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従
来
の
類
歌
研
究
は
、
何
を
も
っ
て
類
歌
と
認
定
す
る
の
か
と
い
う
判
断
基
準
と
、

類
歌
の
分
布
状
況
か
ら
『
万
葉
集
』
の
編
纂
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
点
に
重
き

を
置
い
て
い
た
感
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
注
釈
書
類
を
ひ
も
と
い
て
も
、
何
番
歌
と

『
万
葉
集
』
に
は
千
年
以
上
に
わ
た
る
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
研
究
を
重
ね
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
相
応
の
意
味
が
必
要
だ
。

『
万
葉
集
』
に
は
類
歌
と
呼
ば
れ
る
表
現
の
類
似
し
た
歌
が
多
数
存
在
す
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
類
歌
に
関
す
る
先
行
研
究
は
決
し
て
多
く
な
い
。
主
立
っ
た
も
の
を

次
に
示
そ
う
。

大
久
間
喜
一
郎
「
万
葉
類
句
歌
考
〈
改
一

間
書
院
、
’
九
七
八
年
）

佐
佐
木
信
綱
『
万
葉
集
の
研
究
第
三
万
葉
集
類
歌
類
句
孜
』
（
岩
波
書

店
、
’
九
四
八
年
）

水
島
義
治
「
万
葉
集
東
歌
類
歌
孜
序
説
」
（
『
万
葉
の
発
想
』
桜
楓
社
、

万
葉
類
歌
比
較
研
究

は
じ
め
に

九
七
七
年
）

〈
改
訂
版
〉
」
〈
「
古
代
文
学
の
伝
統
』
笠

間
宮
厚
司

右
の
拙
論
に
続
く
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は
類
歌
を
手
が
か
り
に
様
々
な
解
釈
の

方
途
を
探
り
、
万
葉
歌
の
理
解
に
新
た
な
視
界
を
ひ
ら
き
た
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ

る
類
歌
は
三
組
で
あ
る
。

何
番
歌
と
は
類
歌
の
関
係
に
あ
っ
て
同
じ
発
想
の
歌
だ
と
か
、
似
た
表
現
で
あ
る
が

趣
は
異
な
る
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
程
度
で
済
ま
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
や
や
等
閑
視

さ
れ
て
い
た
き
ら
い
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
類
歌
（
異
伝
歌
も
こ
こ
で
は
広
く
類
歌
と
し
て
扱
う
）
に
関

連
し
た
小
論
を
三
つ
公
表
し
て
い
る
。

③
恋
し
け
ば
（
恋
之
家
婆
）
形
見
に
せ
む
と
我
が
や
ど
に
植
ゑ
し
藤
波
今
咲
き
に

け
り
（
万
八
・
’
四
七
二

あ
き
は
ぎ

⑪
恋
し
く
は
（
恋
之
久
者
）
形
見
に
せ
よ
と
我
が
乘
目
子
が
植
ゑ
し
秋
萩
花
咲
き
に

け
り
（
万
一
○
・
二
一
一
九
）

生
ケ
リ
ト
モ
ナ
シ
と
生
ケ
ル
ト
モ
ナ
シ
ミ
鶴
見
大
学
紀
要
・
国
語
国
文
学
篇
』

二
七
号
、
’
九
九
○
年
三
月
）

「
高
島
の
安
曇
川
波
は
騒
け
ど
も
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
（
橋
本
達
雄
編
『
柿

本
人
麻
呂
《
全
》
』
笠
間
書
院
、
二
○
○
○
年
）

万
葉
歌
（
二
五
九
七
番
と
三
一
五
九
番
）
の
解
釈
（
『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』

四
七
号
、
二
○
○
二
年
一
一
一
月
）

一
四
七
一
番
と
二
二
九
番
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③
⑪
の
初
句
は
、
ど
ち
ら
も
仮
定
表
現
で
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
手
元
に
あ
る

他
の
注
釈
書
で
確
認
し
て
み
て
も
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
＠
の
「
恋
し
け
ば
」
に
つ
い
て
は
「
恋
し
け
」
が
未
然
形
と
も
已
然

形
と
も
考
え
ら
れ
る
語
形
の
た
め
、
〈
未
然
形
十
（
〉
の
仮
定
表
現
で
は
な
く
、
〈
已

然
形
十
（
〉
の
確
定
表
現
で
も
解
釈
可
能
と
す
る
意
見
が
あ
る
。

例
え
ば
、
安
田
尚
道
「
万
葉
集
の
文
法
」
Ｓ
国
文
法
講
座
４
時
代
と
文
法
ｌ
古

代
語
」
明
治
書
院
、
’
九
八
七
年
所
収
）
は
、
「
そ
れ
が
未
然
形
で
仮
定
表
現
な
の
か
、

已
然
形
で
確
定
表
現
な
の
か
の
判
定
に
苦
し
む
よ
う
な
例
が
い
く
つ
か
あ
る
」
（
五

八
頁
）
と
書
い
た
後
に
＠
の
「
恋
し
け
ば
」
の
歌
を
挙
げ
、
「
も
し
…
…
な
ら
ば
」
の

右
の
二
首
が
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
と

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
口
語
訳
を
示
そ
う
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

Ｌ
の

③
恋
し
く
な
っ
た
ら
偲
び
ぐ
さ
に
し
よ
う
と
思
っ
て
家
の
庭
に
植
え
た
藤

の
花
は
今
咲
き
始
め
た

し
の
ぐ
さ

あ
き

⑪
恋
し
く
な
っ
た
ら
偲
び
草
に
せ
よ
と
あ
な
た
が
植
え
て
く
だ
さ
っ
た
秋

は
ぎ

萩
は
花
が
咲
き
始
め
ま
し
た

新
日
本
古
典
文
学
大
系

③
恋
し
か
っ
た
ら
形
見
に
し
よ
う
と
私
の
庭
に
植
え
た
藤
の
花
が
、
今
咲
い
た
こ

と
で
あ
る
。

⑥
恋
し
か
っ
た
ら
形
見
に
し
て
偲
べ
と
、
我
が
夫
が
植
え
た
秋
萩
は
花
が
咲
き
ま

し
た
。

文
学
部
紀
要
第
五
十
二
号

意
と
も
「
…
…
で
あ
る
時
に
は
い
つ
も
」
の
意
と
も
解
し
う
る
と
説
明
し
て
い
る
（
五

九
頁
）
。
つ
ま
り
、
＠
は
「
も
し
恋
し
い
な
ら
ば
…
…
」
と
、
「
恋
し
い
時
に
は
い
つ

も
・
・
・
…
」
の
両
方
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

ま
た
、
山
口
佳
紀
「
形
容
詞
活
用
の
成
立
」
ｓ
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』

有
精
堂
、
一
九
八
五
年
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
書
が
③
「
恋
し
け
ば
」
を
〈
未
然

形
十
（
〉
の
仮
定
表
現
で
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、
新
解
釈
を
提
出
し
た
（
二
九
六

頁
）
。
そ
れ
は
、
⑤
の
「
恋
し
く
は
」
で
始
ま
る
明
ら
か
に
仮
定
条
件
句
を
用
い
た
類

歌
は
あ
る
も
の
の
、
③
「
恋
し
け
ば
」
を
仮
定
条
件
で
解
す
る
現
状
に
疑
問
を
さ
し

は
さ
む
余
地
が
あ
る
と
い
う
。
そ
う
考
え
る
根
拠
と
し
て
、
③
「
形
見
に
せ
む
と
」

と
⑥
「
形
見
に
せ
よ
と
」
と
の
微
妙
な
違
い
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
⑥
で
「
恋

し
く
は
形
見
に
せ
よ
」
と
言
っ
た
の
は
我
が
背
子
で
あ
る
が
、
「
恋
し
」
と
思
う
の
は

歌
の
作
者
の
ほ
う
だ
か
ら
、
我
が
背
子
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
仮
定
法
で
い
う
の
が
ふ

さ
わ
し
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
＠
で
「
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
」
と
思

っ
た
の
は
歌
の
作
者
で
あ
る
か
ら
、
「
恋
し
」
を
仮
定
条
件
で
い
う
ま
で
も
な
く
、
事

実
恋
し
い
と
し
て
、
確
定
条
件
を
用
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
示
唆
す

る
。＠
の
「
恋
し
け
ば
」
が
仮
定
表
現
か
確
定
表
現
か
を
判
定
す
る
の
に
、
ま
ず
確
認

し
て
お
き
た
い
の
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
…
…
ぱ
…
…
せ
む
と
」
と
い
う
＠
と

同
じ
構
文
を
も
つ
歌
の
「
ば
」
の
上
が
未
然
形
な
の
か
、
そ
れ
と
も
已
然
形
な
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
訓
読
に
従
い
、
そ
の
全
例

を
示
す
。

①
絶
ゆ
と
言
は
倒
（
絶
常
云
者
）
わ
び
し
み
剖
劃
と
焼
き
大
刀
の
へ
っ
か
ふ
こ
と

｜’ 
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右
の
五
首
を
見
る
と
、
す
べ
て
〈
未
然
形
十
（
〉
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
の
箇
所

は
仮
名
表
記
で
な
い
か
ら
、
〈
已
然
形
十
（
〉
で
訓
じ
る
可
能
性
も
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
①
～
⑤
は
他
の
注
釈
書
で
確
認
し
て
も
、
〈
未
然
形
十
（
〉
で
訓

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
③
「
恋
し
け
ば
」
も
〈
未
然
形
十
ご
と
考
え
る
の

が
形
式
上
穏
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
歌
を
解
釈
す
る
点
か
ら
も
、
例
え
ば
④
を
「
秋

が
来
た
の
で
妻
に
見
せ
よ
う
と
植
え
た
萩
は
露
を
受
け
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
〈
已

然
形
十
（
〉
で
解
す
る
の
は
変
で
あ
り
、
「
秋
が
剰
洵
副
…
…
」
の
〈
未
然
形
十
（
〉

の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
③
「
恋
し
け
ば
」
も
〈
未
然
形
十
（
〉
が

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
セ
ム
ト
の
助
動
詞
ム
が
未
然
態
を
表
す
の
で
、
〈
未
然
形
十

（
〉
と
応
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
山
口
佳
紀
「
希
望
表

現
形
式
の
成
立
」
（
『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』
有
精
堂
、
’
九
八
五
年
）

は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
実
例
を
示
す
（
五
四
七
～
五
四
八
頁
）
。

は
さ
き
く
や
我
が
君
（
万
四
・
六
四
二

②
潮
満
た
因
（
塩
満
者
）
い
か
に
剖
州
司
剴
か
海
神
の
神
が
手
渡
る
海
人
娘
子
ど
も

（
万
七
・
一
一
二
六
）

③
秋
さ
ら
因
（
秋
去
者
）
移
し
も
綱
。
山
剴
我
が
蒔
き
し
韓
藍
の
花
を
誰
か
摘
み
け

む
（
万
七
・
一
三
六
一
一
）

④
秋
さ
ら
団
（
秋
去
者
）
妹
に
見
劃
扣
剰
剴
植
ゑ
し
萩
露
霜
負
ひ
て
散
り
に
け
る
か

も
（
万
一
○
・
二
一
二
七
）

⑤
春
さ
ら
因
（
春
去
者
）
か
ざ
し
に
団
扣
利
剣
我
が
思
ひ
し
桜
の
花
は
散
り
行
け
る

か
も
（
万
一
六
・
三
七
八
六
）

万
葉
類
歌
比
較
研
究

右
の
よ
う
な
例
が
あ
る
以
上
、
問
題
に
し
て
い
る
③
「
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
と

…
…
」
も
、
〈
已
然
形
十
（
〉
の
後
に
未
然
態
の
来
た
も
の
と
語
法
的
に
は
同
じ
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
、
③
は
「
恋
し
い
洲
引
形
見
に
し
よ
う
と
．
恋
し
い
の
で
形
見
に
し

よ
う
と
」
な
の
か
、
「
恋
し
か
つ
矧
●
副
形
見
に
し
よ
う
と
」
な
の
か
を
、
別
の
視
点
か

ら
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
、
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
歌
か
を
知
る

た
め
に
前
後
六
首
を
列
挙
し
て
み
る
（
読
み
下
し
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ

っ
た
）
。田
川
。
割
引
詞
い
た
く
な
鳴
き
そ
汝
が
声
を
五
月
の
玉
に
あ
へ
貫
く
ま
で
に
万

八
・
’
四
六
五
）

神
奈
備
の
磐
瀬
の
社
の
国
川
副
割
引
訓
毛
無
の
岡
に
い
つ
か
来
鳴
か
む
（
万
八
・

〈
已
然
形
十
（
〉
の
後
に
は
既
然
態
の
来
る
こ
と
が
多
い
が
、
未
然
態
の
来
る

こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
（
有
者
）
こ
の
世
な
る
間
は
楽

し
く
を
あ
ら
な
（
有
名
）
（
万
三
・
三
四
九
）

明
石
潟
潮
干
の
道
を
明
日
よ
り
は
下
笑
ま
し
け
む
く
下
咲
異
六
）
家
近
づ

け
ば
（
家
近
附
者
）
（
万
六
・
九
四
二

赤
駒
が
足
が
き
速
け
ば
（
速
者
）
雲
居
に
も
隠
り
行
か
む
（
隠
去
）
ぞ
袖

ま
け
我
妹
（
万
二
・
二
五
一
○
）

心
を
し
君
に
奉
る
と
思
へ
れ
ば
（
念
有
者
）
よ
し
こ
の
こ
ろ
は
恋
ひ
つ
つ

を
あ
ら
む
（
将
有
）
（
万
一
一
・
二
六
○
三
）

一一一
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一
四
六
六
）

倒
川
。
割
引
訂
な
か
る
国
に
も
行
き
て
し
か
そ
の
鳴
く
声
を
聞
け
ば
苦
し
も
（
万

八
・
’
四
六
七
）

国
川
刃
割
引
詞
声
聞
く
小
野
の
秋
風
に
萩
咲
き
ぬ
れ
や
声
の
乏
し
き
（
万
八
二

四
六
八
）

あ
し
ひ
き
の
山
国
川
則
割
引
訶
汝
が
鳴
け
ば
家
な
る
妹
し
常
に
偲
は
ゆ
（
万
八
・

一
四
六
九
）

も
の
の
ふ
の
磐
瀬
の
社
の
岡
川
列
割
引
訶
今
も
鳴
か
ぬ
か
山
の
常
陰
に
（
万
八
・

一
四
七
○
）

③
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
と
我
が
や
ど
に
植
ゑ
し
藤
波
今
咲
き
に
け
り
（
万
八
・

’
四
七
二

倒
川
コ
ヨ
引
訶
来
鳴
き
と
よ
も
す
卯
の
花
の
共
に
や
来
し
と
問
は
ま
し
も
の
を

（
万
八
・
’
四
七
二
）

橘
の
花
散
る
里
の
因
川
副
割
引
打
片
恋
し
つ
つ
鳴
く
日
し
そ
多
き
（
万
八
・
’
四

七

、．＝

今
も
か
も
大
城
の
山
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
と
よ
む
ら
む
我
な
け
れ
ど
も
（
万

八
・
一
四
七
四
）

な
に
し
か
も
こ
こ
だ
く
恋
ふ
る
田
川
。
劃
割
前
鳴
く
声
聞
け
ば
恋
こ
そ
増
さ
れ

（
万
八
・
’
四
七
五
）

ひ
と
り
居
て
物
思
ふ
夕
に
圃
川
コ
ヨ
ヨ
詞
こ
ゆ
鳴
き
渡
る
心
し
あ
る
ら
し
（
万

八
・
一
四
七
六
）

卯
の
花
も
い
ま
だ
咲
か
ね
ば
掛
川
副
割
引
打
佐
保
の
山
辺
に
来
鳴
き
と
よ
も
す

（
万
八
・
一
四
七
七
）

文
学
部
紀
要
第
五
十
二
号

澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
（
中
央
公
論
社
）
に
よ
る
と
、
＠
の
「
恋
し
」
の
対
象

は
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
は
な
い
と
説
く
。
｜
方
、
中
西
進
『
万
葉
集
』
（
講
談
社
文
庫
）
は
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
が
恋
し
く
な
っ
た
ら
形
見
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
し
の
ぶ
よ
す
が
）
に
し
よ

う
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
し
、
こ
れ
は
女
性
へ
の
恋
で
は
な
い
と
脚
注
で
指
摘
す
る
。

確
か
に
、
の
歌
の
前
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
六
首
ず
つ
す
べ
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
詠
み
込
ん

だ
歌
が
並
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
＠
の
歌
は
「
夏
の
雑
歌
」
の
一
四
六
五
か
ら
一
四

九
七
番
歌
に
含
ま
れ
て
お
り
、
「
夏
の
相
聞
」
は
一
四
九
八
番
歌
か
ら
始
ま
る
の
で
、

「
部
立
」
の
点
か
ら
も
、
＠
は
男
女
の
恋
の
歌
と
は
考
え
に
く
い
。
、
に
ホ
ト
ト
ギ

ス
の
語
は
な
い
が
、
「
藤
波
」
が
あ
る
。
「
藤
波
」
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
取
り
合
わ
せ
て
、

初
夏
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
一
つ
例
を
示
そ
う
。

＠
の
歌
は
、
目
の
前
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
い
て
い
る
時
点
で
、
も
し
鳴
か
な
く
な

っ
て
恋
し
く
な
っ
た
ら
、
と
仮
定
し
て
歌
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
③
「
恋
し
け
ば
（
恋

し
く
な
っ
た
ら
）
」
は
、
「
植
ゑ
し
」
の
時
の
気
持
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
③
を

確
定
条
件
で
「
恋
し
い
か
ら
．
恋
し
い
の
で
」
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
「
植
ゑ
し
」
の

段
階
で
す
で
に
孤
独
で
恋
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
考
え
に
く
い
の
で

は
な
い
か
。
「
植
ゑ
し
藤
波
」
と
「
今
咲
き
に
け
り
」
は
、
過
去
（
恋
し
く
な
っ
た
時

の
た
め
に
藤
波
の
花
が
咲
く
の
を
願
っ
て
植
え
た
）
と
、
現
在
（
今
ま
さ
に
そ
の
花

が
咲
き
始
め
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
会
え
る
季
節
が
め
ぐ
っ
て
来
た
）
が
対
比
さ
れ
て
い

い
ま
会
』

鯛
潤
の
散
ら
ま
く
惜
し
み
田
川
。
Ⅷ
剴
引
Ⅷ
今
城
の
岡
を
鴫
き
て
越
ゆ
な
り
（
万
一

○
・
一
九
四
四
）

四
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、
と
＠
は
類
歌
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
。
「
形
見
に
せ
む
と
我
が
二
人
植
ゑ
し
松

の
木
」
と
、
③
「
形
見
に
せ
む
と
我
が
や
ど
に
植
ゑ
し
藤
波
」
は
、
非
常
に
よ
く
似

た
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
、
の
初
句
「
君
来
ず
は
」
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
「
あ
な

た
が
来
な
い
時
に
は
（
形
見
に
し
よ
う
と
思
っ
て
私
た
ち
二
人
で
植
え
た
松
の
木
は

マ
ツ
の
名
の
と
お
り
、
あ
な
た
を
待
っ
て
き
っ
と
出
て
来
さ
せ
る
で
し
ょ
う
ど
の
意

だ
か
ら
、
仮
定
条
件
句
を
構
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
植
ゑ
し
」
の
時
に
二
人
は
一

緒
で
、
そ
の
時
に
「
あ
な
た
が
来
な
か
っ
た
ら
」
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
①
～
⑤
の
初
句
が
〈
未
然
形
十
（
・
・
・
…
セ
ム
ト
〉
で
、
す
べ
て
仮
定
表
現
に

な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
③
⑥
、
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

る
の
だ
か
ら
、
仮
定
表
現
を
と
る
ほ
う
が
文
脈
的
に
落
ち
着
く
。
そ
れ
に
は
次
の
例

が
参
考
に
な
る
。

③
恋
し
け
ば
形
見
に
せ
む
と
我
が
や
ど
に
植
ゑ
し
藤
波
今
咲
き
に
け
り
（
万
八
・

一
四
七
二

⑥
恋
し
く
は
形
見
に
せ
よ
と
我
が
背
子
が
植
ゑ
し
秋
萩
花
咲
き
に
け
り
（
万
一

○
・
二
二
九
）

◎
君
来
ず
は
形
見
に
せ
む
と
我
が
二
人
楠
ゑ
し
松
の
木
君
を
待
ち
出
で
む
（
万
一

一
・
二
四
八
四
）

、
測
刺
制
刑
國
（
君
不
来
者
）
形
見
に
せ
む
と
我
が
二
人
植
ゑ
し
松
の
木
君
を
待
ち

出
で
む
（
万
二
・
二
四
八
四
）

万
葉
類
歌
比
較
研
究

こ
れ
ら
三
首
は
、
仮
定
表
現
で
歌
い
出
し
、
「
形
見
」
と
「
我
が
…
…
植
ゑ
し
」
が

同
じ
歌
詞
で
、
「
藤
波
・
秋
萩
・
松
」
と
い
う
植
物
を
詠
み
込
む
点
で
共
通
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
類
歌
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
（
こ
れ
ま
で
◎
は
③
⑪
の
類
歌

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
）
。
③
⑥
は
結
句
で
「
咲
き
に
け
り
」
と
あ
る

の
で
、
現
在
の
緊
迫
感
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
◎
は
「
槻
と
闇
可
」

で
言
葉
遊
び
の
趣
向
を
凝
ら
し
、
技
巧
的
で
あ
る
。
表
現
の
あ
り
方
や
恋
す
る
対
象

等
を
考
慮
す
れ
ば
（
想
像
の
域
を
出
な
い
が
）
、
③
↓
⑥
↓
、
の
順
に
前
歌
を
模
倣
す

る
形
で
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

③
「
恋
し
け
ば
」
は
形
容
詞
の
古
い
仮
定
条
件
、
⑥
「
恋
し
く
は
」
は
形
容
詞
の

新
し
い
仮
定
条
件
、
、
「
君
来
ず
は
」
は
ズ
ハ
を
用
い
た
仮
定
表
現
で
、
三
首
と
も

「
恋
す
る
対
象
が
い
な
く
な
っ
て
恋
し
く
な
っ
た
ら
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
現
し
て

い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
③
⑥
、
の
内
容
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

③
↓
作
者
は
山
部
赤
人
で
男
性
．
植
え
た
の
は
作
者
自
身
・
恋
す
る
対
象
は
ホ
ト

ト
ギ
ス
・
季
節
は
藤
波
が
咲
い
た
の
で
初
夏

⑰
↓
作
者
は
女
性
．
植
え
た
の
は
相
手
の
我
が
背
子
・
恋
す
る
対
象
は
我
が
背
子
・

季
節
は
秋
萩
が
咲
い
た
の
で
秋

。
↓
作
者
は
女
性
．
植
え
た
の
は
二
人
・
恋
す
る
対
象
は
我
が
背
子
・
季
節
は
特

定
せ
ず
（
む
し
ろ
何
時
で
も
よ
い
）

五
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こ
こ
で
検
討
し
た
い
の
は
、
②
「
閏
八
河
辺
之
」
の
「
八
」
字
の
読
み
方
で
あ
る
。

ウ
ル
ヤ
と
訓
む
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
当
該
歌
の
頭
注
で
「
八
」
の
字
に
関
し

て
、
「
ハ
・
ヤ
と
音
訓
両
様
仮
名
で
ウ
ル
ハ
…
と
読
む
説
も
あ
る
が
、
漢
字
音
の
上
か

ら
は
ハ
の
音
を
写
す
の
に
適
当
で
な
く
、
用
例
も
少
な
い
」
と
解
説
す
る
。
そ
し
て
、

現
行
の
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
は
、
こ
の
ウ
ル
ヤ
の
訓
を
採
用
し
て
い
る
。

一
方
、
ウ
ル
ハ
と
訓
じ
る
日
本
古
典
文
学
大
系
は
、
「
朝
柏
ｌ
枕
詞
。
朝
の
柏
の
葉

の
潤
う
意
か
ら
ウ
ル
ハ
カ
ハ
に
か
か
る
か
、
朝
の
柏
が
ウ
ル
ハ
シ
イ
意
か
。
○
閏
八

川
’
二
四
七
八
の
潤
和
川
と
同
じ
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
頭
注
を
付
す
。

ま
た
、
山
口
佳
紀
「
子
音
交
替
〈
上
〉
」
（
『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』

有
精
堂
、
一
九
八
五
年
）
は
、
②
の
「
八
」
字
の
訓
み
方
に
つ
い
て
、
問
題
点
を
指

摘
し
た
上
で
、
ウ
ル
ハ
と
訓
じ
る
の
が
よ
い
と
次
の
よ
う
に
述
べ
る
二
四
○
頁
）
。

う
る
わ
か
ば
へ

あ

①
秋
柏
潤
和
川
辺
の
（
潤
和
川
辺
）
篠
の
ロ
ロ
の
人
に
は
忍
び
君
に
堪
へ
な
／
、
に
（
万

一
一
・
二
四
七
八
）

。
つ
る
か
ば
へ

い

②
朝
柏
潤
八
川
辺
の
（
閏
川
河
辺
之
）
篠
の
ロ
ロ
の
偲
ひ
て
寝
れ
ば
夢
に
見
え
け
り

（
万
一
一
・
二
七
五
四
）

ウ
ル
ヤ
カ
ハ
ヘ
ー
ウ
ル
ワ
カ
ハ
ヘ
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
閏
八
河
辺
」
を
ウ

ル
ハ
カ
ハ
ヘ
と
訓
み
、
ウ
ル
ワ
カ
ハ
ヘ
の
方
は
、
ハ
行
転
呼
音
の
古
い
例
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
稲
岡
耕
二
『
万
葉
表
記
論
』
に
よ
れ
ば
、
万
葉
集
に
お

い
て
、
「
八
」
字
は
ヤ
を
表
わ
す
の
が
普
通
で
、
ハ
を
表
わ
す
の
は
極
め
て
限
ら

一
一
一
一
四
七
八
番
と
二
七
五
四
番

文
学
部
紀
要
第
五
十
二
号

れ
た
場
合
で
あ
る
が
、
正
訓
字
あ
る
い
は
訓
仮
名
に
前
後
を
挟
ま
れ
た
音
仮
名

は
、
仮
名
と
し
て
音
専
用
と
見
ら
れ
る
も
の
か
、
音
訓
両
用
仮
名
中
で
音
仮
名

頻
度
の
高
い
も
の
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
「
閏
八
河
」
は
ウ
ル
ヤ
カ
ハ
と
読
む
の
が

穏
当
と
い
う
．
従
っ
て
、
ウ
ル
ャ
カ
ハ
ヘ
ー
ゥ
ル
ワ
カ
ハ
ヘ
は
１
Ｗ
間
の
交

替
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
型
の
交
替
は
、
他
に
確
実
な
例
が
な
く
、
疑

わ
し
い
。
ま
た
、
別
の
河
川
名
と
す
る
の
も
一
案
で
あ
る
が
、

朝
柏
閏
八
河
辺
之
小
竹
之
眼
笑
思
而
宿
者
夢
所
見
来
（
二
七
五
四
〉

秋
柏
潤
和
川
辺
細
竹
目
人
不
顔
面
公
無
勝
（
二
四
七
八
）

と
並
べ
て
見
る
に
、
そ
れ
も
強
引
で
あ
ろ
う
。
大
坪
併
治
「
訓
点
語
の
研
究
』

の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
で
、
仮
名
遺
の
誤
用
と
し
て
真

先
に
現
れ
る
の
が
、
ウ
ル
ハ
シ
Ｖ
ウ
ル
ワ
シ
（
麗
）
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
無

視
で
き
な
い
。
や
は
り
、
「
閏
八
河
辺
」
は
ウ
ル
ハ
カ
ハ
ヘ
で
、
「
潤
和
川
辺
」

は
ハ
行
転
呼
音
の
古
い
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
際
、

ど
う
し
て
ハ
音
を
表
わ
す
の
に
例
外
的
に
「
八
」
字
が
使
わ
れ
た
か
が
問
題
で

あ
る
。
「
閏
」
字
は
、
「
潤
」
字
と
通
用
し
て
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
が
、
一
般

に
は
、
閏
月
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
「
閏
三
月
」

「
閏
五
月
」
と
い
う
よ
う
に
、
直
後
に
数
字
の
来
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う

な
背
景
が
あ
っ
て
、
「
閏
」
字
の
直
後
に
「
八
」
字
が
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
「
閏
」
字
を
万
葉
集
中
に
用
い
た
の
は
、
「
閏
八
河
辺
」

の
例
と
、
ヌ
ル
・
ヌ
ラ
ス
の
表
記
に
用
い
た
一
一
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
三
例

と
も
人
麻
呂
歌
集
所
拠
の
旋
頭
歌
に
出
て
来
る
の
は
、
表
記
の
特
異
性
を
示
す

も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
。

六
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な
お
、
「
閏
八
月
」
の
例
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
宝
字
元
年
に
あ
る
。

Ｌ
他
つ

ば
し
、
ゐ

ま
た
、
「
四
八
津
（
四
極
）
」
（
万
一
ハ
．
九
九
九
）
や
「
八
信
井
（
走
井
）
」
（
万
七
・

一
’
一
三
）
の
よ
う
に
ハ
の
音
に
「
八
」
字
を
当
て
、
固
有
名
詞
を
表
記
し
た
例
が

う
ろ
か
土

見
ら
れ
る
。
問
題
の
「
潤
川
川
」
も
固
有
名
詞
で
あ
る
。

加
え
て
、
①
の
ウ
ル
ワ
カ
ハ
（
潤
和
川
）
は
訂
・
劃
・
訓
」
表
記
だ
か
ら
、
②

を
ウ
ル
ハ
カ
ハ
（
閏
八
河
）
と
訓
じ
れ
ば
同
じ
「
訓
・
剤
・
訓
」
で
、
互
い
に
パ
ラ

レ
ル
な
文
字
配
列
に
な
る
。

そ
れ
に
、
ウ
ル
ハ
カ
ハ
と
い
う
川
の
名
は
麗
し
い
川
と
い
う
意
味
合
い
で
命
名
さ

右
の
説
明
は
説
得
的
で
納
得
で
き
る
。
た
だ
し
、
い
く
つ
か
確
認
・
補
足
し
て
お

き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
、
②
の
「
閏
」
字
を
、
日
吉
盛
幸
『
万
葉
集
漢
文
漢
字
総
索
引
」
（
笠
間
書
院
、

’
九
九
四
年
）
で
調
べ
る
と
、
歌
以
外
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
全
例
「
閏
」
字
の

後
に
は
数
字
が
来
て
お
り
、
何
月
で
あ
る
か
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ル

ハ
を
「
閏
八
」
と
表
記
し
た
理
由
は
、
視
覚
的
な
も
の
が
影
響
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

山
口
説
に
首
肯
で
き
よ
う
。

「
閏
三
月
」
（
万
八
・
一
四
五
三
［
目
録
・
題
詞
］
、
万
一
七
・
三
九
二
七
［
題

詞
］
・
万
一
九
・
四
二
六
二
［
目
録
・
題
詞
］
）

「
閏
五
月
」
（
万
一
八
・
四
一
一
二
［
左
注
］
、
四
一
一
五
［
左
注
］
、
四
一
二
一

［
左
注
］
、
四
一
二
二
［
題
詞
］
、
四
一
一
六
［
題
詞
］
、
四
一
一
六

［
目
録
ご

「
閏
七
月
」
（
万
一
七
・
三
九
二
七
［
題
詞
］
）

万
葉
類
歌
比
較
研
究

結
局
、
ウ
ル
刊
（
ま
た
は
ハ
行
転
呼
音
の
ワ
）
カ
ハ
ヘ
な
ら
ば
文
法
的
に
分
析
可

能
と
な
る
が
、
ウ
ル
ヤ
カ
ハ
ヘ
で
は
語
の
構
成
が
不
明
で
あ
る
し
、
な
お
か
つ
類
歌

の
ウ
ル
ワ
カ
ハ
ヘ
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
ウ
ル
ヤ
と
ウ
ル
ワ
で
音
が
異
な
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
に
窮
す
る
。
要
す
る
に
、
『
万
葉
集
』
で
「
八
」
字
は
ヤ
と
訓

む
の
が
普
通
で
、
ハ
と
訓
む
の
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
②
の
「
閏
八
」
に
つ

い
て
は
ウ
ル
ハ
と
訓
む
く
き
条
件
が
揃
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
す
る

と
、
①
の
ウ
ル
ワ
（
潤
和
）
は
ハ
行
転
呼
音
を
生
じ
た
語
形
だ
か
ら
、
②
の
ウ
ル
ハ

（
閏
八
）
の
歌
の
ほ
う
が
先
に
で
き
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
①
②
の
歌
を
通
釈
し
て
み
る
。

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
〈
ウ
ル
ハ
＋
カ
ハ
〉
と
分
析
さ
れ
る
が
、
こ
の
ウ
ル
ハ
と

い
う
語
形
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
シ
ク
活
用
形
容
詞

ウ
ル
ハ
シ
（
麗
）
が
名
詞
カ
ハ
ヘ
（
川
辺
）
を
修
飾
す
る
場
合
、
通
常
は
連
体
形
の

引
汕
則
刊
列
荊
カ
ハ
ヘ
、
ま
た
は
語
紳
の
制
刈
Ⅱ
刊
刻
カ
ハ
ヘ
に
な
る
は
ず
で
、
そ
れ
が

ウ
ル
ハ
カ
ハ
ヘ
と
い
う
語
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ウ
ル
ハ
カ
ハ
ヘ
は
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
引
刎
１
Ｎ
シ
の
シ
が
無
い
形
で
体
言
カ
ハ
ヘ
を

修
飾
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
例
は
あ
る
。

ｈ
）
町

０
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ｐ
ｐ
ｍ
即
日
日
０

－
し
め

①
ウ
ル
ワ
川
の
ほ
と
り
の
小
竹
の
芽
で
は
な
い
が
、
他
人
に
は
劉
『
ぴ
隠
す
こ
と
が

で
き
て
も
、
あ
な
た
の
前
で
は
あ
ふ
れ
る
心
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

メ
ヅ
ラ
シ
（
愛
）

ア
タ
ラ
シ
〈
借
）

め
５
み

‐
↓
［
日
頬
子
（
梅
豆
羅
古
）
来
る
（
紀
・
歌
謡
九
九
）

齢
た
ら

‐
↓
あ
た
ら
舟
木
を
（
安
多
良
船
材
乎
）
（
万
一
一
一
・
一
二
九
一
）

七
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い
ま
、
①
と
②
の
先
後
関
係
を
推
定
し
て
い
る
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の

①
の
頭
注
に
、
「
篠
の
ノ
は
甲
類
、
忍
ブ
の
ノ
は
乙
類
と
発
音
に
小
差
は
あ
る
が
、
類

音
に
よ
っ
て
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
解
説
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②
の
シ
ノ
フ

（
偲
）
の
ノ
は
甲
類
だ
か
ら
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
上
で
矛
盾
が
な
い
。
こ
の
点

を
考
慮
す
れ
ば
、
②
の
ほ
う
が
ウ
ル
ハ
と
シ
ノ
の
本
来
的
な
音
を
保
っ
て
お
り
、
や

は
り
②
が
先
で
、
①
は
②
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
①
「
秋
柏
」
と
②
「
朝
柏
」
は
、
と
も
に
枕
詞
で
、
柏
の
葉
が
露
に

濡
れ
て
潤
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ウ
ル
に
か
け
た
と
諸
注
で
説
明
さ
れ
、
勿
論
そ
れ
で
理

解
で
き
る
の
だ
が
、
こ
の
ウ
ル
（
潤
）
は
、
動
詞
ヌ
ル
（
濡
）
と
関
連
す
る
の
で
は

な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
ウ
シ
（
大
人
）
ｌ
ヌ
シ
（
主
）
、
ウ
バ
タ
マ
（
黒
玉
）
ｌ
ヌ
バ

タ
マ
（
黒
玉
）
、
詞
ク
（
極
）
し
刈
ク
（
世
）
の
よ
う
に
語
頭
子
音
ｎ
の
無
い
形
と
有

る
形
で
関
係
づ
け
ら
れ
る
語
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
口

佳
紀
「
語
頭
子
音
の
脱
落
」
（
『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』
有
精
堂
、
一
九

八
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
ら
に
、
①
②
の
歌
で
ウ
ル
に
当
て
ら
れ
た
「
閏
」
と
「
潤
」
の
字
は
、
『
万
葉
集
』

で
「
『
棡
刈
可
行
か
む
見
む
（
閏
将
往
見
）
」
（
万
七
・
一
二
七
四
）
や
、
「
】
棡
刈
漬
て
ど

（
潤
湿
跡
）
」
（
万
三
・
三
七
○
）
の
よ
う
に
、
ヌ
ル
（
濡
）
の
表
記
に
も
使
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
ウ
ル
と
ヌ
ル
は
ｎ
の
無
子
音
形
と
有
子
音
形
の
対

応
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

し
山

②
ウ
ル
ハ
川
の
ほ
と
り
の
Ⅲ
●
》
一
ｍ
の
芽
で
は
な
い
が
、

ろ
、
そ
の
姿
が
夢
に
見
え
た
。

文
学
部
紀
要
第
五
十
二
号

し
め

あ
な
た
を
側
ん
で
寝
た
と
一
一

ま
た
、
中
本
正
智
『
日
本
語
の
系
譜
』
（
青
土
社
、
’
九
八
五
年
）
は
、
水
を
表
す

旨
と
み
ら
れ
る
次
の
語
を
日
本
列
島
の
方
言
か
ら
挙
げ
て
、
語
根
の
ウ
ル
は
水
を
表

す
語
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
ま
と
め
る
二
○
一
頁
）
。

な
お
、
『
古
今
和
歌
六
帖
」
を
見
る
と
、
①
が
「
あ
き
か
し
は
剣
‐
引
や
か
ば
額
へ
の
し

の
の
め
に
人
も
あ
ひ
あ
は
ず
つ
ま
な
し
が
ち
に
」
、
②
が
「
あ
さ
か
し
は
風
‐
劃
や
か
は

く
の
し
の
の
め
に
人
も
あ
ひ
あ
は
ず
き
み
な
し
が
ち
に
」
で
、
『
万
葉
集
』
の
ウ
ル
が

ヌ
ル
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
閏
・
潤
」
字
を
ヌ
ル
と
単
に
訓
み
誤
っ
た
も
の

だ
ろ
う
。

①
あ
り
つ
つ
も
（
在
管
裳
）
君
を
ぱ
待
た
む
う
ち
な
び
く
我
が
黒
髪
に
霜
の
置
く

ま
で
に
（
万
二
・
八
七
）

ウウウウウウウウ
レレルノレルルルル

１１ムムサケカオ
アシイノレスイ
ソ

ビ

三
八
七
番
歌
と
八
九
番
歌

曇
天
、
く
も
り
三
重
県
宇
治
山
田

水
に
ふ
や
か
す
仙
台

水
に
ひ
た
っ
て
や
わ
ら
か
く
な
る
東
北
地
方

雨
な
ど
に
ぬ
れ
た
感
じ
を
表
す
形
容
詞
石
見

光
沢
を
失
う
滋
賀
県
蒲
生
郡

螢
徳
之
島

に
わ
か
雨
静
岡
県
周
智
郡

久
し
ぶ
り
の
雨
で
業
を
休
む
こ
と
岐
阜
県
山
県
郡
梅
原

八
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と
こ
ろ
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
九
九
九
年
）
は
従
来
の
訓
み
方
と
異
な

り
、
②
の
初
句
「
居
明
而
」
を
ヲ
リ
ア
カ
シ
テ
と
訓
む
。
そ
の
脚
注
を
み
る
と
、
こ

う
説
明
さ
れ
て
い
る
。

②
は
①
の
異
伝
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
②
の
初
句
は
諸
注
で
ヰ
ア
カ
シ
テ
と
訓

じ
ら
れ
、
お
う
ふ
う
の
『
万
葉
集
』
の
頭
注
に
も
異
訓
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

最
初
に
、
稲
岡
耕
二
『
万
葉
集
全
注
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
の
解
説
を
見
よ

〕
フ
。 ②
円
飼
烈
ｎ
ｕ
ｑ
（
居
明
而
）
君
を
ぱ
待
た
む
ぬ
ぱ
た
ま
の
我
が
黒
髪
に
霜
は
降
る

と
も
（
万
二
・
八
九
）

▽
初
句
「
を
り
あ
か
し
て
」
は
、
「
ゐ
あ
か
し
て
」
と
も
訓
み
得
る
が
、
後
者
の

場
合
は
「
座
っ
た
ま
ま
夜
を
明
か
し
て
」
の
意
と
な
る
の
で
、
前
者
の
訓
を
採遊
り

る
。
本
居
宣
長
は
、
「
居
り
明
か
す
」
の
語
に
つ
い
て
、
「
犬
か
た
此
た
ぐ
ひ
の
居

【
注
】
○
居
明
か
し
て
ヰ
ル
は
元
来
座
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
語
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
閨
に
入
っ
て
寝
ず
、
戸
外
で
夜
を
明
か
す
こ
と
を
ヰ
ア
カ
ス
と
言
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
古
典
全
集
に
「
居
明
カ
ス
が
す
わ
っ
た
ま
ま
夜
を
明
か
す
意
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
の
作
者
は
霜
に
降
ら
れ
て
外
に
す
わ
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
八
七
の
歌
の
初
句
を
部
分
的
に
さ
し
か
え
た
結
果
、
こ

の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
記
す
の
は
、
ヰ
ル
の
意
味
を
限
定

し
す
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

万
葉
類
歌
比
較
研
究

こ
こ
で
は
②
の
初
句
が
ヰ
ア
カ
シ
テ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ヲ
リ
ア
カ
シ
テ
な
の
か
、

検
討
を
加
え
た
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
阪
倉
篤
義
「
動
詞
の
意
義
分
析
ｌ
ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の

場
合
Ｉ
」
（
『
国
語
国
文
」
第
四
六
巻
第
四
号
、
一
九
七
七
年
四
月
）
は
、
有
益
で
逸

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
論
文
で
あ
る
。
以
下
、
阪
倉
論
文
の
中
で
得
ら
れ
た
結
論
に

相
当
す
る
部
分
を
引
用
し
た
い
。

こ
れ
は
『
万
葉
集
』
の
用
例
を
徹
底
的
に
調
査
し
て
、
得
ら
れ
た
特
徴
的
な
事
実

ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ヰ
ル
と
い
う
動
詞
が
、
ヲ
リ
に
比
し
て
一
定
の

場
所
に
お
け
る
比
較
的
短
時
間
の
存
在
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
既
に
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、
鳥
に
つ
い
て
言
え
ば
「
と
ま
る
」
と

い
う
に
近
く
、
天
然
現
象
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
一
時
的
に
現
象
す
る
さ

ま
を
、
ヰ
ル
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
ヰ
ル
は
、
あ
る
も

の
の
存
在
の
し
か
た
を
、
進
行
的
な
動
作
と
し
て
把
え
て
、
こ
れ
を
具
象
的
に

、
、

記
述
す
る
動
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヲ
リ
の
方
は
、
存
在
を
、
継
続
的

な
状
態
と
し
て
把
え
、
こ
れ
を
話
し
手
の
立
場
か
ら
、
様
態
と
し
て
描
写
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
。

ゐ

は
、
た
だ
一
わ
た
り
軽
く
つ
ね
に
云
ふ
と
は
か
は
り
て
、
夜
寝
ず
に
、
起
て
居
る

牟
』
⑩

意
也
、
軽
く
見
る
べ
か
ら
ず
」
（
玉
勝
間
十
四
・
夜
寝
ず
起
て
ゐ
る
を
居
と
云
へ

る
事
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
居
り
あ
か
し
も
（
平
里
安
加
之
母
）
今
夜
は
飲
ま

む
ほ
と
と
ぎ
す
明
け
む
朝
は
鳴
き
渡
ら
む
そ
」
〈
四
○
六
八
）
。

九
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で
あ
る
。
②
の
初
句
を
ヰ
ア
カ
シ
テ
と
訓
じ
る
と
、
座
っ
て
い
る
姿
勢
の
ほ
う
に
重

点
が
置
か
れ
て
し
ま
い
、
寝
ず
に
朝
ま
で
ず
っ
と
起
き
て
い
る
と
い
う
継
続
的
な
意

味
は
出
て
き
に
く
い
。
①
の
ほ
う
は
ア
リ
ッ
ッ
モ
と
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
『
万
葉
集
』

に
ア
リ
ッ
ッ
は
計
一
四
例
あ
り
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
保
ち
続
け
る
意
を
表
し
て
い

る
。
な
ら
ば
、
②
の
「
居
明
而
」
は
、
ヲ
リ
ア
カ
シ
テ
と
訓
む
く
き
で
あ
ろ
う
。
ヲ

リ
ア
カ
シ
テ
の
訓
は
、
『
万
葉
代
匠
記
（
初
稿
本
こ
が
最
初
で
あ
る
。
阪
倉
論
文
で

は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
の
み
で
、
問
題
の
句
を
ヰ
ア
カ
シ
テ
と
訓
む
説
に
従
い
、

特
に
言
及
し
て
い
な
い
。

こ
こ
で
一
つ
気
に
か
か
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ヰ
ア
カ
シ
テ
と
五
音
の
非
字
余

り
（
句
中
に
単
独
母
音
を
含
む
の
に
字
余
り
に
な
っ
て
い
な
い
）
で
訓
む
の
が
よ
い

の
か
、
そ
れ
と
も
ヲ
リ
ア
カ
シ
テ
と
六
音
の
字
余
り
（
句
中
に
単
独
母
音
を
含
む
）

で
訓
む
の
が
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

毛
利
正
守
「
万
葉
集
の
五
音
句
と
結
句
に
於
け
る
字
余
り
の
様
相
」
弓
万
葉
集
研

究
』
第
一
七
集
、
’
九
八
九
年
）
は
、
短
歌
の
五
音
句
で
、
「
三
音
節
目
」
以
前
に
母

音
が
位
置
し
て
も
字
余
り
を
起
こ
さ
な
い
最
も
際
立
っ
た
形
と
し
て
、
こ
こ
で
問
題

に
し
て
い
る
ヰ
ア
カ
シ
テ
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
、
山
口
佳
紀
「
字
余
り
論
は
な
に
を
可
能
に
す
る
か
」
弓
国
文
学
・

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
○
年
五
月
）
は
、
ヰ
ア
カ
シ
テ
で
は
な
く
ヲ
リ
ァ
ヵ

ち
な
み
に
、
こ
の
両
語
が
複
合
動
詞
の
前
項
に
な
る
こ
と
は
稀
で
、
ヲ
リ
に
つ

い
て
は
「
ヲ
リ
明
か
す
」
、
ヰ
ル
に
つ
い
て
は
「
ヰ
明
か
す
」
「
ヰ
枯
ら
す
」
「
ヰ

散
ら
す
」
く
ら
い
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

文
学
部
紀
要
第
五
十
二
号

シ
テ
と
訓
め
ぱ
、
句
中
に
単
独
母
音
を
含
む
字
余
り
の
形
で
訓
む
こ
と
が
で
き
る
と

ヲ
リ
ア
カ
ン
そ

述
べ
、
そ
の
傍
証
例
と
し
て
、
家
持
の
「
乎
里
安
加
之
母
」
（
万
一
八
・
四
○
六
八
）

を
示
し
た
。
こ
れ
も
問
題
の
句
と
同
じ
初
句
の
例
で
あ
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
語
義
お
よ
び
字
余
り
の
観
点
か
ら
、
②
の
「
居
明
而
」
は

ヲ
リ
ア
カ
シ
テ
と
訓
む
の
が
妥
当
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
補
足
す
る
な
ら

ば
、
阪
倉
論
文
の
次
の
記
述
は
当
該
歌
に
と
っ
て
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
②
は
「
恋
を
し
続
け
た
精
神
状
態
で
寝
ず
に
夜
を
明
か
し
て
」
の
意
で

あ
る
か
ら
、
ヲ
リ
ア
カ
シ
テ
が
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
異
伝
歌
の
関
係
に
あ
る
①
が

「
あ
り
つ
つ
も
」
な
の
で
、
②
も
「
を
り
明
か
し
て
」
と
同
じ
存
在
す
る
意
を
表
す

う
変
動
詞
で
対
応
し
て
い
る
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
ヰ
ル
は
移
動
す
る
も
の
が

一
時
的
に
静
止
し
て
い
た
り
、
人
間
の
場
合
は
座
っ
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を
明
示
す

る
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ヰ
ア
カ
シ
テ
で
は
「
ち
ょ
っ
と
座
っ
た
ま
ま
夜
を
明
か
し

て
」
と
い
う
意
味
合
い
に
な
り
、
長
時
間
待
ち
続
け
る
「
我
が
黒
髪
に
霜
は
降
る
と

も
」
と
マ
ッ
チ
し
な
い
・

「
恋
ひ
ヲ
リ
」
「
う
ら
ぶ
れ
ヲ
リ
」
の
ご
と
き
、
精
神
状
態
を
意
味
す
る
動
詞
と

の
複
合
語
（
こ
れ
に
、
さ
ら
に
、
「
恋
ひ
つ
つ
ヲ
リ
」
の
ご
と
き
句
形
式
の
も
の

を
加
え
れ
ば
、
そ
の
数
は
愈
々
増
大
す
る
）
は
、
ヰ
ル
に
つ
い
て
は
全
く
認
め

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
両
者
の
用
法
上
の
相
違
が
、
か
な
り
明

瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一

○ 
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右
の
類
歌
は
同
じ
巻
七
に
あ
る
が
、
第
二
句
と
結
句
が
異
な
る
。
①
の
「
水
底
と

よ
み
」
の
ミ
ナ
ソ
コ
は
九
例
、
ト
ョ
ム
は
連
用
形
ト
ョ
ミ
に
限
っ
て
も
一
三
例
が
『
万

葉
集
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②
の
「
磯
本
ゆ
す
り
」
の
イ
ソ
モ
ト
と
ユ

ス
ル
の
例
は
こ
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
①
の
「
磯
の
さ
や
け
さ
」
の
サ
ヤ

ケ
サ
は
サ
ヤ
ケ
シ
の
全
語
形
（
二
九
例
）
の
三
一
％
を
占
め
る
九
例
あ
る
の
に
対
し

て
、
②
の
「
浜
の
清
け
く
」
の
キ
ョ
ケ
ク
は
二
例
し
か
見
ら
れ
ず
、
キ
ョ
シ
の
全
語

形
（
八
七
例
）
の
わ
ず
か
二
％
に
過
ぎ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
①
は
『
万
葉
集
』
の
中
で
も
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
な

単
語
を
用
い
て
い
る
の
に
比
べ
、
②
の
ほ
う
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
稀
少
語
を
使

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
①
が
原
歌
で
②
は
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し

以
上
、
三
組
の
類
歌
を
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
取
り
上
げ
、
考
察
し
た
。
類
歌
の
比

較
研
究
に
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
現
時
点
で
は
試
行
錯
誤
の
段
階
に
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
の
解
釈
・
訓
読
・
先
後
関
係
と
視
点
が
ま
ち
ま
ち
で
、
全
体

と
し
て
の
統
一
感
に
欠
け
る
点
は
否
め
な
い
。
最
後
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
少

し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

②
大
き
海
の
鯛
刺
樹
訶
Ⅲ
立
つ
波
の
寄
せ
む
と
恩
へ
る
風
刺
澗
川
。
（
浜
之
浄
実
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、
右
の
二
九
三
六
番
歌
の
頭
注
で
、
こ
う
指
摘
す
る
。

①
大
き
海
の
利
圃
川
司
珂
引
立
つ
波
の
寄
せ
む
と
恩
へ
る
鯛
刎
割
矧
川
引
（
礒
之
精

久
）
（
万
七
・
’
一
一
三
九
）

左
）
（
万
七
・
’
二
○
二

お
わ
り
に

万
葉
類
歌
比
較
研
究

作
者
の
性
が
逆
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
、
ど
ち
ら
が
先
で
、
ど
ち
ら
が
読
み
替

え
た
歌
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
判
別
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

類
歌
の
比
較
方
法
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
様
々
な
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
必
要
が
あ
る
。
引
き
続
き
、
こ
の
テ
ー
マ
で
研
究
を
行
お
う
と
思
っ
て
い
る
。
最

終
的
に
は
、
『
万
葉
集
』
の
編
纂
論
に
ま
で
発
展
し
う
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

た
も
の
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
②
が
先
で
①
が
後
に
改
変
さ
れ
た

も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
こ
と
は
一
概
に
言
え
な
い
の
か
。
こ
の
問
題
は
、

幾
組
も
の
類
歌
を
比
較
し
た
上
で
総
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
中
に
は
次
の
よ
う
に
作
者
が
男
女
で
異
な
る
類
歌
が
あ
る
。

死
な
む
よ
我
が
背
ｌ
類
歌
二
八
六
九
に
は
「
死
な
む
よ
我
妹
」
と
あ
っ
た
。
伝

承
歌
に
は
人
称
語
を
取
り
替
え
て
作
者
の
性
別
を
逆
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

４
Ａ
）
１
 

〈
Ｔ
は
我
は
死
な
む
よ
我
妹
達
は
ず
し
て
思
ひ
渡
れ
ば
安
け
く
も
な
し
（
万
一

二
・
二
八
六
九
）

ひ
ご
上
ひ
と
ひ

ム
プ
は
我
は
死
な
む
よ
我
が
背
恋
す
れ
ば
一
夜
一
日
も
安
け
く
も
な
し
（
万
一

二
・
二
九
一
一
一
六
）
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