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は
じ
め
に

和
歌
に
お
け
る
「
叙
景
」
は
数
々
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
も

そ
も
和
歌
に
お
け
る
「
叙
景
」
は
そ
れ
単
独
で
存
立
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
常
に
歌
人
あ
る
い
は
詠
歌
主
体
の
心
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
、
よ
っ
て
純
粋
な
「
叙
景
歌
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在

し
え
な
い
と
い
う
の
が
現
在
の
叙
景
歌
研
究
に
お
け
る
共
通
認
識
で

あ
る⎠

1
⎝

。
古
代
和
歌
に
お
け
る
「
景
」
の
問
題
は
、
早
く
鈴
木
日
出
男

氏
の
唱
え
た
心
物
対
応
構
造⎠

2
⎝

に
よ
っ
て
「
景
」
と
「
心
」
と
の
関
係

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
関
係
性
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ

て
少
し
ず
つ
変
質
し
て
い
く
。
表
現
の
上
で
は
、
一
首
中
の
心
情
を

直
接
的
に
述
べ
た
部
分
に
対
し
て
、
叙
景
部
分
が
拡
大
し
て
い
く
と

い
う
の
が
大
き
な
流
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
新
古
今
時
代
に
は

「
心
の
底
」「
心
の
奥
」
な
ど
の
「
心
の
○
」
と
い
う
形
の
表
現
が
流

行
す
る
。

「
心
の
○
」
と
い
う
形
の
表
現
の
流
行
は
「
心
」
を
ど
う
描
き
出

す
か
と
い
う
試
行
錯
誤
の
軌
跡
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
以
後
歌
こ
と
ば
と
し
て
定
着
し
た

も
の
も
多
い
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
「
心
の
○
」
型
の
表
現
の
中

か
ら
特
に
「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
い
。「
心

の
空
」
と
い
う
表
現
は
、
新
古
今
時
代
に
ま
と
ま
っ
た
用
例
が
確
認

さ
れ
た
後
は
和
歌
史
に
埋
没
し
て
し
ま
う
が
、ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、

こ
の
時
期
の
「
心
」
と
「
景
」
と
の
新
た
な
関
係
性
の
模
索
を
逆
照

射
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
新
古
今
歌
人
た
ち
の
中

で
際
立
っ
て
こ
の
語
の
用
例
数
の
多
い
藤
原
良
経
の
詠
を
軸
に
検
討

を
進
め
、「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
が
「
心
」
と
「
景
」
と
の
間
に
ど

藤
原
良
経
の
叙
景
表
現

―
―
「
心
の
空
」
を
中
心
に
―
―

板
野　

み
ず
え
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の
よ
う
な
関
係
性
を
創
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。

一
ま
ず
は
問
題
と
す
る
語
、「
心
の
空
」の
詠
作
史
を
辿
っ
て
み
た
い
。

数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
も
の
の
、
新
古
今
時
代
以
前
に
も
「
心
の

空
」
と
い
う
表
現
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
、
番
号
・
傍
線

・
囲
み
線
は
稿
者
に
よ
る
。
歌
番
号
の
み
を
掲
出
す
る
場
合
、『
秋
篠
月
清
集
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
）。

① 

秋
風
は
身
を
わ
け
て
し
も
ふ
か
な
く
に
人
の
心
の
そ
ら
に
な
る

ら
む 

（
古
今
集
・
恋
五
・
787
・
紀
友
則
）

　

 

入
道
摂
政
も
の
が
た
り
な
ど
し
て
ね
ま
ち
の
月
の
い
づ
る
ほ

ど
に
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
ど
い
ひ
た
ら
ば
と
ま
ら
む
と
い

ひ
は
べ
り
け
れ
ば
よ
み
は
べ
り
け
る 
道
綱
母

② 

い
か
が
せ
ん
山
の
は
に
だ
に
と
ど
ま
ら
で
こ
こ
ろ
の
そ
ら
に
い

づ
る
つ
き
を
ば

　

 （
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
869
／
『
蜻
蛉
日
記
』
で
は
下
句
「
こ
こ
ろ
も

空
に
出
で
む
月
を
ば
」）

③ 

き
み
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
の
そ
ら
は
天
の
河
か
ひ
な
く
て
行
月
日
な

り
け
り 

（
兼
盛
Ⅰ
・
100
）

④ 

お
も
ひ
や
る
心
の
そ
ら
も
か
き
く
も
り
そ
で
に
な
み
だ
の
日
を

も
ふ
る
か
な 

（
重
之
の
子
の
僧
の
集
・
61
）

⑤
誰
か
又
心
の
空
に
雲
は
れ
て
え
も
い
は
ぬ
夜
の
月
を
み
る
ら
ん

　
　

 （
俊
頼
Ⅰ
・
507
・「
大
弐
長
実
の
家
に
て
歌
合
せ
ん
と
し
け
る
に
よ
め

る
」
／
俊
頼
Ⅲ
・
490
）

⑥ 

や
み
は
れ
て
心
の
そ
ら
に
す
む
月
は
に
し
の
山
辺
や
ち
か
く
成

る
ら
む 

（
新
古
今
集
・
釈
教
・
1978
・
西
行
・「
観
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」）

⑦ 

世
を
て
ら
す
影
と
お
も
へ
ば
く
ま
野
山
こ
こ
ろ
の
空
に
す
め
る

月
か
な

　
　

 （
新
後
撰
集
・
神
祇
・
769
・
後
鳥
羽
院
・「
熊
野
に
ま
ゐ
ら
せ
給
う
け

る
時
、
よ
ま
せ
給
う
け
る
」）

こ
れ
ら
の
用
法
は
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
は
、

「
心
」
に
形
容
動
詞
「
空
な
り
」
が
付
く
形
で
上
の
空
で
あ
る
さ
ま

を
言
っ
た
も
の
で
、
①
、
②
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
の
用
法
は
多

く
「
心
の
空
に
」
と
い
う
形
を
取
る
。
二
つ
目
は
心
の
中
の
風
景
を

歌
う
こ
と
で
心
に
一
定
の
空
間
を
構
え
た
も
の
で
、
②
～
⑦
が
こ
れ

に
相
当
す
る
。
②
は
「
こ
こ
ろ
の
そ
ら
に
い
づ
る
つ
き
」
と
、
月
の

出
る
空
間
と
し
て
空
を
捉
え
て
も
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
用
法
に
も

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
用
法
の
中
に
は
特
に
⑥
、
⑦
の
よ

う
に
神
祇
・
釈
教
と
の
関
わ
り
か
ら
生
ま
れ
出
た
例
が
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
院
政
期
以
後
爆
発
的
に
増
加
し
た
「
心
の
月
」
と
い
う

表
現
と
密
接
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
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れ
る
。
⑤
も
あ
る
い
は
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

ら
の
用
法
で
は
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
「
空
」
の
縁
語
を
用
い
て
一

首
が
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

も
と
も
と
「
わ
が
こ
ひ
は
む
な
し
き
そ
ら
に
み
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や

れ
ど
も
ゆ
く
方
も
な
し
」（
古
今
集
・
恋
一
・
488
・
よ
み
人
し
ら
ず
）、「
限

な
き
思
ひ
の
そ
ら
に
み
ち
ぬ
れ
ば
い
く
そ
の
煙
雲
と
な
る
ら
ん
」（
拾

遺
集
・
恋
五
・
971
・
円
融
院
）
の
よ
う
に
「
空
」
は
思
い
の
満
ち
る
場

所
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
し
、
ま
た
「
お
も
ひ
や
る
心
の
そ
ら
に
ゆ
き

か
へ
り
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
か
た
ら
ま
し
か
ば
」（
後
拾
遺
集
・
恋
三
・

731
・
通
俊
・「
と
ほ
き
と
こ
ろ
に
侍
け
る
を
む
な
に
つ
か
は
し
け
る
」）、「
ほ

と
と
ぎ
す
こ
こ
ろ
も
そ
ら
に
あ
く
が
れ
て
よ
が
れ
が
ち
な
る
み
や
ま

べ
の
さ
と
」（
金
葉
集
二
度
本
・
夏
・
111
・
藤
原
顕
輔
）
の
よ
う
に
「
空
」

は
「
心
」
の
あ
く
が
れ
出
る
通
い
路
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
で
、
両
者
は
も
と
も
と
結
び
つ
き
や
す
い
関
係
に
あ
っ
た
と
言

え
る⎠

3
⎝

。
た
だ
し
「
心
の
空
」
が
成
句
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
二
つ
目
の
神
祇
・
釈
教
歌
的
用
法
が
一
定
数
見
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
院
政
期
以
降
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
新
古
今
歌
人
た
ち
の

間
で
当
初
こ
の
こ
と
ば
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
で
、『
六
百
番
歌
合
』
で
新
古
今
歌
人
た
ち
の
先
陣
を
切
っ
て
こ
の

語
を
用
い
た
良
経
に
歌
人
た
ち
は
疑
義
を
挟
ん
だ
。

　

廿
九
番　

左
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
房

し
の
び
か
ね
こ
こ
ろ
の
そ
ら
に
た
つ
け
ぶ
り
み
せ
ば
や
ふ
じ
の

み
ね
に
ま
が
へ
て

　
　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
隆

ふ
じ
の
ね
の
け
ぶ
り
も
な
ほ
ぞ
た
ち
の
ぼ
る
う
へ
な
き
も
の
は

お
も
ひ
な
り
け
り

　
　

 

右
申
云
、
心
の
そ
ら
如
何
、
陳
云
、
心
の
そ
ら
に
い
で
ん

月
を
ば
と
い
ふ
歌
、
同
心
歟
、
右
申
云
、
ふ
じ
の
け
ぶ
り

に
ま
が
へ
て
み
せ
て
は
な
に
に
か
せ
む
、
な
ほ
富
士
の
煙

と
こ
そ
は
み
え
め
、
ま
た
恋
の
け
ぶ
り
と
も
な
く
て
、
心

に
け
ぶ
り
を
た
て
む
事
も
い
か
が
、
左
申
云
、
右
歌
似
宜

　
　

 

判
云
、
左
歌
、
右
方
人
難
条
条
侍
れ
ど
、
み
せ
ば
や
ふ
じ

の
み
ね
に
ま
が
へ
て
と
い
へ
る
、
す
が
た
こ
と
ば
こ
そ
え

ん
に
侍
れ
、
右
歌
も
す
ゑ
の
句
な
ど
、
す
が
た
優
に
侍
る

べ
し
、
但
な
ほ
以
左
為
勝

 

（
六
百
番
歌
合
・
恋
六
・
廿
九
番
・「
寄
煙
恋
」）

右
方
の
難
に
対
し
て
左
方
が
良
経
擁
護
に
持
ち
出
し
た
の
が
、
先
に

②
と
し
て
掲
げ
た
道
綱
母
の
詠
で
あ
っ
た
。
方
人
た
ち
が
、
院
政
期

以
降
に
流
行
し
て
お
り
②
よ
り
も
馴
染
み
深
か
っ
た
は
ず
の
⑥
の
よ

う
な
釈
教
歌
に
典
拠
を
求
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
良
経
歌
に

そ
れ
ら
と
は
異
な
る
も
の
を
認
め
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
実
際
良

経
歌
は
「
心
の
空
」
を
、
外
界
の
景
と
心
象
風
景
と
が
交
錯
し
、
連
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関
す
る
場
所
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
は
②
～
④
の
歌
の
系
譜
に

あ
る
も
の
と
言
え
る
。
判
者
俊
成
は
右
方
の
難
を
認
め
な
が
ら
も
下

句
の
評
価
に
よ
っ
て
良
経
詠
を
勝
た
せ
て
お
り
、
結
局
「
心
の
空
」

と
い
う
こ
と
ば
の
使
用
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
と
み
な

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
一
首
全
体
の
構
成
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
良
経
歌
以
後
、
釈
教
や
神
祇
と
は
ま
た
別
に
、
心
の
中
に
あ
る
空

間
と
し
て
の
「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
へ
の
関
心
が
生
じ
た
ら
し
く
、

『
新
古
今
集
』
に
も
⑥
と
し
て
掲
げ
た
西
行
歌
に
加
え
て
「
風
ふ
け

ば
む
ろ
の
や
し
ま
の
夕
煙
心
の
そ
ら
に
た
ち
に
け
る
か
な
」（
新
古

今
集
・
恋
一
・
1010
・
惟
成
）
と
い
う
歌
が
発
掘
さ
れ
収
録
さ
れ
た
。
し

か
し
こ
の
時
期
に
「
心
の
空
」
と
い
う
こ
と
ば
続
き
自
体
は
増
加
す

る
も
の
の
、
そ
れ
が
成
句
と
し
て
の
「
心
の
空
」
で
あ
る
場
合
は
む

し
ろ
少
な
い
。
例
え
ば
定
家
に
確
認
で
き
る
「
心
の
空
」
の
用
例
は

「
年
を
へ
て
心
の
空
に
か
く
れ
ど
も
あ
は
れ
へ
だ
つ
る
み
ね
の
雲
哉
」

（
拾
遺
愚
草
員
外
・
3085
・
一
字
百
首
）
一
例
の
み
、
こ
れ
は
「
心
を
空
に

か
け
て
」
と
で
も
訳
出
す
べ
き
も
の
で
「
心
の
空
」
と
い
う
空
間
を

詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い⎠

4
⎝

。

ま
た
『
正
治
初
度
百
首
』
に
は
「
心
の
空
」
と
い
う
こ
と
ば
続
き

を
四
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
「
心
の
空
」
を
成

句
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
以
下
に
掲
げ
る
隆
房
・
家
隆
の
詠
二
例

の
み
で
あ
る⎠

5
⎝

。

む
ら
雲
も
い
か
が
へ
だ
て
ん
秋
と
い
へ
ば
心
の
空
に
す
め
る
月

か
げ 

（
正
治
初
度
百
首
・
秋
・
851
・
隆
房
）

お
も
ひ
ね
の
夜
は
の
夢
路
の
郭
公
こ
こ
ろ
の
空
に
一
こ
ゑ
ぞ
き

く 

（
同
・
夏
・
1427
・
家
隆
）

隆
房
の
詠
は
澄
み
渡
る
秋
の
月
影
を
歌
う
が
、
そ
の
月
は
心
の
中
に

照
っ
て
い
る
た
め
、
む
ら
雲
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
背
後
に

あ
る
の
が
、
雲
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
秋
の
さ
や
か
な
月
を
眺
め

た
い
と
い
う
強
い
思
い
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
家
隆
の

詠
は
、
郭
公
の
声
を
待
ち
わ
び
な
が
ら
眠
り
に
就
い
た
と
こ
ろ
、
夢

に
一
声
そ
の
音
を
聞
い
た
、
と
い
う
も
の
で
、
両
者
と
も
に
「
心
の

空
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
、
現
実
に
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
、

あ
る
い
は
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
思
い
の
強
さ
に
よ
り
心
中
で
実

現
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
心
と
外
界
と
を
あ
く

ま
で
も
別
物
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
他
に
新
古
今
歌
人
の
「
心
の
空
」
の
用
例
の
う
ち
空
間
表
現

と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
「
月
を
お
も
ふ
こ
こ
ろ
の
そ
ら
は
な
か
な
か

に
し
ぐ
れ
す
る
よ
の
な
が
め
な
り
け
り⎠

6
⎝

」（
三
百
六
十
番
歌
合
・
秋
部

三
十
番
右
・
寂
蓮
）、「
晴
れ
や
ら
ぬ
心
の
そ
ら
の
あ
さ
霞
雪
げ
を
こ
め
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て
は
る
め
き
に
け
り
」（
正
治
後
度
百
首
・
霞
・
602
・
長
明
）
の
わ
ず
か

二
例
で
、
こ
の
用
法
が
歌
人
間
で
流
行
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

す
な
わ
ち
こ
の
時
期
、「
心
の
空
」
と
い
う
こ
と
ば
の
続
け
柄
、
あ
る

い
は
「
心
」
と
「
空
」
と
が
本
来
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
親
和
性
に
着

目
す
る
動
き
は
出
て
き
た
も
の
の
、
神
祇
・
釈
教
の
文
脈
を
離
れ
た

場
で
空
間
表
現
と
し
て
「
心
の
空
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
は
慎
重
な

姿
勢
が
取
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
う
し
た
中
、「
心
の
空
」
と
い
う
成
句
が
『
秋
篠
月
清
集
』
に
四

例
（
う
ち
慈
円
詠
一
例
）、『
拾
玉
集
』
に
六
例
（
う
ち
他
人
詠
一
例
）
見

出
せ
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

秋
と
の
み
な
が
め
し
夜
半
の
月
影
は
心
の
空
に
す
み
け
る
も
の

を 

（
慈
円
Ⅰ
・
492
・
日
吉
百
首
・
雑
）

時
わ
か
ぬ
心
の
空
の
五
月
雨
も
草
の
い
ほ
り
に
晴
ざ
ら
め
や
は

 

（
同
・
621
・
厭
離
百
首
・
夏
）

世
を
い
と
ふ
心
の
空
の
ひ
ろ
け
れ
ば
入
事
も
な
き
月
も
す
み
な

ん 

（
同
・
634
・
厭
離
百
首
・
秋
）

く
も
り
こ
し
こ
ゝ
ろ
の
空
も
は
れ
ぬ
べ
し
う
き
世
を
さ
そ
ふ
月

を
な
が
め
て 

（
同
・
1371
・
花
月
百
首
）

あ
け
ぬ
る
か
心
の
空
に
な
が
む
れ
ば
窓
よ
り
西
に
有
明
の
月

 

（
同
・
4576
）

た
の
む
覧
こ
ゝ
ろ
の
空
は
く
ま
も
あ
ら
じ
て
ら
せ
神
ぢ
の
山
の

は
の
月 

（
同
・
5620
・
吉
津
島
法
楽
和
歌
、
荒
木
田
成
延
の
詠
）

さ
び
し
さ
や
お
も
ひ
よ
は
る
と
月
み
れ
ば
心
の
そ
ら
ぞ
秋
ふ
か

く
な
る 

（
秋
篠
月
清
集
・
75
・
花
月
百
首
）

秋
は
な
を
ふ
き
す
ぎ
に
け
る
か
ぜ
ま
で
も
心
の
そ
ら
に
あ
ま
る

も
の
か
は 

（
207
・
十
題
百
首
・
天
象
）

し
の
び
か
ね
心
の
そ
ら
に
た
つ
け
ぶ
り
み
せ
ば
や
ふ
じ
の
み
ね

に
ま
が
へ
て 

（
379
・
歌
合
百
首
・「
寄
煙
恋
」）

こ
よ
ひ
か
も
心
の
そ
ら
に
ま
ち
し
秋
は
や
ま
の
は
に
だ
に
く
も

の
な
き
か
な 

（
1199
・「
八
月
十
五
夜
、
座
主
の
も
と
よ
り
」）

『
拾
玉
集
』
所
収
の
六
首
が
い
ず
れ
も
神
祇
・
釈
教
の
色
合
い
を
帯

び
て
い
る
の
に
対
し
、『
月
清
集
』
の
例
が
神
祇
・
釈
教
の
意
味
合
い

を
離
れ
た
空
間
表
現
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
重
く
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
良
経
の
「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
を
検
討
す
る
に
あ

た
り
、
問
題
と
な
る
の
が
本
文
異
同
で
あ
る
。『
秋
篠
月
清
集
』
の

写
本
に
は
定
家
本
系
統
、
教
家
本
系
統
の
二
系
列
が
あ
る
が
、
天
理

大
学
図
書
館
蔵
の
定
家
筆
本
（
九
一
一
・
二
四
・
イ
一
〇
九
）
に
基
づ

け
ば
集
中
の
「
心
の
空
」
の
用
例
は
以
下
の
三
例
と
な
る
（
こ
の
他

に
慈
円
か
ら
の
贈
歌
に
お
け
る
用
例
（
1199
、
先
掲
）
が
あ
る
）。

さ
び
し
さ
や
お
も
ひ
よ
は
る
と
月
み
れ
ば
心
の
そ
ら
ぞ
秋
ふ
か

く
な
る
（
75
）
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秋
は
な
を
ふ
き
す
ぎ
に
け
る
か
ぜ
ま
で
も
心
の
そ
ら
に
あ
ま
る

も
の
か
は
（
207
）

し
の
び
か
ね
心
の
そ
ら
に
た
つ
け
ぶ
り
み
せ
ば
や
ふ
じ
の
み
ね

に
ま
が
へ
て
（
379
）

「
心
の
空
」
と
い
う
箇
所
に
関
し
て
の
本
文
異
同
を
確
認
し
て
お
く

と
、
定
家
本
系
統
で
は
七
五
番
歌
・
二
〇
七
番
歌
・
三
七
九
番
歌
の

い
ず
れ
も
諸
本
「
心
の
空
」
と
い
う
本
文
で
一
致
す
る
が
、
教
家
本

系
統
で
は
、七
五
番
歌
は
「
心
の
底
」
と
い
う
本
文
で
一
致
す
る
（
ま

た
二
〇
七
番
歌
は
教
家
本
系
統
で
は
い
ず
れ
も
「
心
の
空
は
」
と
い
う
形
を

と
る
）。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
「
こ
の
ご
ろ
の
心
の
そ
こ
を
よ
そ

に
み
ば
し
か
な
く
の
べ
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（
388
）と
い
う
一
首
の「
心

の
そ
こ
」
と
い
う
本
文
に
関
し
て
、
教
家
本
系
統
諸
本
に
「
心
の

底空
イ」（
河
野
美
術
館
蔵
本
一
一
八
・
八
八
三
Ｋ
）、「
心
の
そ
ら
」（
日
本
大

学
図
書
館
蔵
本
九
一
一
・
一
三
八
・
Ｆ
六
八
）、「
こ
ゝ
ろ
の
空
」（
片
山
享

氏
蔵
本
）
と
い
う
異
同
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、『
月
清
集
』
中
で
は
「
そ
こ
」
と
「
そ
ら
」
と
の
間
で
本
文

が
揺
れ
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
お
そ
ら
く
「
そ
こ
」
と
「
そ
ら
」
と

が
く
ず
し
字
に
す
る
と
類
似
す
る
た
め
誤
写
を
生
じ
や
す
い
こ
と
か

ら
起
こ
っ
た
異
同
だ
ろ
う
。

茅
原
雅
之
氏
は
心
の
内
奥
を
空
間
的
な
奥
行
き
や
厚
み
と
し
て
表

現
し
た
「
心
の
果
」「
心
の
奥
」
な
ど
の
語
を
「
心
奥
表
現
」
と
称
し
、

こ
の
種
の
表
現
の
発
生
に
西
行
の
強
い
影
響
を
見
る⎠

7
⎝

。
こ
れ
に
対
し

樺
沢
綾
氏
は
「
心
の
底
」
と
い
う
こ
と
ば
の
新
古
今
時
代
に
お
け
る

流
行
が
専
ら
「
あ
か
つ
き
の
あ
ら
し
に
た
ぐ
ふ
か
ね
の
を
と
を
心
の

そ
こ
に
こ
た
へ
て
ぞ
き
く
」（
西
行
Ⅰ
・
938
）
と
い
う
西
行
の
一
首
の

受
容
と
い
う
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
反
省
を
促
し
、
歌
人

た
ち
の
実
作
の
検
討
か
ら
、西
行
の
影
響
と
は
別
に
漢
語
の
「
心
底
」

を
和
語
化
す
る
動
き
、
ま
た
「
心
の
末
」「
心
の
果
て
」
な
ど
と
い

う
表
現
の
流
行
と
呼
応
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
側
面
も
大
き
い

こ
と
を
見
直
す
べ
き
と
指
摘
し
た⎠

8
⎝

。
お
よ
そ
「
心
」
に
ま
つ
わ
る
成

句
の
用
例
を
尋
ね
見
る
と
、
そ
の
初
例
が
西
行
に
見
出
せ
る
場
合
が

多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、「
心
」
の
表
現
の
分
析
に
お
い
て
西
行
に
特
権

的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る⎠

9
⎝

。だ
が
茅
原
氏
自
身
、

「
心
の
奥
」
と
い
う
表
現
の
検
討
に
際
し
、「
西
行
系
」
と
「
定
家
系
」

と
に
分
類
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
行
の
用
法
と
定
家
を
は
じ
め
と
す

る
新
古
今
歌
人
た
ち
の
用
例
と
の
間
に
は
懸
隔
が
あ
る
の
で
あ
っ

て⎠
₁₀
⎝

、
や
は
り
樺
沢
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
西
行
の
影
響
に
つ
い
て
は

幾
分
差
し
引
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
心
の
空
」
と
い
う

表
現
に
つ
い
て
も
、『
新
古
今
集
』
の
末
尾
、
釈
教
部
の
巻
軸
歌
と
し

て
西
行
の
「
や
み
は
れ
て
心
の
そ
ら
に
す
む
月
は
に
し
の
山
辺
や
ち

か
く
成
る
ら
む
」（
新
古
今
集
・
釈
教
・
1978
）
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
西
行
の
影
響
を
前
提
と
し
て
論
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
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釈
教
・
神
祇
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
こ
の
表
現
が
展
開
し
て
い
く
こ

と
は
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

三
さ
て
、
改
め
て
本
稿
が
問
題
と
す
る
「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
の

具
体
的
検
討
に
戻
り
た
い
。
良
経
の
用
例
三
例
の
う
ち
、
定
家
本
・

教
家
本
系
統
の
双
方
と
も
「
心
の
空
」
と
い
う
本
文
で
一
致
す
る
二

〇
七
番
歌
、
三
七
九
番
歌
か
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は

二
〇
七
番
歌
を
再
掲
す
る⎠

₁₁
⎝

。

秋
は
な
を
ふ
き
す
ぎ
に
け
る
か
ぜ
ま
で
も
心
の
そ
ら
に
あ
ま
る

も
の
か
は 
（
207
・
十
題
百
首
・
天
象
）

第
一
節
で
「
空
」
と
「
心
」
と
は
も
と
も
と
結
び
つ
き
や
す
い
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
「
空
」
は
「
風
」
の
吹
く

場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
空
」
は
「
風
」
と

も
縁
深
く
、
良
経
歌
に
お
け
る
「
心
」
と
「
風
」
と
は
「
空
」
を
媒

介
に
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
歌
の
核
と
な
る
表
現
は
、
下
句
の
「
心
の
そ
ら
に
あ
ま
る
」

で
あ
ろ
う
。「
あ
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
も
と
も
と
、
一
定
の
輪
郭

を
持
つ
も
の
か
ら
、
あ
る
も
の
が
あ
ふ
れ
出
す
さ
ま
を
言
う
。
当
該

歌
の
よ
う
に
「
風
」
を
「
あ
ま
る
」
と
表
現
す
る
例
は
全
て
良
経
よ

り
後
代
の
例
で
、
用
例
数
と
し
て
も
ご
く
少
な
い
の
だ
が
、「
ゆ
ふ
さ

れ
ば
は
ぎ
の
し
た
つ
ゆ
ふ
く
か
ぜ
の
あ
ま
り
て
そ
む
る
を
の
の
し
の

は
ら
」（
内
裏
歌
合　

建
暦
三
年
八
月
七
日
・
十
二
番
左
・
定
家
）、「
色
う

す
き
は
は
そ
の
一
葉
ち
り
そ
め
て
き
り
の
し
た
よ
り
あ
ま
る
山
風
」

（
夫
木
和
歌
抄
・
秋
部
六
・
柞
・
6058
・「
秋
地
儀
」・
為
相
）な
ど
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
萩
、
霧
と
い
う
一
定
の
箇
所
か
ら
風
が
あ
ふ
れ
出
て
い
く

様
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
空

に
あ
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
、「
あ
き
か
ぜ
の
く
る
れ
ば
は
ら
ふ
そ
ら

に
な
ほ
ひ
か
り
は
あ
ま
る
夜
半
の
月
か
な
」（
歌
合　

文
治
二
年
・「
月
」

・
八
番
左
勝
・
定
家
）、「
さ
や
け
さ
は
そ
ら
に
あ
ま
り
て
池
水
の
そ
こ

ま
で
す
め
る
夜
半
の
月
か
な
」（
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
・
八
月
・
171

・
実
房
）
な
ど
の
よ
う
に
良
経
を
少
し
遡
る
頃
か
ら
出
現
す
る
が
、

こ
れ
ら
の
例
で「
空
に
あ
ま
る
」の
は
専
ら
月
の
光（
の
さ
や
け
さ
）で
、

月
の
光
が
空
一
面
に
広
が
る
の
み
な
ら
ず
池
の
底
ま
で
照
ら
す
よ
う

な
情
景
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
心
の
空
」の「
空
」は
あ
く
ま
で
心
中
の
空
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
心
の
空
に
あ
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
基
本
的
に
は
「
心
に
あ
ま
る
」

と
い
う
表
現
を
主
軸
に
し
た
も
の
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
心
に

あ
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
和
歌
史
を
通
じ
て
一
定
数
の
用
例
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
の
う
さ
の
こ
こ
ろ
に
あ
ま
る
と
き
に
こ
そ
な
み
だ
は
そ
で
に

お
ち
は
じ
め
け
れ 

（
続
古
今
集
・
雑
下
・
1844
・
鷹
司
院
按
察
）
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忍
び
か
ね
心
に
あ
ま
る
お
も
ひ
な
れ
ば
い
は
で
も
色
に
い
で
ぬ

べ
き
か
な 

（
風
雅
集
・
恋
一
・
979
・
宣
光
門
院
新
右
衛
門
督
）

い
か
に
せ
ん
な
げ
か
じ
と
て
も
か
な
し
さ
の
心
に
あ
ま
る
秋
の

夕
ぐ
れ 

（
新
千
載
集
・
秋
上
・
361
・
前
中
納
言
有
忠
）

こ
こ
で
は
「
身
の
う
さ
」
や
「
か
な
し
さ
」、
恋
の
「
思
ひ
」
を
一

つ
心
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、持
て
あ
ま
す
様
が
歌
わ
れ
て
お
り
、

心
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
感
情
は
涙
や
色
と
い
っ
た
具
体
的
な
形
を
取
っ

て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
先
に
「
あ
ま
る
」
は
、
一
定
の
輪
郭
を
持

つ
も
の
か
ら
、あ
る
も
の
が
あ
ふ
れ
出
す
さ
ま
を
言
う
と
述
べ
た
が
、

こ
こ
で
は
「
一
定
の
輪
郭
を
持
つ
も
の
」
が
「
心
」
と
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
、
心
は
言
わ
ば
器
や
容
れ
物
の
よ
う
な
感
覚
で
捉
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

良
経
の
一
首
も
、
心
は
一
種
の
容
れ
物
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
外
界
で
は
「
吹
き
過
ぎ
」
て
し
ま
う
風
が
、「
心
の

空
」
の
中
に
一
旦
取
り
籠
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
。
つ
ま

り
「
心
の
空
」
は
、
外
界
の
景
と
は
ま
た
別
の
、
一
定
の
輪
郭
を
持

っ
た
独
立
し
た
空
間
で
あ
る
が
、
外
部
の
景
が
入
り
込
ん
で
く
る
こ

と
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
こ
と
を
拒
絶
し
な
い
空
間
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
「
心
の
空
」
は
あ
く
ま
で
も
心
中
に

据
え
ら
れ
た
「
空
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
を
単
純
に
自
分
の
心
情

と
外
界
の
景
と
の
二
重
文
脈
を
持
つ
歌
の
構
造
を
凝
縮
し
た
も
の
で

あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
行
に

つ
く
づ
く
と
物
思
ひ
を
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
ろ
に
あ
ま
る
声

聞
ゆ
な
り 

（
御
裳
濯
河
歌
合
・
十
四
番
左
持
）

と
い
う
一
首
が
あ
る
。
こ
の
歌
で
「
物
思
ひ
」
を
抱
え
る
作
中
主
体

に
と
っ
て
、郭
公
の
声
は
心
に
耐
え
か
ね
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

郭
公
が
「
物
思
ひ
」
を
声
と
い
う
形
で
表
出
し
て
い
る
の
だ
と
も
取

れ
る⎠

₁₂
⎝

。
郭
公
が
物
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
の
は
勿
論
作
中
主
体
が

自
ら
の
心
情
を
そ
こ
に
投
影
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

西
行
歌
は
、
景
物
に
自
分
の
心
を
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
心
情

と
外
界
の
景
と
の
二
重
文
脈
を
作
り
出
し
た
歌
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
歌
な
ど
と
比
べ
る
と
、
良
経
歌
が
独
特
の
構
造
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

良
経
歌
は
「
ま
で
も
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
風
の
他
に
、「
心
の
空

に
あ
ま
る
」
も
の
の
存
在
を
暗
示
す
る
。
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
が
十
分
に
類
推
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
、「
秋
は
な
ほ
」
と
い
う
歌
い
出
し
が
そ
の
手
が
か
り
と
な

る
。
秋
に
や
は
り
心
に
あ
ま
る
―
―
心
に
収
め
き
れ
ず
に
持
て
あ
ま

す
も
の
と
言
え
ば
、
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
が
秋
思
で
あ
る
。「
風
」

は
し
ば
し
ば
秋
の
愁
い
を
掻
き
立
て
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
が
、

当
該
歌
で
は
「
吹
き
過
ぎ
に
け
る
」
と
殊
更
に
一
瞬
の
も
の
、
過
去

の
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
当
該
歌
の
風
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は
秋
思
を
増
す
原
因
で
は
あ
る
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
も
の
に
過
ぎ

ず
、
だ
か
ら
こ
そ
「
も
の
か
は
」
と
い
う
強
い
語
調
で
、「
心
に
あ
ま

る
」
こ
と
が
驚
き
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
も

の
か
は
」
は
単
な
る
反
語
と
言
う
よ
り
も
、
深
い
詠
嘆
と
解
す
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
外
界
で
は
一
瞬
の
う
ち
に
吹
き
過
ぎ
て
い
っ
た

風
が
、
心
の
中
に
留
ま
り
続
け
て
い
る
こ
と
へ
の
驚
き
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
外
界
に
お
け
る
景
の
あ
り
よ
う
と
、
心
内
に
お
け
る
景

の
あ
り
よ
う
と
の
対
比
構
造
が
見
ら
れ
る
。
一
首
の
大
意
は
「
秋
と

言
え
ば
そ
う
で
な
く
と
も
す
ず
ろ
に
物
悲
し
い
も
の
、
だ
が
、
ほ
ん

の
ち
ょ
っ
と
吹
き
過
ぎ
て
行
っ
た
風
さ
え
も
抱
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の

悲
し
み
と
な
っ
て
心
の
空
か
ら
溢
れ
出
す
な
ん
て
こ
と
が
一
体
あ
る

も
の
だ
ろ
う
か
」
と
な
る
。

秋
思
の
所
以
を
問
う
と
い
う
型
は
「
お
も
ふ
こ
と
さ
し
て
そ
れ
と

は
な
き
も
の
を
秋
の
ゆ
ふ
べ
を
心
に
ぞ
と
ふ
」（
新
古
今
集
・
秋
上
・

365
・
宮
内
卿
）、「
お
ぼ
つ
か
な
秋
は
い
か
な
る
ゆ
ゑ
の
あ
れ
ば
す
ず
ろ

に
物
の
か
な
し
か
る
ら
ん
」（
同
・
秋
上
・
367
・
西
行
）
の
よ
う
に
こ

の
時
期
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
、
良
経
の
当
該
歌
も
大
き
く
見
れ
ば
こ

う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
。

四
続
い
て
良
経
の
も
う
一
つ
の
「
心
の
空
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み

た
い
。し

の
び
か
ね
心
の
そ
ら
に
た
つ
け
ぶ
り
み
せ
ば
や
ふ
じ
の
み
ね

に
ま
が
へ
て 

（
379
・
歌
合
百
首
・「
寄
煙
恋
」）

『
六
百
番
歌
合
』「
寄
煙
恋
」
題
で
詠
ま
れ
た
こ
の
一
首
は
、「
い
か
で

か
は
お
も
ひ
あ
り
と
も
し
ら
す
べ
き
む
ろ
の
や
し
ま
の
け
ぶ
り
な
ら

で
は
」（
詞
花
集
・
恋
上
・
188
・
藤
原
実
方
）、「
い
か
に
せ
ん
む
ろ
の
や

島
に
や
ど
も
が
な
恋
の
け
ぶ
り
を
空
に
ま
が
へ
ん
」（
千
載
集
・
恋
一

・
703
・
俊
成
・「
忍
恋
を
」）
の
影
響
下
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る⎠

₁₃
⎝

。

恋
の
思
い
の
象
徴
と
し
て
の
煙
は
恋
歌
に
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て
き

た
。
前
節
で
「
心
に
あ
ま
る
」
と
い
う
表
現
の
検
討
の
際
に
見
た
よ

う
に
、
恋
の
思
い
は
時
と
し
て
涙
や
色
と
い
っ
た
具
体
的
な
形
に
姿

を
変
え
て
溢
れ
出
す
。
だ
が
恋
の
露
見
を
憚
る
状
況
で
は
、
そ
れ
を

な
ん
と
か
紛
ら
わ
す
方
途
が
必
要
と
な
る
。
俊
成
歌
に
見
え
る
「
ま

が
へ
ん
」
と
い
う
表
現
が
そ
う
で
あ
る
。「
忍
恋
」
題
に
お
け
る
「
ま

が
ふ
」
の
用
例
は
「
よ
と
共
に
雲
も
へ
だ
て
よ
ふ
じ
の
ね
の
く
ゆ
る

け
ぶ
り
を
空
に
ま
が
へ
む
」（
北
野
宮
歌
合　

元
久
元
年
十
一
月
・
十
番

右
負
・「
忍
恋
」・
家
長⎠

₁₄
⎝

）、「
お
ほ
空
に
い
か
に
ま
が
へ
ん
も
し
ほ
や
く

あ
ま
だ
に
つ
つ
む
恋
の
煙
を
」（
後
鳥
羽
院
御
集
・
909
）
の
よ
う
に
新

古
今
時
代
に
も
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
自
分
の
気
持
ち
を
他
人
は
も
と
よ
り
相
手
に
も
進
ん
で
知

ら
せ
な
い
と
い
う
の
が
「
忍
恋
」
だ
が
、
相
手
を
恋
い
慕
う
以
上
、



－136－

何
と
か
し
て
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と
い
う
願
望
が
根
底
に
は
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
建
長
三
年（
一
二
五
一
）九
月
影
供
歌
合
の「
寄
煙
忍
恋
」

題
で
「
名
に
た
た
む
後
ぞ
悲
し
き
富
士
の
根
の
同
じ
煙
に
身
を
ま
が

へ
て
も
」（
百
七
十
番
右
負
・
藤
原
為
家
）、「
い
か
に
せ
ん
あ
ま
の
塩
屋

に
ま
が
へ
て
も
恋
の
煙
は
立
ち
や
ま
さ
ら
ん
」（
百
七
十
六
番
右
負
・

下
野
）
の
よ
う
に
恋
の
露
見
を
防
ご
う
と
す
る
趣
旨
の
一
連
の
歌
が

あ
る
一
方
で
、「
あ
ぢ
き
な
く
な
ど
し
た
も
え
と
成
り
に
け
ん
富
士
の

煙
も
空
に
こ
そ
た
て
」（
百
七
十
二
番
右
持
・
弁
内
侍
）、「
い
つ
ま
で
と

あ
ま
の
す
く
も
び
あ
ぢ
き
な
く
た
た
ぬ
煙
の
下
に
く
ゆ
ら
ん
」（
百

七
十
六
番
左
勝
・
忠
定
）
の
よ
う
に
、
心
の
中
の
煙
で
あ
る
が
ゆ
え
に

相
手
に
思
い
が
届
か
な
い
こ
と
を
嘆
く
も
の
が
あ
り
、
歌
人
た
ち
が

ど
ち
ら
を
表
現
す
る
か
で
二
分
し
て
い
る
こ
と
に
如
実
に
表
れ
て
い

る
。こ

の
感
情
の
相
克
を
一
首
中
に
併
せ
持
つ
の
が
良
経
詠
で
あ
る
。

「
ま
が
へ
て
」「
見
せ
ば
や
」
と
い
う
屈
折
し
た
表
現
に
は
、
他
人
の

目
に
は
何
と
か
ご
ま
か
し
な
が
ら
、
恋
す
る
相
手
に
だ
け
恋
の
煙
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
と
い
う
懊
悩
が
現
れ
出
て
い
る
。
当
該
歌

が
恋
の
思
い
を
打
ち
明
け
た
い
と
願
う
実
方
歌
、
恋
の
思
い
を
隠
そ

う
と
す
る
俊
成
歌
の
二
首
を
参
考
と
し
て
い
る
の
も
象
徴
的
で
あ

る
。
良
経
歌
は
対
立
す
る
感
情
を
一
首
に
歌
い
込
め
て
い
る
の
で
あ

る
。

良
経
の
「
心
の
空
」
の
用
例
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
は
、
建
久
元

年
（
一
一
九
〇
）
秋
の
『
花
月
百
首
』
に
お
け
る
「
さ
び
し
さ
や
お

も
ひ
よ
は
る
と
月
み
れ
ば
心
の
そ
ら
ぞ
秋
ふ
か
く
な
る
」（
75
）
で

あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
歌
に
は
「
心
の
底
」
と
い
う
異

同
が
存
在
す
る
の
だ
が
、「
心
の
空
」と
い
う
本
文
と
し
て
読
む
と
き
、

こ
の
歌
は
先
に
検
討
し
た
二
〇
七
番
歌
、
三
七
九
番
歌
と
比
べ
て
、

外
界
の
景
と
素
直
な
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は『
花
月
百
首
』

が
良
経
の
初
学
期
の
開
催
で
あ
り
、
ま
た
「
心
の
空
」
の
最
初
の
用

例
で
も
あ
り
未
だ
試
行
段
階
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
が
、
こ
の
歌
が
恋
歌
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
要
因
な

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

恋
歌
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
三
七
九
番
歌
と
同
じ
『
六
百
番
歌

合
』
の
場
で
詠
ま
れ
た

こ
の
ご
ろ
の
心
の
そ
こ
を
よ
そ
に
み
ば
し
か
な
く
の
べ
の
秋
の

ゆ
ふ
ぐ
れ 

（
388
・「
寄
獣
恋
」）

に
は
「
心
の
空
」
と
い
う
異
同
が
存
在
す
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
。

一
首
中
に
「
空
」
の
縁
語
が
存
在
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
「
心
の

空
」
と
い
う
本
文
を
積
極
的
に
採
用
す
る
根
拠
は
な
い
。
だ
が
こ
の

一
首
の
構
造
に
は
「
心
の
空
」
の
歌
に
見
ら
れ
た
の
と
同
様
、
複
雑

な
ね
じ
れ
が
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
「
よ
そ
に
見
ば
」
と
い
う
表

現
だ
。
良
経
は
こ
の
表
現
を
直
近
の
勅
撰
集
に
収
め
ら
れ
た
「
わ
れ
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ゆ
ゑ
の
涙
と
こ
れ
を
よ
そ
に
み
ば
あ
は
れ
な
る
べ
き
袖
の
う
へ
か

な
」（
千
載
集
・
恋
二
・
757
・
隆
信
）
に
学
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。
恋

す
る
相
手
が
、
自
分
の
せ
い
で
流
し
て
い
る
涙
な
の
だ
と
知
っ
て
こ

の
涙
を
見
て
く
れ
た
な
ら
、
き
っ
と
し
み
じ
み
心
動
か
さ
れ
る
に
違

い
な
い
、と
い
う
の
が
一
首
の
大
意
で
、「
よ
そ
に
見
ば
」
の
「
よ
そ
」

は
相
手
を
指
す
。
だ
が
「
よ
そ
」
が
し
ば
し
ば
、
例
え
ば
「
と
し
も

へ
ぬ
い
の
る
ち
ぎ
り
は
は
つ
せ
山
を
の
へ
の
か
ね
の
よ
そ
の
ゆ
ふ
ぐ

れ
」（
新
古
今
集
・
恋
二
・
1142
・
定
家
）
の
よ
う
に
自
分
と
は
無
関
係
な

も
の
を
指
す
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
そ

の
相
手
と
は
恋
人
関
係
に
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
良
経
歌
も
、
恋
人

関
係
に
は
な
い
相
手
に
対
し
て
恋
情
を
訴
え
か
け
た
も
の
で
あ
る
と

解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。心
の
中
の
景
と
し
て
提
示
さ
れ
る「
し

か
な
く
の
べ
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
は
あ
ま
た
の
歌
人
が
繰
り
返
し
詠

ん
で
き
た
景
で
、「
鹿
」
に
我
が
身
を
な
ぞ
ら
え
て
相
手
に
恋
を
訴
え

る
と
い
う
歌
も
ま
た
数
知
れ
な
い
。
一
首
の
大
意
は
こ
の
ご
ろ
の
私

の
心
の
底
を
あ
の
人
が
見
た
な
ら
ば
、
鹿
が
妻
を
求
め
て
鳴
く
野
辺

の
秋
の
夕
暮
れ
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
、
と
な
る⎠

₁₅
⎝

。

「
よ
そ
に
見
ば
」
と
い
う
表
現
の
用
例
数
は
少
な
く
、
隆
信
歌
と

同
時
期
に
二
例
、
そ
れ
以
降
は
良
経
を
含
め
て
九
例
を
数
え
る
に
過

ぎ
な
い
。
似
た
よ
う
な
表
現
に
「
よ
そ
め
」
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は

ず
い
ぶ
ん
多
く
、
三
百
ほ
ど
の
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
よ

そ
め
」
は
「
う
き
め
を
ば
よ
そ
め
と
の
み
ぞ
の
が
れ
ゆ
く
雲
の
あ
は

た
つ
山
の
ふ
も
と
に
」（
古
今
集
・
物
名
・
1105
・「
そ
め
ど
の
、
あ
は
た
」

・
あ
や
も
ち
）、「
住
吉
の
岸
の
白
浪
よ
る
よ
る
は
あ
ま
の
よ
そ
め
に
見

る
ぞ
悲
し
き
」（
後
撰
集
・
恋
一
・
561
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
自

分
と
は
関
係
な
い
も
の
と
し
て
見
る
、
の
意
を
持
ち
、
心
理
的
に
せ

よ
物
理
的
に
せ
よ
距
離
感
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
そ
の
距

離
ゆ
え
に
「
卯
の
は
な
の
よ
そ
め
な
り
け
り
山
ざ
と
の
か
き
ね
ば
か

り
に
ふ
れ
る
し
ら
雪
」（
千
載
集
・
夏
・
143
・
賀
茂
政
平
・「
遠
村
卯
花
と

い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」）、「
よ
そ
め
に
は
玉
し
く
野
べ
と
み
つ
れ
ど

も
分
き
て
き
た
れ
ば
道
芝
の
つ
ゆ
」（
久
安
百
首
・
秋
・
1137
・
上
西
門
院

兵
衛
）
の
よ
う
に
景
物
は
取
り
違
え
ら
れ
、
そ
れ
が
見
立
て
と
し
て

も
機
能
す
る
。
つ
ま
り
、
極
端
な
物
言
い
を
す
れ
ば
「
よ
そ
め
」
は

真
実
と
は
異
な
る
景
と
い
う
こ
と
だ
。

隆
信
の
「
わ
れ
ゆ
ゑ
の
涙
と
こ
れ
を
よ
そ
に
み
ば
あ
は
れ
な
る
べ

き
袖
の
う
へ
か
な
」
と
い
う
歌
に
お
い
て
、
作
中
主
体
は
、
相
手
が

涙
に
濡
れ
た
袖
を
「
自
分
の
た
め
に
流
し
て
い
る
涙
な
の
だ
」
と
知

れ
ば
、
き
っ
と
「
あ
は
れ
」
と
思
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
。

そ
こ
に
は
、
こ
の
思
い
が
届
か
な
い
の
も
相
手
が
事
情
を
知
ら
な
い

か
ら
だ
、
知
っ
て
く
れ
さ
え
し
た
ら
、
恋
情
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も

な
に
が
し
か
の
共
感
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
素
朴
な
信
頼
が
あ

る
。
し
か
し
良
経
詠
に
お
い
て
は
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
し
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か
な
く
の
べ
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
は
、
詠
歌
主
体
と
は
無
関
係
な
者

か
ら
見
た
景
、
つ
ま
り
「
よ
そ
め
」
に
過
ぎ
な
い
。
加
え
て
、「
心
の

底
」
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
、そ
れ
を
「
よ

そ
に
見
」
る
こ
と
な
ど
本
来
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
恋
情
を
訴
え

か
け
る
の
に
典
型
的
過
ぎ
る
と
も
言
え
る
景
を
選
び
取
っ
た
の
も
、

自
ら
の
思
い
を
具
体
的
な
景
の
形
で
相
手
に
こ
れ
と
示
し
た
い
が
、

そ
れ
も
結
局
相
手
（
他
人
）
か
ら
す
れ
ば
世
間
一
般
の
恋
情
に
し
か

解
さ
れ
ず
、「
あ
は
れ
」
と
で
も
言
う
べ
き
深
い
共
感
は
つ
い
に
得
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
あ
き
ら
め
に
も
似
た
複
雑
な
感
情
を
表
現
し

よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
秋
は
な
を
ふ
き
す
ぎ
に
け
る
か
ぜ
ま
で
も
心
の
そ
ら
に
あ
ま
る

も
の
か
は
」
と
い
う
二
〇
七
番
歌
で
は
、
外
界
で
は
「
ふ
き
す
ぎ
」

て
し
ま
っ
た
風
が
心
内
で
は
閉
じ
込
め
ら
れ
吹
き
渡
り
続
け
て
い

た
。
ま
た
、「
し
の
び
か
ね
心
の
そ
ら
に
た
つ
け
ぶ
り
み
せ
ば
や
ふ
じ

の
み
ね
に
ま
が
へ
て
」
と
い
う
三
七
九
番
歌
に
お
い
て
、「
心
の
そ
ら

に
た
つ
け
ぶ
り
」
は
、
忍
恋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
外

界
の
景
に
託
す
こ
と
は
で
き
ず
、「
ま
が
へ
」
る
と
い
う
複
雑
な
過
程

を
取
っ
て
表
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
感
情
が
相
克
す
る
と
き
、
心
内

の
景
と
外
界
の
景
と
は
素
直
に
一
致
し
て
い
か
な
い
。
外
界
の
景
は

心
中
の
比
喩
と
は
つ
い
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
、
幾
分
自
嘲
的
な
趣

で
表
現
し
た
の
が
当
該
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
こ
こ
ま
で
良
経
の
「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
の
検
討
を
進
め
て
き

た
。「
心
の
空
」
は
「
心
の
底
」
と
い
う
本
文
異
同
を
持
つ
こ
と
も

多
い
が
、「
心
の
底
」
と
い
う
表
現
が
同
時
代
の
歌
人
た
ち
の
間
で
広

く
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
比
し
て
、「
心
の
空
」
を
叙
景
の
一
手
段

と
し
て
用
い
る
例
は
良
経
の
他
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。「
心

の
空
」
は
外
界
の
景
物
の
侵
入
は
可
能
な
空
間
で
あ
る
も
の
の
、
独

立
し
た
空
間
と
し
て
保
た
れ
、
そ
こ
で
は
所
謂
「
心
象
風
景
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
景
が
生
起
す
る
が
、
必
ず
し
も
常
に
外
界
の
景
と
一

致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
外
界
の
景
が
そ
の
ま
ま
自
ら
の
心
情
に
重

な
り
あ
っ
て
い
か
な
い
、
そ
の
微
妙
な
齟
齬
を
歌
う
こ
と
こ
そ
が
良

経
の
「
心
の
空
」
詠
の
眼
目
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
ら
の

選
び
取
っ
た
は
ず
の
景
に
疎
外
感
を
抱
く
と
き
、
そ
こ
に
は
一
首
の

客
観
性
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
良
経
歌
に
お
い
て
は
例
え
ば
「
よ
そ
に

見
ば
」
と
い
う
表
現
に
端
的
に
表
れ
出
て
い
る
。

良
経
の
「
心
の
空
」
の
歌
の
う
ち
、三
七
九
番
歌
が
『
新
千
載
集
』

に
採
ら
れ
る
も
の
の
、「
心
の
空
」
と
い
う
表
現
は
次
第
に
和
歌
史
の

中
に
埋
も
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。『
新
拾
遺
集
』
に

思
ひ
あ
ま
る
煙
や
立
ち
て
お
の
づ
か
ら
心
の
空
の
煙
と
な
る
ら

ん 

（
恋
一
・
923
・
円
融
院
）
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と
い
う
一
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
首
で
は
外
界
に
お
け

る
空
に
立
ち
上
る
煙
が
そ
の
ま
ま
心
中
の
景
と
同
義
の
も
の
と
し
て

対
応
す
る
。『
新
古
今
集
』
に
収
め
ら
れ
た

風
ふ
け
ば
む
ろ
の
や
し
ま
の
夕
煙
心
の
そ
ら
に
た
ち
に
け
る
か

な 
（
恋
一
・
1010
・
惟
成
・「
女
に
つ
か
は
し
け
る
」）

に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。「
む
ろ
の
や
し
ま
の
夕
煙
」
は
そ
の
ま
ま

心
中
に
素
直
な
転
移
を
見
せ
る
。こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
、「
心
の
空
」

は
外
界
の
景
と
の
連
続
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
一
方
、
第
二

節
で
取
り
上
げ
た
隆
房
・
家
隆
の
「
心
の
空
」
詠
は
、
心
と
外
界
と

を
別
物
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
現
実
に
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
を

思
い
の
強
さ
に
よ
り
心
中
で
実
現
し
て
い
た
。
こ
の
用
法
は
、
同
時

期
に
流
行
を
み
た
、
月
輪
観
を
反
映
し
た
「
心
の
月
」
と
い
う
表
現

に
近
い
も
の
が
あ
る
点
、
釈
教
歌
を
そ
う
遠
く
離
れ
て
は
い
な
い
と

言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、「
心
の
空
」
と
外
界
と
は
隔
絶
し
て

い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
良
経
詠
で
は
、「
心
の
空
」
は
外
界
の
景
と
隔
絶
し

て
は
い
な
い
。
良
経
は
、
象
徴
的
な
喩
と
し
て
の
外
界
の
景
は
時
と

し
て
個
別
の
複
雑
な
感
情
を
表
現
し
お
お
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
目

を
向
け
て
い
る
。
と
は
い
え
や
は
り
心
象
は
外
界
の
景
と
の
対
比
を

通
じ
て
表
出
す
る
し
か
な
く
、
そ
の
結
果
両
者
の
間
に
は
複
雑
な
ね

じ
れ
が
生
じ
て
お
り
、
良
経
詠
に
お
い
て
「
心
の
空
」
と
外
界
と
は

連
続
は
し
な
い
も
の
の
、
か
と
い
っ
て
完
全
に
離
れ
て
も
い
な
い
。

良
経
の
目
指
し
た
「
心
の
空
」
の
表
現
と
他
の
歌
人
達
の
認
識
と
の

間
に
は
か
な
り
の
径
庭
が
あ
る
。
根
本
的
な
部
分
が
共
有
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
「
心
の
空
」
を
「
心
の
○
」
と
い
う
表
現
の
一
つ
の
類

型
と
し
て
一
時
的
な
流
行
に
終
わ
ら
し
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る

が
、「
景
」
と
「
心
」
と
の
新
た
な
関
係
性
を
構
築
す
る
試
み
が
こ
の

時
期
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
叙
景
歌
研
究
の
上
で
も
重
視
す
べ

き
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
１
）
清
水
克
彦
「
情
と
景
―
叙
景
歌
と
そ
の
周
辺
―
」（『
萬
葉
』
第
六
十

五
号
、昭
和
四
十
二
年
十
月
）、渡
部
泰
明
「
叙
景
と
い
う
幻
想
」（『
江

戸
文
学
』
第
二
十
七
号
、
平
成
十
四
年
十
一
月
）、
小
林
一
彦
「
叙
景

歌
と
は
何
か
」（
浅
田
徹
ほ
か
編
集
『
和
歌
の
図
像
学
』
岩
波
書
店
、

平
成
十
八
年
）
な
ど
。

（
2
）
鈴
木
日
出
男
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
心
物
対
応
構
造
―
万
葉
か
ら
平

安
和
歌
へ
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
十
七
巻
四
号
、
昭
和
四
十

五
年
四
月
）、
の
ち
『
古
代
和
歌
史
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成

二
年
）
に
補
訂
所
収

（
3
）『
万
葉
集
』
に
は
「
思
ふ
そ
ら
」「
嘆
く
そ
ら
」「
恋
ふ
る
そ
ら
」
な
ど
、

「
心
」
を
「
そ
ら
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
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う
ち
の
い
く
つ
か
が
「
思
ふ
そ
ら　

安
け
な
く
に　

嘆
く
そ
ら　

安

か
ら
ぬ
も
の
を　

み
空
行
く　

雲
に
も
が
も　

高
飛
ぶ　

鳥
に
も
が

も
」（
巻
四
・
534
・
安
貴
王
）、「
牽
牛
は　

織
女
と　

天
地
の　

別
れ

し
時
ゆ　

い
な
む
し
ろ　

川
に
向
き
立
ち　

思
ふ
そ
ら　

安
け
な
く

に　

嘆
く
そ
ら　

安
け
な
く
に　

青
波
に　

望
み
は
絶
え
ぬ　

白
雲

に　

涙
は
尽
き
ぬ
」（
巻
八
・
1520
・
山
上
憶
良
）
の
よ
う
に
空
の
景
物

へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
平
安
和
歌
の
前
段
階
に
位
置
す
る
も

の
と
し
て
留
意
さ
れ
る
。

（
4
）
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
下
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
昭

和
六
十
一
年
）
は
「
幾
年
に
も
わ
た
っ
て
、
空
高
く
そ
び
え
る
山
の

峰
へ
登
ろ
う
と
心
が
け
て
い
て
も
、
あ
あ
そ
の
願
い
を
隔
て
て
し
ま

う
雲
よ
。」
と
す
る
。

（
5
）
残
り
二
例
は
「
た
な
ば
た
の
あ
ふ
瀬
を
ち
か
く
お
も
ふ
よ
り
秋
の
心

の
空
に
な
る
か
な
」（
秋
・
1140
・
俊
成
）、「
花
の
香
を
一
か
た
な
ら
ず

吹
く
風
に
春
の
心
の
空
に
ち
る
か
な
」（
春
・
2115
・
宜
秋
門
院
丹
後
）。

俊
成
詠
で
は
「
心
」
に
「
空
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
が
連
接
し
て

お
り
、
ま
た
丹
後
詠
の
「
心
の
空
」
は
「
の
」
が
主
格
で
あ
る
た
め
、

両
者
と
も
「
心
の
空
」
を
成
句
と
し
て
用
い
て
は
い
な
い
。

（
6
）『
御
裳
濯
和
歌
集
』（
秋
下
・
446
）
で
は
第
二
句
「
こ
こ
ろ
の
そ
こ
は
」、

第
五
句
「
な
か
ぬ
な
り
け
り
」。

（
7
）
茅
原
雅
之
「
家
隆
に
お
け
る
西
行
歌
受
容
考
―
「
心
の
果
」
と
「
し

の
ぶ
の
奥
」
―
」（『
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
五

十
八
巻
、
平
成
十
一
年
十
月
）。
茅
原
氏
は
心
奥
表
現
が
建
久
期
に
入

っ
て
急
増
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
和
泉
式
部
歌
や
『
伊
勢
物
語
』、

歌
語
「
奥
」
や
漢
語
の
「
底
」、
密
教
的
な
観
想
な
ど
様
々
な
要
因
が

潜
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
決
定
的
な
役
割
を
果
た

し
た
の
が
西
行
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
半
沢
幹
一
氏

は
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
」
の
空
間
化
表
現
」（『
国
語
学

研
究
』
第
三
十
四
号
、
平
成
七
年
三
月
）
で
「
心
の
う
ち
」「
心
の
底
」

「
心
の
奥
」
な
ど
の
表
現
に
お
け
る
心
の
空
間
化
は
比
喩
化
の
一
種
に

他
な
ら
ず
、
そ
の
空
間
が
比
喩
に
よ
る
具
体
化
の
基
盤
・
背
景
と
な

っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
で
黒
川
昌
享
「
心
象
風
景
表
現
と
新

古
今
歌
風
」（『
中
世
文
芸
五
十
号
記
念
論
集
』広
島
中
世
文
芸
研
究
会
、

昭
和
四
十
八
年
）
は
、
新
古
今
時
代
の
「
心
の
底
」「
心
の
奥
」
な
ど

の
表
現
は
、
現
実
の
風
景
と
自
然
風
景
の
差
別
の
埒
を
取
り
払
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
結
論
づ
け
る
。

（
8
）
樺
沢
綾
「
歌
語
「
心
の
そ
こ
」
―
西
行
お
よ
び
文
治
建
久
期
の
慈
円

と
定
家
―
」（『
武
庫
川
国
文
』
第
六
十
四
号
、
平
成
十
六
年
十
一
月
）

（
9
）
川
平
ひ
と
し
「︿
心
﹀
の
ゆ
く
え
―
中
世
和
歌
に
お
け
る
︿
主
体
﹀
の

問
題
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
十
一
巻
五
号
、平
成
十
六
年
五
月
）

は
「
中
世
初
期
の
︿
心
﹀
の
境
と
な
る
徴
標
を
、西
行
の
『
新
古
今
集
』

入
集
「
観
心
」
歌
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。
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（
10
）
寺
島
恒
世
氏
も
ま
た
「
歌
語
「
奥
」
考
」（『
国
語
国
文
』
第
五
十
六

巻
十
号
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
、
後
に
『
秘
儀
と
し
て
の
和
歌
―
行

為
と
場
』（
有
精
堂
、
平
成
七
年
）
に
所
収
）
に
お
い
て
「
心
の
奥
」

と
い
う
表
現
に
西
行
の
系
列
と
定
家
の
系
列
と
が
あ
る
こ
と
を
論
じ

て
い
る
。

（
11
）
谷
知
子
・
平
野
多
恵
『
秋
篠
月
清
集
／
明
恵
上
人
歌
集
』（
明
治
書
院
、

平
成
二
十
五
年
）
で
谷
知
子
氏
は
「
秋
は
や
は
り
吹
い
て
過
ぎ
た
風

ま
で
も
、
私
の
心
の
空
に
余
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
訳
を
付
す
。
ま

た
本
歌
と
し
て
「
秋
風
は
身
を
わ
け
て
し
も
ふ
か
な
く
に
人
の
心
の

そ
ら
に
な
る
ら
む
」（
古
今
集
・
恋
五
・
787
・
紀
友
則
）
の
指
摘
が
あ

る
が
、
稿
者
は
こ
の
歌
を
本
歌
と
は
し
な
い
。 

 

ま
た
片
山
享
「
心
の
そ
ら
ぞ
秋
ふ
か
く
な
る
―
良
経
花
月
百
首
の
歌

の
検
討
―
」（『
甲
南
国
文
』
第
二
十
六
号
、昭
和
五
十
四
年
三
月
）
は
、

「
秋
は
や
は
り
吹
き
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
風
ま
で
も
が
、
秋
の
思
い
に
私

の
心
と
い
う
空
に
み
ち
あ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
、「
当
時

良
経
が
、
心
を
抒
情
と
し
て
詠
出
す
る
の
で
な
く
、
心
の
世
界
を
心

象
風
景
と
し
描
き
出
そ
う
と
す
る
態
度
を
も
っ
て
い
た
」
と
指
摘
す

る
。

（
12
）
久
保
田
淳
・
吉
野
朋
美
校
注
『
西
行
全
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二

十
五
年
）
は
「
物
思
い
に
耽
る
身
に
、
自
分
の
心
だ
け
に
留
め
る
こ

と
の
で
き
な
い
思
い
を
あ
ふ
れ
出
さ
せ
る
よ
う
な
時
鳥
の
声
が
し
み

る
。」
と
し
、
ま
た
井
上
宗
雄
校
注
・
訳
『
中
世
和
歌
集
』（
小
学
館
、

平
成
十
二
年
）
は
「
し
み
じ
み
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
と
、
時
鳥
の
、

心
に
包
み
き
れ
な
い
よ
う
な
、
あ
わ
れ
深
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
」

と
し
、「
心
に
あ
ま
る
」
に
「
自
分
の
心
だ
け
で
は
包
み
き
れ
な
い
、

と
時
鳥
を
擬
人
化
し
て
い
る
」
と
い
う
注
を
付
す
。

（
13
）
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
校
注
・
訳
『
六
百
番
歌
合
』（
岩
波
書
店
、
平

成
十
年
）
は
「
恋
心
に
堪
え
か
ね
て
心
の
空
に
立
つ
恋
の
思
い
の
火

の
煙
を
あ
の
人
に
見
せ
た
い
。
富
士
の
峰
に
立
つ
噴
煙
に
な
ぞ
ら
え

て
。」
と
訳
す
。
こ
の
歌
は
後
に
『
新
千
載
集
』
に
所
収
さ
れ
る
が
（
恋

一
・
1123
）、
第
五
句
は
「
山
に
ま
が
へ
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
14
）
家
長
詠
は
「
雲
も
へ
だ
て
よ
と
い
へ
る
優
に
き
こ
ゆ
る
を
、
む
ろ
の

や
し
ま
に
や
ど
も
が
な
恋
の
け
ぶ
り
を
空
に
ま
が
へ
ん
と
、
ち
か
き

歌
に
か
よ
へ
る
に
や
、
以
左
為
勝
」（
衆
議
判
）
と
、『
千
載
集
』
の
俊

成
詠
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
負
け
と
な
っ
て
い
る
。

（
15
）
前
掲
注
13
書
は
「
こ
の
頃
の
わ
た
く
し
の
心
の
底
を
よ
そ
か
ら
見
た

な
ら
ば
、
妻
を
求
め
て
牡
鹿
が
悲
し
げ
に
鳴
く
野
辺
の
秋
の
夕
暮
の

よ
う
な
も
の
。」
と
訳
し
、「
恋
に
悩
む
者
の
蕭
条
た
る
心
象
風
景
」
と

注
す
。

︽
付
記
︾『
秋
篠
月
清
集
』
本
文
は
定
家
本
系
統
の
最
善
本
と
さ
れ
る
天
理
大

学
図
書
館
蔵
『
秋
篠
月
清
集
』
を
用
い
、
私
意
に
清
濁
を
分
か
ち
『
新

編
私
家
集
大
成
（C

D
-R

O
M

版
）』
の
歌
番
号
を
付
し
た
。
本
文
中
の
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私
家
集
歌
の
本
文
・
歌
番
号
は
『
新
編
私
家
集
大
成
（C

D
-R

O
M

版
）』

に
、
そ
れ
以
外
の
歌
の
本
文
・
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠

っ
た
。
た
だ
し
『
拾
遺
愚
草
』『
員
外
』
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
拾

遺
愚
草
上
中
』、『
拾
遺
愚
草
下
／
拾
遺
愚
草
員
外
／
俊
成
定
家
詠
草
／

古
筆
断
簡
』（
朝
日
新
聞
社
、
平
成
五
年
、
平
成
七
年
）
に
拠
り
、
歌

番
号
は
新
編
私
家
集
大
成
番
号
を
使
用
し
、『
万
葉
集
』
の
本
文
・
歌

番
号
は
多
田
一
臣
訳
注
『
万
葉
集
全
解
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
二
十
一

～
二
十
二
年
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
に
拠
っ
た
。 

 

な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（PD

）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


