
集
　
古
今
和
歌
集
』

　
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』

　
永
藤
靖
「
記
紀
・
万
葉
に
お
げ
る
『
見
る
』
こ
と
」
『
文
学
』
昭
和
四
八
．
六

　
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二



＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ゆ

古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
構
成
法

　
　
に
同
じ
。

『
文
体
の
論
理
』

　
＠
に
同
じ
。

　
「
『
見
ゆ
』
の
心
」
『
駒
沢
国
文
』
１
０
号

吉
川
貫
一
「
『
見
ゆ
』
止
め
の
類
型
歌
と
そ
の
展
開
　
　
叙
景
歌
の
成
立
を
め
ぐ

っ
て
１
」
『
文
林
』
４
号
、
昭
和
四
五
・
三

『
日
本
古
典
文
学
大
系
古
今
和
歌
集
』
解
説
よ
り
。

　
「
古
今
集
の
時
間
表
現
－
源
氏
物
語
の
表
現
空
問
働
１
」
『
日
本
文
学
』
一
九

七
七
・
一
一

＠
に
同
じ
。

『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
上
』

　
＠
に
同
じ
。

「
『
か
を
る
』
と
『
に
ほ
ふ
』
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
三
四
・
３
号
。

北
山
正
適
「
『
な
が
む
』
覚
書
」
『
国
語
・
国
文
』
３
８
号
昭
和
四
四
・
六

吉
田
雅
子
「
和
歌
的
『
な
が
め
』
の
再
吟
味
」
京
都
女
子
大
『
女
子
大
国
文
』
７
０

号
。

二
四
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