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和
歌
の
解
釈

―
『
伊
勢
物
語
』
第
十
四
段
を
め
ぐ
っ
て
―

末

沢

明

子

1

和
歌
に
は
表
に
現
れ
た
歌
意
と
そ
の
裏
に
あ
る
歌
意
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
今
採
り
上
げ
た
い
の
は
『
伊
勢
物
語
』
十
四
段
、
京
の

男
が
別
れ
に
際
し
、
陸
奥
国
の
女
に
贈
っ
た

栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
言
は
ま
し
を

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
京
の
男
が
鄙
の
女
を
揶
揄
し
た
歌
で
、
女
は
そ
れ
を
理
解
せ
ず
、
男
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
ら
し
い
と
言
っ
て

い
た
、
と
い
う
の
が
古
注
釈
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
大
方
の
解
釈
で
あ
る
。
が
、
歌
自
体
の
解
釈
に
は
揺
れ
が
あ
る
。
そ
の
揺
れ
は
、

こ
の
和
歌
が
物
語
の
舞
台
に
合
わ
せ
て
地
名
を
読
み
替
え
た
原
歌
、

小
黒
崎
み
つ
の
小
島
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
言
は
ま
し
を
（
古
今
・
二
十
・
東
歌
・
一
〇
九
〇
）

に
は
な
い
。
揺
れ
は
地
方
の
美
し
い
景
を
愛
で
る
原
歌
に
裏
の
意
味
を
付
加
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
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女
に
対
し
て
言
外
に
「
だ
が
…
」
或
い
は
「
だ
か
ら
…
」
と
言
う
。「
だ
が
」
か
「
だ
か
ら
」
か
で
解
釈
の
揺
れ
が
あ
る
。
物
語
中

の
贈
答
歌
の
中
に
は
相
手
を
揶
揄
す
る
歌
が
あ
る
。
十
四
段
の
男
の
歌
も
大
方
の
解
釈
で
い
え
ば
揶
揄
す
る
歌
と
言
え
よ
う
が
、
こ
の

場
合
、
揶
揄
が
ど
こ
に
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
少
々
特
殊
で
あ
る
。
和
歌
に
籠
め
ら
れ
た
揶
揄
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
考
え
る
た
め

に
、
他
の
揶
揄
す
る
歌
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

2

揶
揄
す
る
歌
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
に
例
を
取
れ
ば
、
近
江
君
に
対
し
て
姉
女
御
の
女
房
、
中
納
言
の
君
が
代
作
し
た
返
歌
（
常

夏
巻
）
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
近
江
君
の
歌
、

草
わ
か
み
ひ
た
ち
の
浦
の
い
か
が
崎
い
か
で
あ
ひ
見
ん
た
ご
の
浦
波
（
三
・
二
四
九
）

「
い
か
で
あ
ひ
見
ん
」
を
言
う
た
め
に
、
序
詞
を
用
い
、
歌
枕
を
重
ね
、
近
江
君
自
身
は
大
い
に
気
取
っ
た
が
、
常
陸
、
近
江
、
駿
河

と
脈
絡
な
く
歌
枕
を
並
べ
て
い
る
。
対
す
る
中
納
言
の
君
の

ひ
た
ち
な
る
す
る
が
の
海
の
す
ま
の
浦
に
浪
立
ち
出
で
よ
箱
崎
の
松
（
三
・
二
五
一
）

は
意
図
的
に
、
念
入
り
に
脈
絡
な
く
歌
枕
を
重
ね
る
。
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
和
歌
だ
か
ら
こ
そ
表
現
で
き
た
揶
揄
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
贈
答
に
あ
る
互
い
の
挨
拶
、「
い
か
で
あ
ひ
見
ん
」「
立
ち
出
で
よ
、
待
つ
」
は
、
後
者
が
儀
礼
的
で
あ
る
と
し
て
も
間
違
い

な
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
近
江
君
を
し
て
「
を
か
し
の
御
口
つ
き
や
。
ま
つ
と
の
た
ま
へ
る
を
」
と
喜
ば
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

表
の
意
味
と
し
て
の
挨
拶
は
そ
れ
以
外
の
解
釈
を
生
む
余
地
が
な
い
。
裏
の
意
味
と
し
て
の
揶
揄
は
歌
意
に
で
は
な
く
、
そ
の
詠
み
ぶ

り
に
あ
る
。
揶
揄
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
近
江
君
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
り
、
理
解
し
な
い
こ
と
を
見
越
し
て
の
歌
で
あ
る
点
に
一
層

の
揶
揄
、
い
う
な
れ
ば
意
地
の
悪
さ
が
あ
る
。
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で
は
、
玉
鬘
裳
着
の
折
、
祝
儀
を
贈
っ
て
来
た
末
摘
花
が
「
例
の
同
じ
筋
の
歌
」
す
な
わ
ち
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
歌
を
詠
ん
で
き
た

の
に
対
し
、
源
氏
が
返
す

唐
衣
ま
た
か
ら
こ
ろ
も
か
ら
こ
ろ
も
か
へ
す
が
へ
す
も
か
ら
こ
ろ
も
な
る
（
行
幸
、
三
・
三
一
五
）

の
揶
揄
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
を
見
せ
ら
れ
た
玉
鬘
が
「「
あ
な
い
と
ほ
し
。
弄
じ
た
る
や
う
に
も
は
べ
る
か
な
」
と
苦
し
が

り
た
ま
ふ
」
よ
う
に
、
歌
意
は
明
白
で
あ
る
。
源
氏
の
こ
の
歌
は
揶
揄
だ
け
が
内
容
で
、
歌
意
は
取
り
違
え
よ
う
も
な
い
が
、
末
摘
花

本
人
の
反
応
は
語
ら
れ
な
い
。
女
房
の
代
作
で
な
く
、
末
摘
花
と
源
氏
の
贈
答
歌
が
初
め
て
成
立
し
た
末
摘
花
巻
で
は
、
女
房
た
ち
が

自
信
を
持
っ
て
末
摘
花
の
歌
の
方
を
よ
し
と
し
て
い
た
。
末
摘
花
の
歌
自
体
は
「
か
ら
こ
ろ
も
」
を
繰
返
す
こ
と
と
、
折
に
合
わ
ぬ
歌

を
詠
む
点
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
近
江
君
の
無
知
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
末
摘
花
の
反
応
を
採
り
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
物
語
は
別
な

展
開
を
見
せ
よ
う
が
、
近
江
君
と
姉
女
御
の
対
面
の
よ
う
な
続
く
場
が
な
い
以
上
、
そ
れ
は
不
要
で
あ
る
。
こ
の
場
は
「
よ
う
な
し
ご

と
、
い
と
多
か
り
や
」
と
の
草
子
地
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
、
末
摘
花
の
反
応
も
封
じ
込
め
る
。「
よ
う
な
し
ご
と
」
を
「
よ
し
な
し
ご

と
」
と
す
る
異
文
に
よ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
物
語
中
、
末
摘
花
の
歌
は
こ
こ
で
終
わ
り
、
末
摘
花
そ
の
人
も
以
後
直
接
登
場
す
る
こ

と
は
な
い
。
揶
揄
す
る
歌
は
一
挿
話
以
上
で
は
な
い
。

今
一
つ
、
和
歌
自
体
で
は
な
く
、
和
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
る
揶
揄
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
玉
鬘
巻
、
求
婚
に
や
っ
て
来
た
大
夫
監
が

帰
り
し
な
に
詠
み
か
け
た

君
に
も
し
心
た
が
は
ば
松
浦
な
る
鏡
の
神
を
か
け
て
誓
は
む
（
三
・
九
七
）

に
対
し
、
大
夫
監
の
勢
い
に
気
圧
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
震
え
な
が
ら
乳
母
が
「
う
ち
思
ひ
け
る
ま
ま
」
の
思
い
を
返
し
た

年
を
経
て
い
の
る
心
の
た
が
ひ
な
ば
鏡
の
神
を
つ
ら
し
と
や
見
む
（
三
・
九
八
）

の
解
釈
で
あ
る
。
監
の
歌
は
二
句
と
三
句
が
う
ま
く
繋
が
ら
な
い
が
、
対
す
る
乳
母
の
歌
は
「
心
の
た
が
ひ
な
ば
」「
か
が
み
の
神
」

を
受
け
、
贈
答
歌
の
体
を
な
し
て
は
い
る
。
監
が「
ま
て
や
、
こ
は
い
か
に
仰
せ
ら
る
る
」と
聞
き
咎
め
る
。
乳
母
の
歌
の「
た
が
ひ
」

和歌の解釈
―『伊勢物語』第十四段をめぐって―（末沢）
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と
は
何
と
「
た
が
ふ
」
と
い
う
の
か
。
無
論
、
乳
母
が
玉
鬘
を
都
へ
連
れ
帰
り
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
監
も
承
知
の

筈
で
あ
る
。が
、監
は
自
己
の
玉
鬘
へ
の
思
い
と
受
け
取
る
。そ
れ
を
や
や
余
裕
を
取
り
戻
し
た
乳
母
の
娘
た
ち
が
監
と
の
結
婚
を
願
っ

て
の
こ
と
と
言
い
く
る
め
る
。

こ
の
人
の
さ
ま
異
に
も
の
し
た
ま
ふ
を
。
ひ
き
違
へ
は
べ
ら
ば
、
思
は
れ
む
を
、
な
ほ
ほ
け
ほ
け
し
き
人
の
、
神
か
け
て
聞
こ
え

ひ
が
め
た
ま
ふ
な
め
り
や
（
三
・
九
八
）

娘
の
言
う
「
こ
の
人
の
さ
ま
異
に
も
の
し
た
ま
ふ
を
」
と
「
い
の
る
心
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
行
諸
注
一
致
し
て
は
い
な
い
が
、

監
と
の
結
婚
が
う
ま
く
ゆ
く
よ
う
願
っ
て
い
る
と
言
い
な
し
た
と
す
る
点
は
諸
説
違
い
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
経
緯
抜
き
に
受
け
取
れ

ば
、
乳
母
の
歌
は
監
と
の
結
婚
を
願
っ
て
い
る
の
だ
と
の
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る
。
監
が
と
も
か
く
も
納
得
し
て
し
ま
う
の
は
、
も
と

よ
り
和
歌
の
教
養
に
欠
け
る
か
ら
で
は
あ
る
が
、
乳
母
の
歌
が
二
通
り
以
上
の
解
釈
を
許
し
た
か
ら
で
あ
る
。
贈
歌
の
歌
意
を
ず
ら
し

て
切
り
返
す
恋
の
贈
答
歌
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

3

『
伊
勢
物
語
』
十
四
段
も
揶
揄
す
る
歌
を
含
む
章
段
と
さ
れ
て
い
る
。

む
か
し
、
を
と
こ
、
み
ち
の
国
に
す
ゞ
ろ
に
行
き
い
た
り
に
け
り
。
そ
こ
な
る
女
、
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
ん
、

せ
ち
に
思
へ
る
心
な
ん
あ
り
け
る
。
さ
て
、
か
の
女
、

な
か
〳
〵
に
恋
に
し
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り

歌
さ
へ
ぞ
、
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん
、
行
き
て
寝
に
け
り
。
夜
深
く
出
で
に
け
れ
ば
、
女
、
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夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
り
つ
る

と
い
へ
る
に
、
を
と
こ
、
京
へ
な
ん
ま
か
る
と
て
、

栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、「
思
ひ
け
ら
し
」
と
ぞ
い
ひ
を
り
け
る
。

『
伊
勢
物
語
』
中
、「
み
や
び
」
の
用
例
が
初
段
の
一
例
の
み
で
あ
る
の
と
同
様
、
そ
の
対
極
の
「
ひ
な
び
／
ひ
な
ぶ
」
も
こ
の
段
に

の
み
あ
る
。
京
の
男
が
陸
奥
国
の
女
の
「
ひ
な
び
」
た
さ
ま
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
こ
が
「
ひ
な
び
」
て
い

る
か
に
つ
い
て
、
現
行
注
釈
類
は
女
の
歌
の
詠
み
ぶ
り
及
び
男
の
歌
に
対
す
る
反
応
に
認
め
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
男
の
歌
に

関
し
て
は
解
釈
に
揺
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
女
お
よ
び
女
の
歌
に
対
す
る
低
い
評
価
を
見
直
す
べ
き
だ
と
の
論
考
も
あ
る
。
男
の
歌
の
解

釈
に
は
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
部
分
に
つ
い
て
の
解
釈
が
反
映
す
る
。
男
の
歌
に
つ
い
て
考
え
る
前
提
と
し
て
、
女
の
歌
「
な
か

〳
〵
に
（
Ａ
）」、「
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん
」、「
夜
深
く
出
で
に
け
れ
ば
」、
女
の
歌
「
夜
も
明
け
ば
（
Ｂ
）」
に
つ
き
、
一

渡
り
確
認
し
て
お
き
た
い
。

女
の
歌
Ａ
に
つ
い
て
。
人
と
な
り
は
勿
論
の
こ
と
、「
歌
さ
へ
ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
」
と
い
う
。『
万
葉
集
』
歌
「
な
か
な
か
に
人
と

あ
ら
ず
は
桑
子
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
緒
ば
か
り
（
十
二
・
三
〇
八
六
）」
を
利
用
し
て
「
な
ま
じ
っ
か
恋
い
焦
が
れ
て
死
ぬ
よ

り
は
蚕
に
な
っ
た
ら
よ
か
っ
た
。
ほ
ん
の
短
い
間
で
も
」
と
い
う
こ
の
歌
の
何
が
「
ひ
な
び
」
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
平
安
朝
の
和

歌
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
京
の
貴
族
に
は
な
じ
み
の
な
い
「
桑
子
」
―
蚕
を
詠
み
込
ん
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
桑
子
に
な
の
か
と

い
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
蚕
は
雌
雄
が
同
じ
繭
に
い
て
夫
婦
仲
が
よ
い
と
い
う
か
ら
、
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、『
万
葉
集
』
研
究
で

（
1
）

は
『
伊
勢
物
語
』
に
触
れ
る
も
の
の
雌
雄
云
々
に
は
殆
ど
言
及
せ
ず
、
最
近
の
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
も
似
た
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。『
古

来
風
躰
抄
』
が
こ
の
歌
を
『
万
葉
集
』
歌
に
選
ぶ
と
共
に
女
を
「
を
か
し
く
い
は
ん
と
て
」
Ａ
歌
を
詠
ま
せ
た
と
す
る
こ
と
に
注
目
し

和歌の解釈
―『伊勢物語』第十四段をめぐって―（末沢）
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た
磯
部
勇
氏
は
、「
ひ
と
と
あ
ら
ず
は
」
を
「
恋
に
死
な
ず
は
」、「
な
ら
ま
し
も
の
を
」
を
「
な
る
べ
か
り
け
る
」
へ
と
、
抑
制
し
た

（
2
）

表
現
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
に
改
変
し
た
点
に
鄙
び
た
感
じ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
す
る
。
蚕
は
『
万
葉
集
』
で
も
用
例
少

な
く
、「
桑
子
」
は
当
該
歌
の
み
、「
蚕
（
こ
）」
も
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
蚕
の
ま
よ
隠
り
」
と
そ
れ
に
類
す
る
表
現
が
三
例
（
十

一
・
二
四
九
五
、
十
二
・
二
九
九
一
、
十
三
・
三
二
五
八
）
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
一
例
、「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
蚕
の
ま
よ
隠

り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に
あ
は
ず
し
て
（
十
二
・
二
九
九
一
）
は
『
古
今
集
』
仮
名
序
古
注
が
歌
句
を
「
た
ら
ち
め
の
お
や
の
か
ふ

蚕
の
ま
ゆ
ご
も
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に
あ
は
ず
て
」
と
少
し
変
え
て
「
な
ず
ら
え
歌
」
の
例
に
挙
げ
る
。
仮
名
序
古
注
や
『
古
来

風
躰
抄
』
が
採
り
上
げ
た
例
は
類
型
的
表
現
で
あ
り
、
表
現
の
ひ
ろ
が
り
を
見
せ
な
い
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、「
桑
子
」「
蚕
」
は
『
万

（
3
）

葉
集
』
に
あ
っ
て
も
王
朝
和
歌
に
通
ず
る
意
味
で
和
歌
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
女
の
歌
Ａ
の
「
ひ
な
び
」
た
点
は
や
は

り
第
一
に
「
桑
子
」
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
段
と
共
通
性
の
あ
る
六
十
三
段
で
、「
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、

け
ぢ
め
見
せ
」
ず
応
ず
る
男
が
九
十
九
髪
の
女
に
対
す
る
態
度
は
「
あ
は
れ
が
り
」「
あ
は
れ
と
思
ひ
て
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

両
章
段
の
「
あ
は
れ
」
は
、
妻
が
尼
に
な
っ
て
出
て
行
く
時
に
な
っ
て
「
い
と
あ
は
れ
と
思
」
っ
た
例
（
十
六
段
）、
或
い
は
一
度
絶

え
た
仲
が
旧
に
復
し
て
「
い
に
し
へ
よ
り
も
あ
は
れ
に
て
な
む
通
ひ
け
る
」
例
（
二
十
二
段
）
と
は
「
あ
は
れ
」
の
度
合
い
が
異
な
る
。

十
四
段
の
男
は
憐
れ
ん
だ
の
は
な
く
、
何
か
し
ら
心
を
動
か
さ
れ
た
が
、「
思
ひ
け
ん
」
と
の
推
察
は
本
来
あ
り
そ
う
も
な
い
「
あ
は

れ
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
り
方
で
あ
る
。

「
夜
深
く
出
で
に
け
れ
ば
」
は
多
く
男
が
女
に
魅
力
を
感
じ
な
か
っ
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
女
の
歌
Ｂ
に
あ
る
よ
う
に

鶏
が
早
く
鳴
い
た
か
ら
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。
一
番
鶏
の
声
に
夜
が
明
け
た
と
思
い
違
い
し
た
、
作
法
通
り
一
番
鶏
の
声
で
帰
っ
た
な

（
4
）

ど
一
様
で
は
な
い
が
、
男
の
行
動
を
薄
情
な
も
の
と
は
し
な
い
点
で
一
致
し
て
い
る
。
作
法
説
が
男
が
女
に
心
惹
か
れ
た
か
否
か
に
つ

い
て
は
留
保
し
て
い
る
よ
う
に
、
薄
情
で
な
い
の
は
行
動
の
仕
方
で
あ
る
。
作
法
説
が
一
つ
の
根
拠
と
す
る
「
い
か
で
か
は
鶏
の
な
く
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覧
人
知
れ
ず
思
ふ
心
は
ま
だ
夜
深
き
に
（
五
十
三
段
）」
の
よ
う
な
、
男
が
鶏
の
鳴
く
の
を
惜
し
む
さ
ま
は
語
ら
れ
な
い
。
絵
画
化
さ

れ
た
十
四
段
は
男
が
帰
っ
て
行
く
場
面
を
描
く
が
、
殆
ど
の
絵
で
は
男
が
振
り
返
り
も
せ
ず
帰
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
男
が
女
に
惹
か
れ

て
い
な
い
と
読
み
取
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
示
す
。『
伊
勢
物
語
』
の
語
り
方
が
そ
の
読
み
を
促
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
男
が

振
り
返
っ
て
い
る
、
知
ら
れ
る
限
り
の
例
外
、
和
泉
市
久
保
惣
美
術
館
蔵
『
伊
勢
物
語
絵
巻
』
も
近
年
、
別
章
段
の
絵
で
は
な
い
か
と

（
5
）

の
説
が
文
学
・
美
術
史
両
分
野
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
同
絵
巻
の
十
四
段
と
さ
れ
て
き
た
絵
は
、
灯
台
や
鼠
な
ど
本
文
に
な
い
細
部
が

描
か
れ
る
。
そ
れ
は
他
章
段
も
同
様
だ
と
し
て
も
、
逆
に
供
の
童
の
よ
う
に
本
文
に
は
見
え
な
く
と
も
当
然
そ
の
場
に
い
た
筈
の
も
の

が
描
か
れ
て
い
な
い
な
ど
、
別
章
段
の
可
能
性
は
確
か
に
あ
る
。

女
の
歌
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
現
行
注
釈
書
で
は
「
き
つ
」
は
水
槽
の
方
言
と
す
る
解
が
殆
ど
、「
は
め
な
で
」
は
「
は
め
な
で
お
く
べ

き
か
」
の
下
の
部
分
の
省
略
で
「
は
め
ず
に
お
く
も
の
か
」
の
意
と
す
る
説
と
「
は
め
て
や
ろ
う
」
の
方
言
と
す
る
説
が
相
半
ば
す
る
。

「
き
つ
」
に
比
べ
、「
は
め
な
で
」
が
方
言
を
正
確
に
写
し
て
い
る
確
証
が
な
く
、
稿
者
は
「
は
め
ず
に
お
く
も
の
か
」
と
解
し
て
い

る
。「
は
め
な
で
」
を
い
ず
れ
に
解
す
る
に
し
て
も
、
鶏
を
罵
っ
て
言
う
「
く
た
か
け
」
と
並
ん
で
乱
暴
な
内
容
、
表
現
の
歌
で
あ
る
。

「
き
つ
に
は
め
な
で
」
を
、「
お
く
べ
き
か
」
の
省
略
で
は
な
く
、「
な
で
」
は
和
歌
に
も
あ
る
「（
…
す
れ
ば
よ
い
の
に
）
…
し
な
い

で
」
の
意
で
あ
り
、
水
槽
に
入
れ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
鶏
が
早
く
鳴
き
過
ぎ
て
果
た
せ
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、
女
が
粗

（
6
）

野
で
あ
る
と
す
る
通
説
を
見
直
そ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
が
例
証
と
す
る
「
み
る
め
な
き
我
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば

や
か
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ
く
来
る
」（
古
今
・
恋
三
・
六
二
三
、
小
野
小
町
）
等
は
「
な
で
」
の
前
後
の
動
作
主
が
同
一
で
あ
る
の

に
対
し
、
当
該
例
が
女
、
鶏
と
異
な
っ
て
い
る
点
で
疑
問
が
あ
る
。

以
上
を
通
し
て
み
る
な
ら
ば
、
一
途
で
は
あ
る
も
の
の
都
風
の
美
意
識
か
ら
は
遠
い
女
、
一
度
は
応
じ
た
も
の
の
深
い
「
あ
は
れ
」

を
感
じ
て
は
い
な
い
男
と
い
う
構
図
は
変
わ
ら
な
い
。
古
歌
を
利
用
し
た
「
栗
原
の
」
の
歌
は
そ
れ
を
前
提
に
解
釈
さ
れ
る
。
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4

男
が
「
京
へ
な
ん
ま
か
る
」
と
丁
重
な
口
調
で
別
れ
を
述
べ
て
か
ら
詠
ん
だ
歌
「
栗
原
の
」
は
字
義
通
り
に
は
そ
の
地
の
名
勝
「
あ

ね
は
の
松
」
を
都
へ
持
っ
て
帰
り
た
い
が
、
そ
れ
も
叶
わ
ぬ
と
い
う
以
外
の
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
れ
が
松
な
ら
ぬ
生
身
の
人
間
で
あ

る
女
に
向
け
ら
れ
た
結
果
と
し
て
言
外
の
意
味
、
裏
の
意
味
を
読
み
取
る
必
要
が
生
ず
る
。
こ
の
歌
が
掛
詞
や
序
詞
等
の
技
法
に
よ
り

二
重
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
に
向
け
ら
れ
た
意
味
の
解
釈
も
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り
（
古
今
・
恋
四
・
七
〇
八
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

の
よ
う
に
、
景
物
に
託
し
て
心
情
を
詠
ん
だ
と
の
読
み
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
歌
も
、
そ
の
積
み
重
ね
の
ゆ
え
に
人
事
に
関
わ
る
意
味
は

容
易
に
解
釈
し
得
る
。類
歌「
志
賀
の
白
水
郎
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
立
ち
は
の
ぼ
ら
ず
山
に
た
な
び
く（
万
葉
・
七
・
一
二
四
六
）」

は
『
万
葉
集
』
で
は
雑
歌
中
の
「
羇
旅
作
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
朝
以
降
、
恋
歌
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
四
段

の
「
あ
ね
は
の
松
」
に
は
そ
の
よ
う
な
読
み
の
歴
史
が
な
い
。
同
歌
を
め
ぐ
る
解
釈
の
揺
れ
の
根
底
に
は
こ
れ
ら
の
技
法
、
読
み
の
歴

史
が
あ
る
。

「
あ
ね
は
の
松
」
に
託
さ
れ
た
意
味
と
し
て
、「
人
な
ら
ば
」
を
「
人
並
み
な
ら
ば
」
と
し
、
女
が
人
並
み
で
な
い
か
ら
連
れ
て
行
け

な
い
と
す
る
大
方
の
解
釈
と
異
な
る
解
が
い
く
つ
か
あ
る
。「
人
並
み
に
」
説
も
「
夜
も
明
け
ば
」
に
対
す
る
返
し
と
み
る
か
ど
う
か

も
説
が
分
か
れ
る
。
異
な
る
解
と
し
て
、
現
行
注
釈
書
に
は
、
女
が
松
の
よ
う
に
そ
の
地
を
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
う
別
れ
の
挨
拶

と
す
る
説
、
ま
た
、
女
に
対
し
、
さ
あ
一
緒
に
と
誘
う
歌
だ
と
の
説
も
あ
る
。
稿
者
は
男
の
歌
は
返
し
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、

今
、
こ
れ
ら
に
つ
き
少
し
考
え
て
み
た
い
。

土
地
を
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
の
解
で
は
「
美
し
い
あ
な
た
が
こ
の
土
地
を
離
れ
ら
る
な
ら
、
一
緒
に
都
へ
と
誘
う
の
だ
け
れ
ど
も
」

の
意
と
な
り
、
連
れ
て
い
け
な
い
の
が
残
念
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
現
行
注
釈
書
の
土
地
説
は
渡
辺
実
氏
『
伊
勢
物
語
』
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（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
六
）、
鈴
木
日
出
男
氏
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
）
で
あ
る
。
前
者
は
男
の
「
丁

重
な
挨
拶
」
は
「
都
会
的
な
礼
儀
」
に
よ
る
も
の
で
、「
歌
の
詞
が
必
ず
し
も
本
心
そ
の
ま
ま
の
吐
露
で
な
い
場
合
が
あ
」
る
こ
と
を

女
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
（「
解
説
」）。
そ
こ
に
辛
辣
を
極
め
た
「
わ
ら
い
」
を
み
る
同
書
に
対
し
、
後
者
も
同
じ
く
挨
拶
の

歌
を
女
が
曲
解
し
た
と
と
み
る
が
、「
物
語
じ
た
い
が
創
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
都
鄙
の
区
別
を
超
え
る
男
と
女
の
普
遍
的
な

あ
り
よ
う
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
」
と
い
い
、
捉
え
方
は
同
じ
で
は
な
い
。

「
人
並
み
」
を
否
定
す
る
立
場
で
、
男
に
対
し
て
い
わ
ば
好
意
的
に
「
栗
原
の
」
歌
を
読
ん
だ
の
が
磯
部
勇
、
河
内
修
両
氏
の
説
で

（
7
）

あ
る
。
前
者
は
、「
…
…
の
人
な
ら
ば
…
…
ま
し
を
」「
都
の
つ
と
」
を
詠
み
込
む
和
歌
の
伝
統
的
技
法
を
確
認
し
、
名
勝
「
あ
ね
は
の

松
」
に
女
を
喩
え
た
の
は
、「
女
に
な
み
〳
〵
な
ら
ぬ
愛
着
を
懐
い
た
」
の
で
、
女
も
「
な
ら
ま
し
を
」
か
ら
都
へ
伴
わ
れ
な
い
こ
と

を
理
解
し
た
上
で
喜
ん
だ
と
解
す
る
。「
そ
こ
か
ら
は
女
を
軽
侮
し
、
貶
め
る
意
味
は
全
く
汲
み
取
れ
な
い
」
と
い
う
。
後
者
は
、
女

が
こ
の
土
地
（
家
）
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
前
提
、
都
へ
連
れ
帰
れ
な
い
の
が
残
念
だ
、
と
解
す
る
。
そ
し
て
、「
誰
に

対
し
て
も
差
別
し
な
い
優
し
い
心
を
持
つ
『
い
ろ
ご
の
み
』」
で
あ
る
男
は
人
並
み
…
の
よ
う
な
気
持
ち
を
「
歌
に
託
す
は
ず
が
な
い
」

と
い
う
。
も
と
よ
り
、『
古
今
集
』
の
「
古
」
の
時
代
、
い
わ
ゆ
る
国
風
暗
黒
時
代
に
和
歌
を
継
承
し
て
き
た
「
色
ご
の
み
」
た
ち
に

捧
げ
ら
れ
た
激
し
い
顕
彰
の
書
、
さ
ら
に
は
挽
歌
で
も
あ
っ
た
の
が
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
り
、『
古
今
集
』
後
に
一
回
的
に
成
立
し
た

（
8
）

と
の
見
解
に
立
っ
て
の
論
で
あ
る
が
、「
仮
名
序
」
の
い
う
「
い
ろ
ご
の
み
」
が
そ
の
よ
う
な
心
で
あ
っ
た
か
は
別
の
問
題
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

元
と
な
っ
た
『
古
今
集
』
歌
の
意
味
を
考
え
る
ま
で
も
な
く
、「
人
な
ら
ば
」
と
い
う
表
現
は
「
人
並
み
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味
を

持
ち
得
な
い
。
人
で
あ
る
女
に
当
て
は
め
た
場
合
、
土
地
を
離
れ
得
る
な
ら
ば
、
と
の
意
と
解
す
べ
き
だ
と
稿
者
も
考
え
る
。
先
に
確

認
し
た
よ
う
に
、
物
語
は
男
が
女
に
深
い
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
た
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
女
が
土
地

を
離
れ
得
る
と
し
て
も
、
男
は
「
ひ
な
び
」
た
女
を
連
れ
て
行
き
は
し
な
い
。
都
鄙
の
懸
隔
は
や
は
り
埋
め
ら
れ
な
い
。「
人
並
み
な
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ら
ば
」
の
解
は
こ
と
ば
に
は
出
さ
な
い
男
の
心
情
を
読
み
取
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。「
あ
ね
は
の
松
」
は
あ
く
ま
で
も
挨
拶
の
歌

で
あ
る
。
そ
の
挨
拶
を
優
し
さ
と
み
る
か
ど
う
か
。
優
し
く
振
る
舞
う
こ
と
と
、
真
実
優
し
い
こ
と
は
同
じ
と
は
限
ら
な
い
。

な
お
、
女
が
古
歌
を
利
用
し
て
「
み
や
び
振
り
」
を
披
露
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
意
味
不
明
の
歌
に
な
り
、「
み
や
び
」
の
感
じ
と

れ
な
い
「
夜
も
明
け
ば
」
に
呆
れ
た
男
が
本
歌
の
意
味
を
変
え
る
こ
と
な
く
「
東
歌
」
を
「
み
や
び
」
な
歌
に
変
え
、
男
の
「
み
や
び
」

（
9
）

性
が
強
調
さ
れ
た
、
と
の
説
が
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
作
中
歌
に
古
歌
を
利
用
し
た
も
の
は
あ
る
が
、
稿
者
は
十
四
段
も
含
め
、
利
用

し
た
の
は
多
く
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
っ
て
、
作
中
人
物
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
さ
あ
、
一
緒
に
と
女
を
誘
う
歌
と
す
る
の
は
竹
岡

正
夫
氏
注
4
前
揭
書
で
、「
あ
ね
は
の
松
」
讃
歌
に
寄
せ
て
男
の
女
に
対
す
る
心
情
を
「
あ
ね
は
（
娘
さ
ん
）」「
都
」「
い
ざ
」
に
表
し

た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
地
方
の
美
し
い
風
物
を
見
て「
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」と
歌
う
の
が「
一
つ
の
型
に
な
っ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
も
、「
い
は
ま
し
を
」
を
ど
う
と
る
か
、
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
全
体
の
傾
向
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
、

疑
問
が
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
を
好
意
的
に
読
む
こ
と
は
、「
い
ろ
ご
の
み
」、
ま
た
「
み
や
び
」
の
物
語
と
し
て
物
語
全
体
を
好
意
的
に

読
み
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
一
方
、
女
に
対
し
て
容
赦
な
い
諸
段
に
本
来
の
「
み
や
び
」
の
堕
落
と
卑
俗
化
、
頽
廃
を
み

る
野
口
元
大
氏
「
み
や
び
と
愛
」
の
指
摘
も
夙
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ（
10
）る。

次
に
そ
れ
ら
章
段
に
つ
き
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

5

こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
六
十
段
、
六
十
二
段
で
あ
る
。

む
か
し
、
を
と
こ
有
け
り
。
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
、
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
、
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
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つ
き
て
、
人
の
国
に
い
に
け
り
。
こ
の
を
と
こ
、
宇
佐
の
使
に
て
行
き
け
る
に
、
あ
る
国
の
祗
承
の
官
人
の
妻
に
て
な
む
あ
る
と

聞
き
て
、「
女
あ
る
じ
に
か
は
ら
け
と
ら
せ
よ
。
さ
ら
ず
は
飲
ま
じ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
か
は
ら
け
と
り
て
出
し
た
り
け
る
に
、

さ
か
な
な
り
け
る
橘
を
と
り
て
、

五
月
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

と
い
ひ
け
る
に
ぞ
、
思
ひ
出
で
て
、
尼
に
な
り
て
、
山
に
入
り
て
ぞ
あ
り
け
る
。

六
十
段
の
男
が
「
心
も�

ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
」
と
は
、
単
に
公
務
多
忙
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
女
は

「
ま
め
に
思
は
む
」
と
言
う
人
に
つ
い
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
男
が
「
女
あ
る
じ
に
か
は
ら
け
と
ら
せ
よ
」
と
言
っ
た
理
由
に
つ
い

て
、『
伊
勢
物
語
』
は
他
の
章
段
と
同
じ
く
何
の
説
明
も
し
な
い
が
、
女
あ
る
じ
が
元
の
妻
か
確
か
め
る
た
め
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

男
の
歌
「
五
月
待
つ
」
は
古
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
と
の
説
は
、
歌
に
詠
ま
れ
た
の
は
花
橘
、
そ
の
場
に
あ
っ
た
肴
が
橘
の
実
と
い
う
違
い

が
あ
る
た
め
で
あ
る
が
、物
語
が
古
歌
に
別
の
詠
歌
事
情
を
与
え
た
た
め
の
齟
齬
と
考
え
て
も
よ
い
。い
ず
れ
に
せ
よ
、男
の
歌
に
よ
っ

て
女
は
尼
に
な
っ
て
し
ま
う
。『
古
今
集
』
に
あ
っ
て
は
、
夏
歌
と
さ
れ
る
「
五
月
待
つ
」
は
再
会
の
歌
で
は
な
く
、
無
論
「
昔
の
人
」

を
責
め
る
要
素
は
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
に
あ
っ
て
は
女
に
厳
し
い
結
末
と
な
る
。
勅
使
に
な
る
ほ
ど
、
い
わ
ば
出
世
し
た
夫
か
ら
離

れ
て
地
方
に
行
っ
た
女
を
物
語
は
愚
か
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

六
十
二
段
は
更
に
女
に
対
し
て
容
赦
が
な
い
。「
年
ご
ろ
お
と
づ
れ
ざ
り
け
る
女
」
が
「
は
か
な
き
人
の
事
」
に
つ
い
て
地
方
へ
下

る
。
女
は
「
心
か
し
こ
く
や
あ
ら
ざ
り
け
ん
」
と
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
、
元
の
夫
が
、
人
に
使
わ
れ
給
仕
す
る
身
と
な
っ
て
い
る
女

を
発
見
、
夜
呼
び
寄
せ
る
。

を
と
こ
、「
我
を
ば
知
ら
ず
や
」
と
て
、
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い
に
し
へ
の
に
ほ
ひ
は
い
づ
ら
桜
花
こ
け
る
か
ら
と
も
な
り
に
け
る
哉

と
い
ふ
を
、
い
と
恥
づ
か
し
と
思
て
、
い
ら
へ
も
せ
で
ゐ
た
る
を
、「
な
ど
い
ら
へ
も
せ
ぬ
」
と
い
へ
ば
、「
涙
の
こ
ぼ
る
ゝ
に
、

目
も
見
え
ず
、
物
も
言
は
れ
ず
」
と
言
ふ
。

こ
れ
や
こ
の
我
に
あ
ふ
み
を
の
が
れ
つ
ゝ
年
月
経
れ
ど
ま
さ
り
顔
な
き

と
い
ひ
て
、
衣
脱
ぎ
て
と
ら
せ
け
れ
ど
、
捨
て
て
逃
げ
に
け
り
。
い
づ
ち
去
ぬ
ら
む
と
も
知
ら
ず
。

「
年
ご
ろ
お
と
づ
れ
ざ
り
け
る
女
」
は
「
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
」
と
相
似
て
い
る
が
、
六
十
二
段
は
女
を
愚
か
と
す
る
視

線
が
初
め
か
ら
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。
男
も
女
を
夜
来
さ
せ
、「
我
を
ば
知
ら
ず
や
」「
な
ど
い
ら
へ
も
せ
ぬ
」
と
い
う
。
歌
も
「
い

に
し
へ
の
に
ほ
ひ
は
い
ず
ら
」
と
容
色
の
衰
え
を
い
い
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
「
年
月
ふ
経
ど
ま
さ
り
顔
な
き
」
と
言
う
。
一

通
り
に
し
か
解
釈
で
き
な
い
歌
で
あ
ろ
う
。
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
官
人
の
妻
」
と
「
人
に
つ
か
は
れ
」
る
ま
で
身
を
落
と
し
た
女

と
の
身
分
的
落
差
が
六
十
段
よ
り
も
女
に
容
赦
な
い
扱
い
を
生
ん
だ
。「
い
づ
ち
去
ぬ
ら
む
と
も
知
ら
ず
」
と
い
う
結
び
も
同
様
で
あ

る
。
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
「
中
務
大
輔
娘
成
近
江
郡
司
婢
語
第
四
」
で
は
男
は
女
を
責
め
ず
、「
コ
レ
ゾ
コ

ノ
ツ
ヒ
ニ
ア
フ
ミ
ヲ
イ
ト
ヒ
ツ
ヽ
世
ニ
フ
レ
ド
モ
イ
ケ
ル
カ
ヒ
ナ
シ
（
五
・
四
〇
七
）」
と
詠
ん
で
泣
く
。
そ
れ
を
聞
い
て
女
が
息
絶

え
た
の
を
、「
男
ノ
、
心
無
カ
リ
ケ
ル
也
」
と
評
す
る
点
、
女
に
同
情
的
で
あ
る
。『
今
昔
』
の
方
が
原
話
で
あ
る
な（
11
）ら、

六
十
二
段
の

容
赦
な
さ
は
一
層
際
立
つ
。

6

離
別
の
結
果
の
女
の
零
落
に
対
し
て
、
男
が
哀
惜
の
ま
な
ざ
し
を
投
げ
る
発
想
の
習
慣
が
あ（
12
）るに

せ
よ
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
六
十
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段
、
六
十
二
段
の
よ
う
な
、
現
代
の
眼
で
見
れ
ば
女
に
容
赦
な
い
章
段
も
含
ま
れ
る
。
物
語
が
女
を
愚
か
だ
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
実

在
の
人
物
と
し
た
場
合
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
読
者
が
そ
う
捉
え
る
こ
と
と
は
当
然
な
が
ら
別
で
あ
る
。
諸
注
釈
を
眺
め
て
い
る
と
、

両
段
の
解
釈
は
十
四
段
の
解
釈
と
重
な
っ
て
い
る
。
六
十
段
に
対
し
て
は
、
男
が
懐
か
し
ん
で
詠
ん
だ
歌
が
意
図
せ
ず
し
て
女
を
出
家

に
向
か
わ
せ
た
と
す
る
説
が
多
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
六
十
二
段
に
つ
い
て
は
そ
の
残
酷
さ
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も

男
に
好
意
的
な
読
み
は
六
十
二
段
に
対
し
て
も
好
意
的
で
あ（
13
）る。

再
び
十
四
段
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
ひ
な
び
」
を
低
く
見
る
視
線
は
否
定
で
き
ず
、「
栗
原
の
」
歌
も
そ
の
視
線
を
持
っ
て
い
る
。
東

国
―
陸
奥
国
章
段
最
後
、
十
五
段
の
「
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
を
見
て
は
、
い
か
ゞ
は
せ
ん
は
」
も
、
そ
れ
を
誰
が
誰
の
心
を
見
る

と
解
し
て
も
、「
さ
が
な
き
え
び
す
心
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
と
こ
ろ
に
同
様
の
視
線
が
あ
る
。
人
を
揶
揄
す
る
歌
と
の
関
係
で
い
え

ば
、
近
江
君
へ
の
返
歌
を
裏
返
し
に
し
た
よ
う
な
も
の
と
も
い
え
る
。
い
ず
れ
も
挨
拶
の
歌
で
あ
る
。
近
江
君
の
場
合
は
本
人
の
み
理

解
で
き
な
い
揶
揄
が
本
人
に
似
せ
た
技
巧
の
和
歌
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
陸
奥
の
女
は
真
意
は
誤
解
し
た
が
、
表
面
上
の
礼
儀
は
文

字
通
り
に
受
け
止
め
た
。
末
摘
花
へ
の
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
歌
は
あ
か
ら
さ
ま
で
、
む
し
ろ
物
語
の
遊
び
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
で
あ
る
。
大
夫
監
と
の
や
り
と
り
も
本
人
は
言
い
く
る
め
ら
れ
た
こ
と
に
気
付
か
な
い
が
、
言
外
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。「
あ

ね
は
の
松
」
は
、
本
来
は
一
つ
の
意
味
し
か
見
出
せ
な
い
古
歌
を
改
作
し
て
別
の
意
味
を
持
た
せ
た
と
こ
ろ
に
解
釈
の
難
し
さ
が
あ
っ

た
。
こ
の
歌
の
解
釈
の
揺
れ
の
第
一
の
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、「
男
」
に
対
し
、
物
語
全
体
の
視
線
に
対
し
好
意
的
或
い
は
肯

定
的
に
読
も
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
か
否
か
に
も
う
一
つ
の
原
因
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
初
冠
本
百
二
十
五
の
章
段
の

持
つ
視
線
は
一
様
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
ひ
な
び
」
を
受
け
入
れ
ず
、
男
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
女
に
容
赦
な
い
、
そ
の
よ
う
な

面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
丁
重
な
挨
拶
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
男
の
本
心
は
全
く
違
う
の
で
あ
る
が
、
女
の
一
途
さ
も
ま
た

確
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。
近
江
君
の
無
教
養
さ
が
誇
張
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
語
ら
れ
て
い
て
も
、
ど
こ
か
愛
す
べ
き
印
象

を
読
者
に
与
え
、
徹
頭
徹
尾
嫌
わ
れ
る
大
夫
監
が
生
き
生
き
し
て
見
え
る
の
と
ど
こ
か
通
ず
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
男
に
好
意
的
に
章
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段
を
捉
え
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。

六
十
段
の
「
五
月
ま
つ
」
も
古
歌
の
利
用
で
あ
る
。
多
分
に
恋
歌
的
雰
囲
気
が
あ
り
、
人
を
懐
か
し
む
歌
を
再
会
の
歌
と
し
た
。
男

が
懐
か
し
ん
で
詠
ん
だ
の
か
、
女
を
責
め
て
詠
ん
だ
の
か
。
六
十
二
段
の
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
い
が
、
懐
か
し
ん
で
い
る
か
の

よ
う
で
、
少
な
く
と
も
結
果
と
し
て
責
め
る
気
持
の
あ
る
歌
と
受
け
取
れ
る
。

人
を
揶
揄
す
る
歌
、
ま
た
、
責
め
る
歌
は
十
四
段
、
六
十
段
の
よ
う
な
、
一
つ
の
解
釈
し
か
な
さ
そ
う
な
古
歌
を
利
用
す
る
形
を
と

り
得
る
。
あ
か
ら
さ
ま
な
揶
揄
、
責
め
と
は
異
な
る
点
に
解
釈
の
難
し
さ
が
あ
る
。

※
引
用
本
文
は
、『
伊
勢
物
語
』、『
今
昔
物
語
集
』
が
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
源
氏
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
古
来
風
躰
抄
』
も
新
編
全

集
『
歌
論
集
』
に
よ
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
り
、
括
弧
内
の
数
字
は
巻
数
・
ペ
ー
ジ
数
を
表
す
。
ま
た
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ

り
、
表
記
を
改
め
て
い
る
。『
万
葉
集
』
歌
番
号
は
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

注（
1
）
小
野
寛
氏
『
万
葉
集
全
注

巻
第
十
二
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）
に
研
究
史
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
最
近
の
注
釈
で
は
多
田
一
臣
氏
『
万

葉
集
全
解
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
）
が
雌
雄
云
々
を
「
意
識
し
た
も
の
か
」
と
述
べ
る
。『
伊
勢
物
語
』
注
釈
で
は
、
蚕
を
夫
婦
仲
の
よ
い
も
の
の

た
と
え
と
す
る
が
、
一
つ
の
繭
に
は
必
ず
し
も
触
れ
な
い
。『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
5
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
）
で
「
蚕
は
雌
雄
一
対
ず
つ
同
じ
繭

に
こ
も
る
と
さ
れ
て
い
た
」
と
し
た
片
桐
洋
一
氏
は
最
近
の
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
）
で
は
夫
婦
仲
云
々
も
含
め
言
及
し
て

い
な
い
。
ま
た
、
松
田
喜
好
氏
「『
伊
勢
物
語
』
の
「
ひ
な
び
」
に
つ
い
て
―
十
四
段
を
中
心
に
―
」（『
文
学
・
語
学
』
一
三
〇
、
一
九
九
一
・
六
）

も
夫
婦
仲
説
を
否
定
し
て
い
る
。

（
2
）
『
伊
勢
物
語
』
の
「
ひ
な
び
」
に
つ
い
て
（
二
）
―
第
十
四
段
の
卑
陿
性
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
（
関
東
短
期
大
学
『
国
語
国
文
』
七
、
一
九
九
八
・

三
）。
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（
3
）
鈴
木
日
出
男
氏
「
和
歌
に
お
け
る
集
団
と
個
」（『
古
代
和
歌
史
論
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
。
初
出
一
九
八
八
）
は
、「
た
ら
ち
め
の
」
三
首

を
含
め
、
母
親
が
娘
を
管
理
す
る
と
い
う
類
想
、
類
同
表
現
を
持
つ
作
者
不
明
の
三
十
首
近
い
歌
々
は
大
和
地
方
の
下
級
官
人
な
い
し
は
庶
民
た
ち
の

歌
々
と
思
わ
れ
る
と
し
た
。

（
4
）
思
い
違
い
説
は
竹
岡
正
夫
氏
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
）、
作
法
説
は
五
十
三
段
の
「
夜
深
き
」
を
も
例
に
す
る
磯
部
氏
注
2
前

掲
論
文
、
河
内
修
氏
「『
伊
勢
物
語
』「
東
国
物
語
（
十
三
段
・
十
四
段
）
注
疏
稿
」（『
東
洋
』
四
三
―
一
、
二
〇
〇
六
・
四
）。

（
5
）
五
十
三
段
も
し
く
は
二
十
二
段
と
み
る
島
内
景
二
氏
「『
伊
勢
物
語
絵
巻
』
は
何
を
描
い
た
の
か
」『
伊
勢
物
語
の
水
脈
と
波
紋
』（
翰
林
書
房
、
一
九

九
八
。
初
出
一
九
九
四
）、
二
十
二
段
と
み
る
相
原
充
子
氏
『
伊
勢
物
語
絵
巻
の
探
求
―
和
泉
市
久
保
惣
美
術
館
本
の
分
析
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇

二
）
等
。

（
6
）
近
藤
明
氏
「
伊
勢
物
語
第
十
四
段
「
き
つ
に
は
め
な
で
」
考
―
「
な
で
」
を
中
心
に
―
」（『
解
釈
』
一
九
九
一
・
八
）、
磯
部
氏
注
2
前
掲
論
文
。

（
7
）
磯
部
勇
氏
「『
伊
勢
物
語
』
の
「
ひ
な
び
」
に
つ
い
て
―
第
十
四
段
の
「
栗
原
の
…
…
」
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
関
東
短
期
大
学
『
国
語
国
文
』
六
、
一

九
九
七
・
三
）、
河
内
修
氏
注
4
前
掲
論
文
。

（
8
）
河
地
修
氏
「「
や
ま
と
歌
」
の
系
譜
―
総
論
と
し
て
の
『
伊
勢
物
語
』
作
品
論
の
試
み
―
」・「『
古
今
集
』
論
―
「
天
皇
の
歌
集
」、
も
し
く
は
「
家
集
」

の
解
体
―
」『
伊
勢
物
語
論
集
―
成
立
論
・
作
品
論
―
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
三
。
初
出
一
九
八
七
・
一
九
九
四
）
等
。

（
9
）
注
1
松
田
論
文
は
「
な
か
な
か
に
」
歌
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
仲
の
よ
い
蚕
と
の
解
に
は
無
理
が
あ
り
、
蚕
の
よ
う
に
大
切
に
さ
れ
た
い
と
い
う
万
葉
歌

を
「
恋
に
死
な
ず
は
」
と
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
意
味
不
明
の
歌
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
10
）
『
古
代
物
語
の
構
造
』（
有
精
堂
、
一
九
六
九
）
所
収
。
初
出
一
九
六
二
・
五
。

（
11
）
石
田
穰
二
氏
『
新
版
伊
勢
物
語
』（
角
川
文
庫
、
一
九
七
九
）
補
注
に
「
話
の
細
部
と
歌
と
の
間
に
必
然
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
点
か
ら
見
て
、
こ
の

話
の
方
が
原
話
で
、『
伊
勢
物
語
』
の
こ
の
段
は
、
刈
り
込
ん
だ
再
話
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
12
）
後
藤
祥
子
氏
「
深
草
の
里
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語

伊
勢
物
語
』
月
報
、
一
九
九
七
・
一
）。

（
13
）
竹
岡
氏
前
掲
書
は
「
女
に
同
情
し
、
失
わ
れ
た
若
か
り
し
日
の
美
し
さ
を
心
か
ら
愛
惜
し
て
い
る
男
の
気
持
が
に
じ
み
出
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

和歌の解釈
―『伊勢物語』第十四段をめぐって―（末沢）

43


