
古
代
和
歌
に
お
い
て
は、
自
己
の
行
き
な
ず
む
人
生
か
ら
生
じ
る
身
の
憂

さ
を
嘆
く
歌
が
万
菜
以
来
多
く
見
ら
れ
る。
世
の
中
の
階
層
化
が
進
み、
貨

族
社
会
が
確
立
す
る
平
安
中
期
に
な
る
と、
そ
の
数
は
急
増
し
て
い
く。
こ

こ
で
は、
r
忠
度
集』
に一
例
出
て
く
る
歌
語
「
人
か
ず
に
あ
ら
ず」
を
取

り
上
げ
な
が
ら、
そ
れ
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
r
万
葉
集』
『
う
つ
ほ
物
語」

『
源
氏
物
語」
の
用
例
を
検
討
し、
そ
の
表
現
効
果
を
考
察
し
て
み
よ
う
と

思
う。な

お、
使
用
し
た
本
は、
八
代
集
は

嘉初
日
本
古
典
文
学
大
系』、
『
万
薬

集」
『
う
つ
ほ
物
語』
r
源
氏
物
語』
は
r
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』、
私

家等
の
和
歌
は
品初
編
国
歌
大
観」、
漢
文
は
品初
釈
漢
文
大
系」
に
よ
っ
た。

r
忠
度
集』
に、
「
除
夜」
の
題
で、

人
か
ず
に
あ
ら
ぬ
を
な
げ
く
我
が
身
さ
へ
は
る
と
あ
す
よ
り
い
は
ふ
べ

は
じ
め
に

『
忠
度
集』

き
か
は

（
冬、
六
0)

と
い
う
歌
が
あ
る。
一
人
前
の
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
な
い

こ
と
を
隈
い
て
い
る
自
分
自
身
ま
で
も、
春
だ
と
明
日
か
ら
祝
う
べ
き
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
意
味
で、
世
間
の
人
並
み
で
な
い
零
落
し
た
自
分
の
境
遇
を、

「
人
か
ず
に
あ
ら
ぬ」
と
表
現
し
て
い
る。

題
に
つ
い
て
は、
『
和
漢
朗
詠
集」
で
は
「
歳
暮」
が
用
い
ら
れ、
『
堀
河

百
首』
に
は
「
除
夜」
の
題
が
設
け
ら
れ
て
い
る。
「
歳
暮」
の
題
の
歌
は、

漢
詩
の
影
響
も
あ
っ
て、
年
の
終
わ
り
に
な
っ
て
老
い
が
増
す
こ
と
へ
の
嘆

き
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い。
「
除
夜」
の
題
の
歌
は、
時
代
的
に
早
い
例
と

し
て、

謂
岐
院
位
の
御
時
の
百
首
に、
除
夜
を

あ
す
よ
り
は
は
る
と
お
も
は
ぬ
け
ふ
な
ら
ば
く
れ
行
く
そ
ら
を
い
か
に

を
し
ま
む

（
教
長
集、
冬
歌、
六
三
六）

と
あ
る
よ
う
に、
除
夜
と
新
春
を
対
照
さ
せ
な
が
ら、
月
日
の
経
過
に
対
す

る
愛
惜
の
情
や
新
し
い
年へ
の
期
待
感
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る。

そ
れ
に
対
し
て
忠
度
の
歌
は、
「
人
か
ず
に
あ
ら
ぬ」
こ
と
と
「
除
夜」

の
歌
語
「
人
か
ず
に
あ
ら
ず
」

に
つ
い
て

瀬

良

基

樹
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を
結
ぴ
付
け
て
い
る
点
で
特
異
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
な
歌
は
多
く
な
い 。

歳
暮
の
心
を
よ
め
ると

し

釘
い

か
ず
な
ら
ぬ
身
に
さ
へ
年
の
つ
も
る
か
な
老
は
人
を
も
き
ら
は
ざ
り
け

り
．

（
詞
花
集 、
巻
四
冬 、
一
五
九 、
成

尋法
師）

歳
暮 ノ
述
懐
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る

と
し

か
ず
な
ら
ぬ
身
に
は
つ
も
ら
ぬ
年
な
ら
ば
け
ふ
の
く
れ
を
も
な
げ
か
ざ

（
千
戟
集 、
巻
六
冬
歌 、
四
七
二 、
惟
宗
広
言）

数
な
ら
で
ふ
る
に
も
つ
も
る
月
日
か
な
人
に
も
よ
ら
ぬ
と
し
の
く
れ
と

て

（
宝
治
百
首 、
冬
十
首 、
二
三
八
三 、
為
継）

成

尋法
師
の
歌
は 、
ひ
と
か
ど
の
人
物
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
世
の
片
隅
に

埋
没
し
て
生
き
て
い
る
自
分
ま
で
も
避
け
る
こ
と
な
く 、
総
て
の
人
に
平
等

に
訪
れ
る
老
年
を
嘆
い
て
お
り 、
惟
宗
広
言
の
歌
は 、
年
が
増
す
こ
と
は
世

間
か
ら
問
題
に
さ
れ
な
い
存
在
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
を
も
無
視
す
る
こ
と

が
な
い
と
い
う
辛
さ
を
痛
感
し
て
お
り 、
為
継
の
歌
は 、
月
日
が
加
わ
る
こ

と
は
そ
の
人
の
存
在
価
値
や
生
き
方
と
は
無
関
係
に
総
て
の
人
に
普
遥
的
に

訪
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
の
世
の
理
法
を
実
感
し
て
い
る 。

忠
度
の
歌
は 、
成

屈法
師
の
歌
を
本
歌
と
し
な
が
ら 、
歳
暮
に
お
け
る
寄

る
年
波へ
の
嘆
き
を
直
接
表
面
に
出
さ
な
い
で 、
除
夜
に
お
け
る
「

人
か
ず

に
あ
ら
ぬ」
こ
と
へ
の
悲
哀
感
と
新
春
を
寿
ぐ
心
情
と
の
矛
盾
を
中
心
に

歌
っ
て
い
る 。
新
春
を
迎
え
る
こ
と
へ
の
慶
祝
感
よ
り
は 、
現
在
の
自
分
の

不
遇
な
状
況へ
の
嘆
き
を
主
に
し
て
い
る 。

歳
芥

ら
ま
し

次
に 、
『

万
葉
集』
の
「

数
に
も
あ
ら
ぬ」
を
用
い
た
歌
を
見
て
み
よ
う 。

し

つ

集
中
に
は
三
例
出
て
く
る 。
「

倭
文
た
ま
さ」
が
枕
詞
と
し
て
「

数
に
も
あ

ら
ぬ」
に
掛
か
る
も
の
が
二
例
（
六
七
二 、
九
0
三） 、
「

鹿
泥
の」
が
枕
詞

と
し
て
「

数
に
も
あ
ら
ぬ」
に
掛
か
る
も
の
が一
例
（
三
七
二
七）
で
あ
る 。

他
に 、
「

倭
文
た
ま
き」
が
枕
詞
と
し
て
「

賤
し
き」
に
掛
か
る
も
の
が一

例
(-
八
0
九）
あ
り 、
こ
れ
も
取
り
上
げ
よ
う 。

じ
の
う

あ

（一
）
倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
命
も
て
な
に
か
こ
こ
だ
＜
我
が
恋
ひ

渡
る

（
巻
四 、
六
七
二 、
安
倍
朝
臣
虫
麻
呂）

「
倭
文
た
ま
き」
に
つ
い
て
r

時
代
別
国
甜
大
辞
典
上
代
編』
は 、

「
枕
詞 。

珠
な
ど
を
手
纏
に
飾
る
貨
人
に
対
し
て 、
賤
し
い
者
は
倭
文
の
布
を
手
纏
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら 、
数
ニ
モ
ア
ラ
ヌ・
賤
シ
キ
に
か
か
る 。」
と
説
明
し 、

「
倭
文」
に
つ
い
て
も 、
「（

名）
日
本
古
来
の
織
物。
文
様
を
織
り
出
し
た

も
の
で 、
舶
戟
の
ア
ヤ
に
対
し
r

倭
文」
の
文
字
で
表
記
さ
れ
る 。
拷・
麻・

苧
な
ど
の
横
系
を
染
め
て
交
織
し
た
も
の
と
い
う 。」
と
述
べ
て
い
る 。
r

手

纏」
は 、
玉
や
貝
な
ど
を
紐
で
通
し
て
臀
の
辺
り
に
巻
い
た 、
上
代
の
装
身

具
の
こ
と
で
あ
る 。

い
の
ち

こ
の
歌
の
「

命」
は
身
と
同
意
で 、
「

依
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
命」

と
は 、
卑
賤
な
自
分
の
身
分
の
こ
と
を
言っ
て
い
る 。
青
木
生
子
氏
は 、
こ

の
歌
が
注
記
が
な
く
て
「

濃
厚
な
恋
情
表
現
の
体
を
な
し
て
い
る」
の
に「
ど

ち
ら
か
と
い
う
に 、
い
わ
ゆ
る
純
然
た
る
男
女
相
思
の
歌
と
み
な
い」
の
は 、
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坂
上
郎
女
が
親
族
の
虫
麻
呂
や
駿
河
麻
呂
ら
と、
「
宴
席
の
戯
歌」
や
「
同

(l)
 

．
族
親
愛
の
起
居
相
問」
の
歌
を
作
る
問
柄
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。

坂
上
郎
女
の
母
と
虫
麻
呂
の
母
は、
同
居
の
姉
妹
で
あ
っ
た
（
六
六
七
の
歌

注）。結
局
こ
の
歌
は、
虫
麻
呂
が
自
分
を
低
め
て
身
分
の
高
い
女
性
に
見
立
て

-

2
)

た
坂
上
郎
女
を
恋
慕
す
る
「
戯
歌
（
ふ
ざ
け
た、
遊
ぴ
の
歌）」
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
身
分
の
低
い
者
が
高
貴
な
人
に
恋
す
る
歌
と

し
て、
『
万
業
集』
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る。

山
に
寄
す
る

い
は
だ
た
み
か
し
こ

あ
n

.
》

と
み

岩
昼
恐
き
山
と
知
り
つ
つ
も
我
は
恋
ふ
る
か
並
な
ら
な
く
に

（
巻
七、
一
三
三一
、
よ
み
人
知
ら
ず）

ら

と
せ

（一ー）
倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
千
年
に
も
が
と
思
ほ
ゆ

る
か
も

（
巻
五、
九
0
三、
山
上
憶
良）

「
倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
身」
と
は、
人
並
み
で
な
い
身
分
の
低
い

自
分
の
こ
と
を
言っ
て
い
る。
こ
の
歌
に
は
神
亀
二
年
作
の
注
が
あ
り、
当

時
憶
良
は
位
は
あ
っ
て
も
官
戦
に
は
就
い
て
い
な
か
っ
た。

ら

と
せ

こ
の
歌
の
「
千
年
に
も
が
L

は、
九
0
二
の
歌、

み

な
わ

い
の
ら

た
＜
し
＂

．

ひ
ろ

水
沫
な
す
も
ろ
き
命
も
拷
縄
の
千
葬
に
も
が
と
願
ひ
程
ら
し
つ

の
「
千
尋
に
も
が
L

と
意
味
的
に
通
じ
て
い
る。
ま
た、
九
〇一
の
歌、

荒
拷
の
布
衣
を
だ
に
着
せ
か
て
に
か
く
や
嘆
か
む
せ
む
す
ぺ
を
な
み

の
「
曰
即
の
紐
盆」
は、
九
0
0
の
歌、

富
人
の
家
の
子
ど
も
の
着
る
身
な
み
腐
し
捨
つ
ら
む
純
綿
ら
は
も

の
「
純
綿」
と
対
照
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り、
自
分
が
沈
治
し
た
下
賤
な
人

物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る。

ぬ
の
●
ぬ

と
こ
ろ
で、
芳
賀
紀
雄
氏
は、
九
〇一
の
歌
の
「

布衣」
に
つ
い
て、
九

0
0
の
歌
の
「
官
人」
が
「
漢
語
r
宮
人』
の
訓
読
語」
だ
と
す
る
『
日
本

古
典
文
学
全
集
萬
薬
集」
の
説
を
肯
定
し
な
が
ら、
「
r布
衣』
の
語
も、

と
み
ひ
と

r
宮
人』
と
同
じ
様
相
を
呈
し、
や
は
り
訓
続
語
と
認
め
ら
れ
る。」
と
述

で3)

ペ
て
お
ら
れ
る。ム

漢
語
の
「
布
衣」
に
は、
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る。

（
ア）一
般
庶
民
の
滸
る
麻
や
綿
製
の
衣
服。

布
衣
不レ｛元、
疏
食
不レ
飽、
蓬
戸
穴
関、
日
孜
孜
上レ
仁、
知レ
我゚

（『
大
戴
礼
記』
曾
子
制
言
中）

（
イ）
無
官
の
庶
民。

臣
本
布
衣、
射
耕
-

l

於
南
陽＿‘
荷
全
二
性
命
於
鼠
批＿、
不レ
求二
聞

達
於
諸
侯ー。

（
r文
選』
詐
葛
亮
「
出
師
表」）

(4)
 

そ
し
て、
「
布
衣」
は
し
ば
し
ば
不
遇
な
存
在
で
あ
っ
た。

古
之
賢
人、
賤
為ーー
布
衣＿‘
貧
為
-

1

匹
夫ー。

（『
荀
子』
大
略
篇）

九
0
三
の
歌
の
「
倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ」
と
い
う
表
現
も、
こ
の

「
布
衣」
の（
ア）
と（
イ）
の
意
味
を
踏
ま
え
た
造
語
で
あ
ろ
う。

こ
の
歌
の
「
千
年」
の
命へ
の
顧
い
は、
憶
良
が
r
文
選』
の
「
古
詩
十

九
首」
の
第
十
五
首
の
「
生
年
不レ
瀦レ
百

常
猿―
千
歳
憂ー」
を
引
き
な

し
(

S
―̀

が
ら、
「
沈
病
自
哀
文」
の
中
で、
「
干
年
の
愁
苦、
更
に
座
後
に
継
ぐ。」

と
述
ぺ
て
い
る
所
に
も
見
ら
れ
る。
結
局
憶
良
は、
八
九
七
の
長
歌
の
六
首
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の
反
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
老
病
（
八
九
八、
八
九
九）
と
貧
窮
（
九
〇

0、
九
O
I

)

の
身
で、
子
供
達
の
行
く
末
を
思
い、
長
寿
を
顧っ
て
い
る

（
九
0
二、
九
0
三）。

（
三）
鹿
泥
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
我
故
に
思
ひ
わ
ぶ
ら
む
妹
が
か
な
し
さ

（
巻
十
五、
三
七
二
七、
中
臣
朝
臣
宅
守）

人
数
に
入
ら
な
い
私
の
た
め
に
落
胆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
あ
な
た
が
い
と

し
い
こ
と
よ
の
意
で
あ
る。

ら
n
o
”’

「
底
泥」
に
つ
い
て
は、
顕
昭
が、
「
ち
り
ひ
ぢ
と
は
塵
泥
と
密
也。
ち

り
と
ひ
ぢ
と
二
の
物
也。」
と
説
明
し
て
い
る。
こ
の
歌
の
「
塵
泥」
は
漢

語
「
塵
泥」
の
訓
読
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る。

漢
語
r
臨
泥」
の
意
味
は、

（
ア）
座
と
泥。
管
見
で
は`
『
漢
語
大
詞
典」
の
あ
げ
る
次
の
例
が
時
代

的
に
早
い
も
の
で
あ
る。

存
者鉦
竺
消
息＿、
死
者
捻
函
泥ー。

（
イ）
艇
や
泥
の
よ
う
に
役
立
た
な
い
も
の。

應
憐
泣
楚
玉

棄
置
如
塵
泥

(
6)
 

（
孟
郊
「
函
路
淡
行
呈
陸
中
丞」）

小
臣
樅
逃
本
底
泥

登
科
曾
賦ーー
御
前
題一

屈レ
指
方
経二
五
六
載―

如
今
已
上
l―
背
纂
梯一

位
列
l一
諫
宮

云竺一
韮
竺

自
愧
賂レ
何
報ニ

明
主ー．
應レ
制
非
才
但
涙
垂

強
作二
狂
歌一
歌
1一
舜
局一

(
1
)
 

（
王
元＇ム
「
観
i

1一
型
上
親
試二
貢
士一
歌」）

北
宋
の
王
元
之
（
王
馬
侶）
は、
「
塵
泥」
を
卑
し
い
身
分
（
庶
人）

の
意
味
で
使
っ
て
い
る。

（
杜
甫
r
無
家
別」

な
お、
和
語
と
し
て
の
「
臨
泥」
は、
r
古

今集』
仮
名
序
に、
r
高
き
山

も、
麓
の
厖
泥
よ
り
成
り
て」
と
腹
と
泥
の
意
味
で
使
わ
れ
た
り、
『
う
つ

ほ
物
語」
藤
原
の
君
の
巻
に、
兵
術
の
言
葉
と
し
て、
「
か
か
る
聞
こ
え
あ

集
0
ひ9

ら
ば、
兵
衛
が
身
は、
何
の
瞑
泥
に
か
な
ら
む
ご
と、
取
る
に
足
り
な
い

つ
ま
ら
な
い
も
の
の
意
味
で
使
わ
れ
た
り
し
て
い
る。

こ
の
宅
守
の
歌
の
「
塵
泥」
も、
卑
賤
で
あ
る
こ
と
の
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る。
こ
の
歌
は、
宅
守
が
越
前
に
配
流
さ
れ
て
旅
立
っ
た
後
に、
都
に
残っ

て
い
る
要
の
狭
野
弟
上
娘
子
を
思
い
や
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る。
宅
守
の

流
罪
の
時
期
に
つ
い
て
は、
土
橋
寛
氏
が、
r
宅
守
が
越
前
に
流
さ
れ
た
時

期
は
分
か
ら
な
い
が、
天
平
十
二
年
（
七
四
0)
六
月
の
大
赦
に
除
外
さ
れ

て
い
る
か
ら、
そ
れ
以
前
の
近
い
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る。
宅
守
が
自
分
の
こ
と
を
「
塵
泥
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
我
L

と
卑

下
し
て
言
っ
た
と
こ
ろ
に
は、
弟
上
娘
子
と
の
愛
を
引
き
裂
こ
う
と
す
る、

流
罪
と
い
う
不
遇
な
運
命
を
全
身
で
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
認
め
ら

れ
る。

う
し
ひ
●
と
め

菟
原
処
女
が
硲
を
見
る
歌

ゎ

＂

も
こ

し

つ

ゎ

ウ
ゑ

．．．．．．
 我
妹
子
が
母
に
語
ら
く
倭
文
た
ま
き
賤
し
き
我
が
故
ま
す
ら
を
の

ぁ

よ

み

あ
ら
そ
争
ふ
見
れ
ぱ
生
け
り
と
も
逢
ふ
べ
く
あ
れ
や
し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待

（
巻
九、
一
八
0
九、
高
嬌
連
虫
麻
呂）

た
む
と•
…•’

こ
こ
で
は、
「
倭
文
た
ま
き
賤
し
き」
は、
菟
原
処
女
の
二
人
の
ま
す
ら
を、

干
沼
壮
士
と
菟
原
壮
士
に
対
す
る
謙
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る。

し

っ

ち
n
”
:っ

以
上
の
よ
う
に、
函
倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ」、
「
痙
泥
の
数
に
も
あ

四）
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ら
ぬ」
と
い
う
表
現
は、
単
な
る
謙
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く、

そ
こ
に
は
自
分
は
人
数
に
入
ら
な
い
存
在
だ
と
卑
下
す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ

る。
安
倍
虫
麻
呂
は
高
貴
な
女
性
に
対
す
る
身
分
の
低
い
自
分
を、
憶
良
は

庶
民
と
し
て
在
野
に
あ
る
自
分
を、
宅
守
は
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
自
分
を、

そ
れ
ぞ
れ
対
象
化
し
て
捉
え
て
い
る。
安
倍
虫
麻
呂
は
播
磨
守
と
な
り、
従

匹
位
下
で
没
し
て
い
る。
山
上
憶
良
も
従
五
位
下
を
賜
り、
伯
者
守
や
筑
前

守
と
な
っ
て
い
る。
ま
た
中
臣
宅
守
は
赦
免
さ
れ
て
帰
京
後
従
五
位
下
と
な

り、
さ
ら
に
神
祗
大
副
も
歴
任
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、

彼等
は
身
分
や

地
位
に
は
相
当
の
も
の
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
こ
の
よ
う
な
自
己
の

把
握
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に、
律
令
的
な
官
人
体
制
と
結
ぴ
つ
け
て

自
己
を
位
僅
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る。

『
う
つ
ほ
物
語』
祭
の
使
の
巻
に
お
け
る、
懸
想
人
達
の
あ
て
宮
に
対
す

る
五
度
且
の
和
歌
群
に
も、
「
数
な
ら
ぬ
身」
の
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る。

あ
て
宮
に
和
歌
を
贈
っ
た
四
人
の
貨
公
子
の
う
ち、
左
大
臣
の

子息
で
宰

相
の
実
忠
は、
「
数
な
ら
ぬ
身
を
思
ひ
た
ま
へ
知
ら
ぬ
や
う
な
る
が
か
し
こ

き
に、
聞
こ
え
さ
せ
じ
と、
か
へ
す
が
へ
す
思
う
た
ま
ふ
れ
ど」、
あ
て
宮

を
思
う
あ
ま
り
病
気
に
な
り、
こ
の
ま
ま
死
ぬ
の
も
惜
し
い
と
考
え
て、
病

床
か
ら
あ
て
宮
に
宛
て
て
恋
い
死
に
の
辛
さ
を
訴
え
る
便
り
を
送
る。

く
ら
の
か
み

ま
た、
兵
衛
佐
で
内
蔵
頭
の
行
政
も、

し
ぐ
れ

数
な
ら
ぬ
身
を
は
つ
秋
の
わ
ぴ
し
き
は
時
雨
も
色
に
出
で
ぬ
な
り
け
り

と
詠
ん
で、
忍
ぶ
恋
の
苦
し
さ
を
嘆
く
歌
を
あ
て
宮へ
贈
る。
こ
の
歌
は、「
は

っ」
が
「
恥
づ」
と
「
初」
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る。
「
色
に
出
づ」
は、

木
の
業
が
紅
葉
す
る
こ
と
と
恋
情
が
表
情
に
出
る
こ
と
の
両
意
が
掛
け
ら
れ

て
い
る。
「
数
な
ら
ぬ
身」
と
い
う
表
現
は、
実
忠
の
場
合
は
散
文、
行
政

の
楊
合
は
和
歌
の
中
で
使
わ
れ、
両
者
は
蔽
合
し
合
っ
て
身
分
違
い
の
恋
の

も
た
ら
す
悲
哀
感
を
高
め
て
い
る。

こ
の
よ
う
に、
実
忠
や
行
政
が
高
資
な
身
分
で
あ
り
な
が
ら、
自
分
を
「
数

な
ら
ぬ
身」
と
卑
下
し
て
言
っ
て
い
る
の
は、
あ
て
宮
の
よ
り一
層
の

貸種

性
を
印
象
づ
け
る
た
め
で
も
あ
る。
あ
て
宮
は
嵯
峨
の
院
の
第一
皇
女
と
左

大
将
正
頼
と
の
間
に
生
ま
れ
た
九
女
で、
皇
室
の
血
を
引
い
て
い
た。
さ
ら

に、
あ
て
宮
は

東宮
妃
と
し
て
入
内
す
る
運
命
に
あ
り、
実
忠
や
行
政
の
自

己
を
低
め
た
把
握
の
仕
方
は、
そ
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る。

四
人
の
懸
想
人
の
う
ち、
涼
は、

数
知
ら
ぬ
身
よ

りあ
ま
れ
る
思
ひ
に
は
な
ぐ
さ
の
浜
の
か
ひ
も
な
き
か
な

と
自
分
の
理
性
で
は
抑
え
切
れ
な
い
恋
情
の
強
さ
を
詠
み、
仲
澄
は、

寝
る
岡
な
く
嘆
く
心
も
夢
に
だ
に
会
ふ
や
と
思
へ
ぱ
ま
ど
ろ
ま
れ
け
り

と
「
夢
中
会
恋」
の
趣
を
歌
っ
て、
共
に
日
夜
あ
て
宮
に
心
身
共
に
奪
わ
れ

て
い
る
様
を
訴
え
る
が、
実
忠
や
行
政
は
あ
て
宮
を
恋
慕
す
る
心
を
r
数
な

ら
ぬ
身」
が
遮
る
と
言
っ
て、
身
と
心
が
分
裂
し
て
遣
る
瀬
な
い
思
い
で
い

る
様
子
を
告
白
し
て
い
る。

r
う
つ
ほ
物
語』
は、
元
々
摂
関
政
治
が
確
立
し
て
い
く
時
期
に
あ
っ
て
そ

れ
に
批
判
性
を
持
ち、
「
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
官
僚
制
度
を
理
想
と
す
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四

を‘

る
律
令
官
人
的
な
意
識」
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
カ

祭
の
使
の
巻
に
お
け
る
「
数
な
ら
ぬ
身」
の
表
現
は、
東
宮
妃
と
し
て
入
内

し、
「
藤
原
の
君
と
間
こ
ゆ
る一
世
の
源
氏」
正
頼
に
天
皇
の
外
祖
父
と
し

て
の
地
位
を
築
か
せ
る
絶
世
の
美
女
あ
て
宮
に
対
し
て、
費
公
子
達
が
自
分

を
卑
下
し
て
使っ
て
い
る。

ム
せ

や

r
源
氏
物
語』
の
和
歌
に
お
い
て、
「
数
な
ら
ぬ
身」
（「
数
な
ら
ぬ
伏
屋
L、

「
数
な
ら
で」
の
形
も
取
る）
の
抽
象
化
さ
れ
た
表
現
を
用
い
る
の
は、
「
雨

夜
の
品
定
め
L

に
お
い
て
話
題
と
な
っ
た
中
の
品
の
女
性
で
あ
る
空
輝
を
箪

頭
に、
明
石
の
君、
玉
茎、
競
黒
（
王
茎
の
歌
の
代
作）、
落
葉
の
宮、
蔵

人
少
将、
小
宰
相
の
君
等
で
あ
る。
次
に
そ
の
歌
を
あ
げ
て
み
よ
う。

(-
）
帯
木
の
心
を
し
ら
で
そ
の
原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な

（
帯
木
の
巻、
源
氏）

ム
せ

e

“

数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
符
木

（
空
紐）

源
氏
の
歌
の
本
歌
は、

そ
の
は
ら
や
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
は
は
き
ぎ
の
あ
り
と
て
ゆ
け
ど
あ
は
ぬ

君
か
な

（
古
今
和
歌
六
帖、
第
五、
三
0一
九•
新
古
今
集、
巻
十

一
恋
歌一
、
九
九
七
〔
四
句
は
「
あ
り
と
は
見
え
て」〕、
坂
上
是
則）

で、
姿
は
見
せ
な
が
ら
源
氏
に
会
お
う
と
し
な
い
彼
女
は`

源
氏
に
は
気
位

の
高
い
女
性
に
見
え、
強
い
印

象を
与
え
る。

空
蜆
の
返
歌
は、
是
則
の
歌
の
地
名
の
「
伏
屋」
を
粗
末
な
み
す
ぼ
ら
し

い
家
の
意
味
に
と
り、
る
帯
木」
を
自
分
に
喩
え
て
自
分
が
受
領
階
級
の
出

身
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て、
源
氏
と
の
身
分
の
違
い
を
嘆
き、
彼
に

心
を
引
か
れ
な
が
ら
も、
彼へ
の
愛
着
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
る。

（
二）
海
松
や
時
ぞ
と
も
な
き
か
げ
に
ゐ
て
何
の
あ
や
め
も
い
か
に
わ
く
ら

む

（
澪
標
の
巻、
源
氏）

か
ず

たづ

＂

ム

数
な
ら
ぬ
み
島
が
く
れ
に
嗚
＜
鶴
を
今
日
も
い
か
に
と
と
ふ
人
ぞ
な
き

（
明
石
の
君）

源
氏
の
歌
の
r
あ
や
め」
は
「
文
目
（
物
事
の
筋
道）」
と
「
菖
蒲」
を、

「
い
か」
は
「
如
何」
と
「
五
十
日」
を
掛
け、
「
海
松」
は
海
草
の
み
る

を
意
味
し
て
姫
君
を
醤
え
て
お
り、
「
か
げ
L

は
海
中
の
暗
い
所、
岩
陰
の

こ
と
を
言
っ
て
い
る。
源
氏
は
自
分
の
流
鏑
の
形
見
で
あ
り
将
来
后
と
な
る

べ
き
姫
君
に
ふ
さ
わ
し
く
生
後
五
十
日
目
の
今
日
を
祝
お
う
と
し
て、
姫
君

の
成
長
の
た
め
に
心
を
砕
い
て
い
る。

明
石
の
君
の
歌
の
「
み
島」
は
明
石
の
君
を、
「
鶴」
は
姫
君
を
番
え
て

い
る。
「
み
島
が
く
れ」
と
い
う
語
は、
勅
撰
集
で
は
r
新
勅
撰
集』
に
初

出
す
る。
r
紫
式
部
集』
に
は、

な
く
な
り
し
人
の
む
す
め
の、
お
や
の
て
か
き
つ
け
た
り
け
る
も

の
を
見
て、
い
ひ
た
り
し

ゆ
ふ
ぎ
り
に
み
し
ま
が
く
れ
し
を
し
の
こ
の
あ
と
を
み
る
み
る
ま
ど
は

る
る
か
な

（
四
二）

と
あ
り、
こ
の
語
は
歌
語
「
み
山
が
く
れ」
を
「
海
松
（
こ
こ
で
は
海
辺
の
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松
の
意）」
と
の
縁
で
言
っ
た
作
者
の
造
語
で
あ
ろ
う。
「
み
山
が
く
れ」
と

い
う
語
は
r
古
今
集』
に
初
出
す
る
が、
烏
と
結
ぴ
つ
け
て
詠
ん
だ
も
の
と

し
て、
『
後
撰
集」
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る。

（
わ
し
0》

得
が
た
か
る
ぺ
き
女
を
思
か
け
て
つ
か
は
し
け
る

ゎ

か
て

が
く

数
な
ら
ぬ
み
山
隠
れ
の
郭
公
人
知
れ
ぬ
音
を
な
き
っ
、
ぞ
ふ
る

（
巻
九
恋一
、
五
四
九、
春
道
の
列
樹）

r
み
島
が
く
れ」
は
島
陰
に
限
れ
て
い
る
こ
と
を
言
い、
不
遇
さ
を
象
徴
し

て
い
る。

明
石
の
君
の
返
歌
は、
自
分
が
明
石
の
前
司
の
娘
と
い
う「
数
な
ら
ぬ
身」

ゆ
え
に、
明
石
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
源
氏
に
頴
み
ら
れ
な
い
自
分
達
親
子
の

不
運
な
宿
世
を
嘆
い
て
い
る。

（
三）
み
を
つ
く
し
恋
ふ
る
し
る
し
に
こ
こ
ま
で
も
め
ぐ
り
逢
ひ
け
る
え
に

は
深
し
な

（
澪
標
の
巻、
源
氏）

か
ず数
な
ら
で
な
に
は
の
こ
と
も
か
ひ
な
き
に
な
ど
み
を
つ
く
し
思
ひ
そ
め

け
む

（
明
石
の
君）

源
氏
の
歌
は、
「
身
を
尽
く
し」
に
「
澪
標」、
r
え
に
（
緑）」
の
「
え」

に
「

江」
を
掛
け、
r
し
る
し」
「
え」
「
深
し」
は
「
澪
標」
の
縁
語
と
な
っ

て
い
る°
絶
望
的
な
恋
の
激
情
を
歌
っ
た
源
氏
の
吟
踊
す
る
元
良
親
王
のr
い

ま
は
た
同
じ
難
波
な
る」
の
歌
を
本
歌
と
し、
明
石
の
君
と
の
偶
然
の
出
会

い
に
二
人
の
宿
緑
の
深
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
る。

明
石
の
君
の
歌
は、
「
何
は」
と
「
難
波」、
「
甲
斐」
と
「
貝」、
「
身
を

尽
く
し」
と
「
澪
標」
を
掛
け
て
お
り、
「
貝」
「
澪
標」
は
「
難
波」
の
縁

語
で
あ
る。
源
氏
の
歌
と
同
じ
く
元
良
親
王
の
歌
を
本
歌
と
し
な
が
ら、
「
数

な
ら
ぬ
身」
の
憂
さ
を
訴
え
る
と
と
も
に、
今
ま
で
父
の
明
石
の
入
道
の
意

を
受
け
て
都
の
費
人
と
の
出
会
い
を
求
め
て
毎
年
恒
例
の
住
吉
詣
で
を
行
っ

て
き
た、
こ
の
馴
染
み
の
深
い
難
波
の
地
で、
源
氏
の
自
分
に
対
す
る
深
い

愛
情
を
汲
み
取
っ
た
こ
と
に
心
の
慰
謝
を
感
じ
て
い
る。

み

（
四）
知
ら
ず
と
も
尋
ね
て
し
ら
む
三
島
江
に
生
ふ
る
三
稜
の
す
ぢ
は
絶
え

じ
を

（
玉
茎
の
巻、
源
氏）

数
な
ら
ぬ
み
く
り
や
な
に
の
す
ぢ
な
れ
ば
う
き
に
し
も
か
く
根
を
と
ど

（
玉
覧）

め
け
む

源
氏
は
玉
髪
が
六
条
院
で
貨
公
子
達
と
交
際
す
る
に
足
る
教
養
の
持
ち
主

か
ど
う
か
知
り
た
く
て、
彼
女
に
歌
を
賠
っ
て
い
る。
r
三
稜」
は
淡
水
の

浅
い
所
に
生
え
る
地
下
茎
を
持
つ
多
年
草
で、
『一
条
摂
政
御
集』
に
も、

お
ほ
ん
と
の、
き
た
の
か
た
き
こ
え
た
ま
け
る
に、
御
か
へ
り
な

つ
く
ま
え
の
そ
こ
ひ
も
し
ら
ぬ
み
く
り
を
ば
あ
さ
き
す
ぢ
に
や
お
も
ひ

な
す
ら
ん

（
六
五）

と、
「
す
ぢ」
の
多
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る。
源
氏
は、
王
茎
の
父

の
内
大
臣
と
は
義
兄
弟
で、
玉
茎
も
全
く
の
他
人
と
は
言
え
ず
深
い
緑
が
あ

る
と
告
げ
て
い
る。

玉
襲
の
歌
は、
源
氏
の
玉
茎
と
は
深
い
結
ぴ

着き
が
あ
る
と
い
う
呼
び
掛

け
に
は
直
接
答
え
な
い
で、
人
数
に
入
ら
な
い
こ
の
身
は
ど
ん
な
血
統
か
ら

こ
の
辛
い
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て、
筑
紫
で
数
奇
な
運
命

し
と
て
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に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
き
た
我
が
身
の
憂
さ
を
思
い
返
し
て
い
る。

「
三
稜」
の
根
を
詠
ん
だ
歌
は、
『
古
今
和
歌
六
帖」
に
も、

こ
ひ
す
て
ふ
さ
や
ま
の
い
け
の
み
く
り
こ
そ
ひ
け
ば
た
え
す
れ
我
や
ね

た
ゆ
る

（
第
六、
三
九
五
五、
よ
み
人
知
ら
ず）

と
あ
っ
て、
「
三
稜」
は
沼
や
池
に
生
育
す
る
も
の
と
さ
れ
た。
本
来
「
三

島
江」
に
生
え
る
も
の
は、
薦
（『
万
莱
集』）
や
葦
(r
拾
遺
集』）
で
あ
り、

み

く
り

「
三
島
江
に
生
ふ
る
三
稜」
は、
六
条
院
と
い
う
高
貴
な
人
々
の
住
ま
い
に、

田
舎
じ
み
て
不
似
合
い
な
姿
で
現
わ
れ
た
玉
茎
を
象
徴
し
て
い
る。

（
五）
お
な
じ
巣
に
か
へ
り
し
か
ひ
の
見
え
ぬ
か
な
い
か
な
る
人
か
手
に
に

ぎ
る
ら
ん

（
真
木
柱
の
巻、
源
氏）

巣
が
く
れ
て
数
に
も
あ
ら
ぬ
か
り
の
こ
を
い
づ
方
に
か
は
と
り
か
へ
す

べ
き

（
騎
黒
大
将）

多
く
の
求
婚
者
の
中
で、
玉
茎
が
選
ん
だ
相
手
は
梨
黒
だ
っ
た。
玉
襲
の

結
婚

後も
源
氏
は
彼
女
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず、
度
々
便
り
を
す
る。

源
氏
の
歌
は、
「
卵」
に
「
効」
を
掛
け、
同
じ
我
が
家
で
育っ
た
あ
な

た
が
見
え
な
い
の
は、
誰
が
捕
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
言
っ
て、
鼓
黒

が
玉
茎
を一
人
占
め
に
し
て、
自
分
の
所へ
顔
を
出
さ
せ
な
い
こ
と
を
恨
ん

で
い
る。

玉
茎
は、
親
の
立
楊
を
利
用
し
て
自
分
の
関
心
を
引
こ
う
と
し
て
い
る
源

氏
の
歌
を
読
ん
で
讃
黒
が
あ
て
つ
け
が
ま
し
く
言
う
の
で、
返
歌
を
躊
躇
し

て
い
る。
そ
れ
を
見
た
隕
黒
は、
源
氏
の
父
親
面
を
し
た
仮
而
を
剥
ご
う
と

し
て、
王
茎
の
返
歌
の
代
作
を
す
る。
「
仮
の
親
（
菱
父）」
の
源
氏
に
育
て

間
＜

ら
れ
た
玉
娑
の
こ
と
を、
「
鴨
の
卵」
に
掛
け
て
「
仮
の
子
(r
新
日

本古
典

文
学
大
系
源
氏
物
語』

の
指
摘
す
る
よ
う
に
r
養
女」
の
意
味）」
と
言
い、

嫡
出
子
で
な
い
の
で
「
数
に
も
あ
ら
ぬ
L

と
表
現
し
て
い
る。
家
の
片
隅
に

い
て
目
立
た
な
い
正
要
の
子
で
な
い
者
を、
ど
こ
に
誰
が
隠
す
だ
ろ
う
か
と、

馘
熱
は
源
氏
に
反
論
し
て
い
る。

（
六）
契
り
あ
れ
や
君
を
心
に
と
ど
め
お
き
て
あ
は
れ
と
思
ふ
う
ら
め
し
と

（
夕
霧
の
巻、
致
仕
太
政
大
臣）

（
落
葉
の
宮）

下
藤
の
更
衣
の一
条
御
息
所
を
母
と
す
る
朱
雀
院
の
第
二
皇
女
で
あ
る
落

葉
の
宮
は、
柏
木
と
結
婚
す
る
が、
彼
の
死
後
夕
霧
に
言
い
寄
ら
れ
る。
御

息
所
の
亡
く
な
っ
た
後
彼
は
宮
と
同
棲
す
る。
雲
居
雁
の
父
致
仕
太
政
大
臣

は、
宮
を
恨
ん
で
歌
を
贈
っ
て
く
る。
下
の
句
は、
落
葉
の
宮
が
今
は
亡
き

息
子
柏
木
の
要
で
あ
る
点
に
同
情
し、
娘
の
夫
夕
霧
を
奪
っ
た
点
を
非
難
し

て
い
る。

宮
の
歌
は、
下
の
句
に
大
臣
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る。
「
数
な
ら
ぬ
身」

と
は、
宮
の
今
で
は
母
を
失
っ
て
後
ろ
盾
が
全
く
な
い
落
塊
し
た
状
況
を、

致
仕
太
政
大
臣
を
父
に
持
ち
威
勢
の
盛
ん
な
雲
居
雁
の
境
遇
と
比
較
し
て

言っ
て
い
る。

（
七）
い
で
や
な
ぞ
数
な
ら
ぬ
身
に
か
な
は
ぬ
は
人
に
負
け
じ
の
心
な
り
け
り

（
竹
河
の
巻、
蔵
人
少
将）

か

9
2
"

わ
り
な
し
や
つ
よ
き
に
よ
ら
む
勝
負
を
心
ひ
と
つ
に
い
か
が
ま
か
す
る

＜
 
何
ゆ
ゑ
か
世
に
数
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
を
う
し
と
も
思
ひ
か
な
し
と
も
聞

- 19 -



す
る

（
中
将
の
お
も
と）

；
あ
は
れ
と
て
手
を
ゆ
る
せ
か
し
生
化
を
君
に
ま
か
す
る
わ
が
身
と
な
ら

ギ6

（
少
将）

夕
霧
の
息
子
の
蔵
人
少
将
は、

玉
茎
の
娘
大
君
に
好
意
を
持
っ
て
い
た
が、

大
君
は
結
局
多
く
の
求
婚
者
の
中
か
ら
冷
泉
院
へ
参
院
す
る
こ
と
に
な
り、

な
お
も
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
少
将
は、

大
君
付
き
の
女
房
の
中
将
の
お
も
と

を
相
手
に、

恨
み
言
を
述
べ
る。

こ
の
三
首
の
贈
答
歌
は、

大
君
が
妹
の
中
の
君
と
碁
を
打
つ
姿
を
か
い
ま

見
た
少
将
が
大
君
へ
の
恋
情
を
一

層
募
ら
せ
た
楊
而
と
結
ぴ
つ
け
て、
「
数」

「
負
け」
「
つ
よ
き」
「
勝
負」
「
手
を
ゆ
る
せ」
「
生
死」

と
い
っ
た
碁
の
緑

語
を
巧
み
に
使
っ
て
二
人
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る。

ま
ず
少
将
が、
「
数

な
ら
ぬ
身
（
こ
こ
で
は、

冷
泉
院
と
い
う
皇
族
に
対
し
て
身
分
の
劣
る
少
将

の
地
位）
」

だ
が
負
け
じ
魂
だ
け
は
持
っ
て
い
る
と
言
う
の
に
対
し、

中
将

の
お
も
と
は
強
い
冷
泉
院
の
ほ
う
が
少
将
に
は
勝
つ
と
断
言
し
た
の
を
受
け

て、

少
将
は
冷
泉
院
と
の
直
接
の
対
決
を
追
け
て、

中
将
の
お
も
と
の
助
力

を
得
て
大
君
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
奇
襲
戦
法
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
八）
あ
は
れ
知
る
心
は
人
に
お
く
れ
ね
ど
数
な
ら
ぬ
身
に
き
え
つ
つ
ぞ
ふ
る

（
蜻
蛉
の
巻、

小
宰
相
の
君）

つ
ね
な
し
と
こ
こ
ら
世
を
見
る
う
き
身
だ
に
人
の
知
る
ま
で
嘆
き
や
は

（
薫）

薫
に
愛
さ
れ
て
い
た
小
宰
相
の
君
は
今
上
帝
の
女
一

の
宮
の
侍
女
で、

浮

舟
を
失
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
彼
に、

こ
の
歌
を
贈
っ
て
慰
め
る。
「
数
な
ら

五

ぬ
身」

と
は、

浮
舟
と
比
較
し
て、

自
分
の
劣
る
身
分
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る。

薫
も、

自
分
の
悲
し
み
を
察
し
て
く
れ
る
彼
女
の
誠
実
さ
に、

心
が
癒

さ
れ
る
の
を
感
じ
て
い
る。

以
上
の
よ
う
に、
r
源
氏
物
語』

で
は、

空
鰈
や
玉
茎
が
源
氏
の
愛
を
そ

れ
ぞ
れ
獲
得
し
て
い
く
場
合
の
よ
う
に、

主
に
中
の
品
の
女
性
が
高
貴
な
男

性
に
対
し
て、

自
分
を
「
数
な
ら
ぬ
身」

だ
と
卑
下
し
て
詠
ん
だ
歌
が
多
い
。

ま
た、

落
葉
の
宮
の
よ
う
に、

後
ろ
盾
と
な
る
存
在
を
失
っ
た
り、

蔵
人
少

将
の
よ
う
に
皇
統
か
ら
外
れ
た
身
分
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
に、

自
分
が
人

並
み
で
な
い
と
意
識
さ
せ
ら
れ
た
楊
面
で
使
わ
れ
て
い
る。

し
か
し、

概
し

て
中
の
品
の
女
性
達
は`

r
数
な
ら
ぬ
身」

と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
た
時
点

で
引
き
下
が
る
こ
と
な
く、

そ
れ
を
踏
み
台
に
し
て
目
的
に
向
か
っ
て
進
み、

愛
情
や
美
貌
や
知
性
と
い
っ
た
人
間
的
美
質
に
よ
っ
て
相
手
の
心
を
捉
え
て

い
く。r

源
氏
物
語」

の
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
数
な
ら
ぬ
身」

と
い
う
歌
語
は、

自
己
の
置
か
れ
た
状
況
の
不
遇
さ
を
嘆
く
心
情
が、
一

首
に
凝
縮
さ
れ
純
粋

化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
が、

散
文
に
使
わ
れ
た
「
数
な
ら
ぬ
身」

と
い

う
語
は、

自
己
の
境
遇
や
立
場
の
客
観
的
な
説
明
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る。

r
源
氏
物
語」

の
散
文
に
見
ら
れ
る
「
数
な
ら
ぬ
身」

と
い
う
表
現
は、

明
石
の
入
道
の
よ
う
に、

娘
の
明
石
の
君
の
幸
福
を
願
っ
て
自
分
の
取
る
に

足
り
な
い
境
遇
を
嘆
い
た
り（
若
菜
上）、
明
石
の
君
や
玉
覧
や
中
将
の
君（
浮
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舟
の
母）
の
よ
う
に、
娘
の
幸
福
を
思
う
あ
ま
り
人
並
み
で
な
い
自
分
の
身

．
の
上
を
心
配
し
た
り
（
明
石
の
君
〔
若
菜
上〕、
玉
髪
〔
竹
河〕、
中
将
の
君

〔
蜻
蛉〕）、
空
蝶
と
源
氏
（
帯
木）
や
中
の
君
と
匂
宮
（
総
角）
の
よ
う
に、

女
の
低
い
身
分
が
高
責
な
男
性
と
の
愛
の
成
立
の
妨
げ
と
な
っ
た
り、
柏
木

と
女
三
の
宮
（
若
菜
下）
や
河
内
守
と
空
蜆
（
関
屋）
の
よ
う
に、
男
の
低

い
身
分
が
高
い
地
位
の
女
性
と
の
恋
愛
関
係
を
阻
害
し
た
り、
源
氏
が
六
条

御
息
所
に
（
葵）
紫
の
上
が
女
三
の
宮
に
（
若
菜
上）
一
条
御
息
所
が
落
葉

の
宮
に
（
夕
霧）
末
摘
花
の
叔
母
が
末
摘
花
に
（
蓬
生）
語
る
時
の
よ
う
に、

相
手
が
皇
統
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
言
っ
た
り
す
る
場
合
な

ど
に
使
わ
れ
て
い
る。

「
数
な
ら
ぬ
身」
と
い
う
表
現
は、
結
局
物
の
数
に
入
ら
な
い
身
分
や
境

遇
を
意
味
し
て
い
る
が、
『
源
氏
物
語』
に
お
け
る
こ
の
語
の
多
用
は、
当

時
の
政
治
の
世
界
の
あ
り
方
と
も
結
ぴ
浩
い
て
い
る。
源
氏
は
昇
進
し
て
最

後
は
太
政
大
臣
の
位
に
就
く。
今
井
源
衛
氏
は、
作
品
中
に
r『
摂
政」
r
関

9
すぐ
も

2
つ
り
f
r

と

白」
と
い
う
明
ら
か
な
文
字
は
な
い
が、
薄
雲
巻
に
見
え
る
r
世
の
政

し
た
ま
ふ」
の
文
字
は、
実
質
的
に
摂
政
の
意
で
あ
る。」
と
言
わ
れ、
皇

統
を
受
け
継
ぐ
源
氏
の
摂
関
就
任
は、
「
八
世
紀
以
前
古
代
天
皇
制
の
伝
統」

(

10
)

 

に
従ヽ

？も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る。
『
源
氏
物
語」
は、
そ
の
よ
う
な
延
喜・

天
暦
に
時
代
を
と
り、
中
の
品
の
女
性
達
が
自
己
の
宿
世
の
不
遇
性
を
昇
華

し
て、
壮
大
な
六
条
院
の
栄
華
の
世
界
を
築
こ
う
と
す
る
虚
構
性
が
そ
の
第

一
部
（
桐
壺
！
藤
裏
薬
の
巻）
を
支
配
し
て
い
る。

『
源
氏
物
語」
初
音
の
巻
の
冒
頭
に、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る。

あ
し
た

年
た
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
け
し
き、
な
ご
り
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ら
け

か
●

ね

ゆ
●

●

さ
に
は、
数
な
ら
ぬ
垣
根
の
内
だ
に、
雷
間
の
草
若
や
か
に
色
づ
き
は

―-

＂
 

じ
め、
い
つ
し
か
と
け
し
き
だ
っ
霰
に
木
の
芽
も
う
ち
け
ぶ
り、
お

の
づ
か
ら
人
の
心
も
の
ぴ
ら
か
に
見
ゆ
る
ぞ
か
し。
ま
し
て
い
と
ど
玉

射

Z
へ

み
が

を
敷
け
る
御
前
は、
庭
よ
り
は
じ
め
見
ど
こ
ろ
多
く、
磨
き
ま
し
た
ま

へ
る
御
方
々
の
あ
り
さ
ま、
ま
ね
ぴ
た
て
む
も
言
の
紫
足
る
ま
じ
く
な

む。

か
●

ね

こ
こ
で
は、
「
数
な
ら
ぬ
垣
根
の
内」
の
消
新
な
情
景
描
写
は、
季
節
の
春、

人
生
の
春
を
謳
歌
す
る
都
人
の
住
居
で
あ
る
六
条
院
の
華
麗
さ
を
よ
り
際
立

た
せ
る
た
め
に
脱
か
れ
て
い
る。
一
方、
忠
度
の
歌
で
は、
新
春
を
迎
え
る

に
あ
た
っ
て、
宿
世
の
っ
た
な
さ
を
嘆
く
自
分
の
姿
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ

て
い
る。注

(
l)
r
坂
上
郎
女
の
生
涯
と
そ
の
歌」
(r
甘
木
生
子
著
作
集』
第
五
巻
r
閏
菜

の
抒
情」
所
収）

たり
よ
れ
の
うた

(
2)
『
和
歌
大
辞
典』
（
明
治
粛
院
昭
和
六一
年
三
月）
の
「
戯
歌」
の

小
野
究
氏
の
解
説
に
よ
る。

(
3)
r
柑
窮
問
答
の
歌
ー
短
歌
を
め
ぐっ
て
ー
」
（『
洪
業』
第
九
三
号

お
わ
り
に

- 21 -



愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）

愛
知
大
学
oo
文
学
（
愛
知
大
学
国
文
学
会）

三
九

斉
山
語
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

三
0 、
九
五 、
九
六

岩
大
語
文
（
岩
手
大
学
語
文
学
会）

七

愛
媛
国
文
と
研
究
（
愛
援
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）

茜

六
号
（
山
綺
勝
昭）

雑
誌•
紀
要

単
行
本

昭
和
五一
年―
二
月）

(
A)
「

布
衣」
の
不
遇
性
に
つ
い
て
は 、
福
井
瓜
雅
氏
r

漢
代
官
吏
登
用
制
度

の
研
究』
（
創
文
社）
の
第
四
章
第一＿
節
「

前
漢
に
お
け
る
賢
良・
方
正

の
特
色」
の
中
で 、
『

史
記』
邸
陽
列
偲
の
例
を
あ
げ
て
触
れ
て
お
ら
れ

る 。

(
5)

『袖
中
抄J
(r
日
本
歌
学
大
系」
別
巻
二

所収）
第一
七

(
6)

『唐
詩
類
苑』
4.
『

全
唐
詩』
巻
三
七
七
孟
郊
六
所
収

(
7)

『古文
真
宝

前集』
下

巻
之
八
所
収

(
8)
「

中
臣
宅
守
と
茅
上
娘
子」
(r
万
菜
開
眼』
〔

下〕 、
N
H
K
B
o
o
k
s

昭
和
五
三
年
五
月）

(
9)
r

濫
賞
日
本
古
典
文
学』
第
六
巻
r

竹
取
物
梧・
宇
津
保
物
臣」

(
10)
「

皇
統
の
問
題」
（『
源
氏
物
語へ
の
招
待』
一
九
九
二
年
小

学館）

（
せ
ら
も
と
き

元
岡
山
県
立
店
校
教
諭）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー

（

平成
十
二
年一
月
1

十
二
月）

王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院

古代
中
世
文
学
研
究
会）

王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
古
典
文
学
研
究
室）

大
阪

椋蔭
女
子
大
学
論
集
（
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
学
術
研
究
会）

大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
国
文
学
会）

三
0

大
妾
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）

三一

大
要
女
子
大
学
紀
要

—文

系ー
（
大
要
女
子
大
学）

三
二

大
要
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
（
大
要
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科）

岡
山
大
学
国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
会）

一
四

香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室）

学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
（
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会）

歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
国
文
学
科）

三
八、
三
九

香
椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）

活
水
日
文
（
活
水
学
院
8
本
文
学
会）

活
水
論
文
集
日
本
文
学
科
編
（
活
水
女
子
大
学・
短
期
大
学）

金
沢
大
学
語
学・
文
学
研
究
（
金
沢
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）

二
七 、
二
八 1

0
 

吉
村
研
究
室）

金
沢
大
学
国
諾
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会）

河
南
論
集
（
大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
研
究
室）

か
ほ
よ
と
り

（
武
廊
川
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語・
国
文
学
専
攻

院
生
研
究
会）

八

上
林
暁
研
究
（
園
田
学
園
女
子
大
学

四
五 八

八
二
五

五

四 四一 ニ
四

一
七

四
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