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古
今
和
歌
集
、
巻
第
九
の
謡
旅
、
「
よ
み
人
し
ら
ず
」

宮
こ
い
で
て
け
ふ
み
か
の
原
泉
川
か
は
風
さ
む
し
衣
か
せ
山

（古今巻九、四○八）

の
歌
は
土
地
の
固
有
名
詞
三
つ
を
重
ね
て
い
る
処
か
ら
古
来
の
道
行
振
の
風
を

伝
え
、
歌
形
か
ら
は
三
句
の
体
言
切
、
五
句
の
体
言
止
と
い
う
風
変
り
な
も
の

で
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
謡
い
物
」
系
統
と
い
わ
れ
る
条
件
を
具
え
て
い
る
。

そ
の
他
愚
案
に
よ
れ
ば
地
名
の
掛
詞
が
三
つ
、
序
と
見
る
べ
き
詞
が
一
つ
と
い

う
技
巧
本
位
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
何
と
な
く
古
雅
な
趣
も
あ
っ

て
愛
唱
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
に
つ
い
て
古
来
の
註
は

必
ず
し
も
そ
う
い
う
処
を
重
く
は
見
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

●

●

●

余
材
抄
（
契
沖
）
が
、
「
京
を
出
て
け
ふ
み
か
と
い
ふ
心
に
つ
づ
け
た
り
。

伊
勢
物
語
に
業
平
の
『
な
に
は
づ
を
け
ふ
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
』
と
よ
ま
れ

た
る
つ
づ
き
に
同
じ
。
都
を
出
て
今
日
三
日
に
な
る
と
い
ふ
心
に
つ
づ
け
る
に

みか

あ
ら
ず
。
」
と
言
い
、
特
に
末
尾
の
語
は
顕
昭
本
そ
の
他
に
喪
（
三
日
）
と
あ

る
の
に
対
し
て
い
っ
た
も
の
で
、
も
と
よ
り
京
を
出
て
の
行
程
を
三
日
と
す
る

こ
と
の
不
合
理
に
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
打
聴
（
真
淵
）
も
之
を
肯
定
し
て

司
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「
今
日
三
日
と
見
る
べ
か
ら
ず
」
と
断
わ
り
、
遠
鏡
（
宣
長
）
も
「
み
か
の
原
」

の
掛
詞
を
見
と
取
っ
て
、
そ
れ
は
「
鹿
背
山
を
見
る
」
の
意
だ
と
す
る
無
理
を

冒
そ
う
と
し
た
。
之
に
対
し
て
始
め
て
反
論
を
試
み
た
の
は
例
に
よ
っ
て
香
川

景
樹
で
あ
っ
た
。
正
義
は
い
う
。
みか

「
京
出
て
け
ふ
と
い
ふ
ま
で
は
蕊
と
は
い
は
ん
枕
な
り
。
旅
す
る
人
は
都
出

み
か
み
か
よ
か

て
今
日
幾
日
と
か
ぞ
ふ
る
が
常
な
る
其
詞
を
か
り
て
、
蕊
を
三
日
四
日
の
三

日
に
か
け
た
る
也
。
旅
の
歌
に
旅
の
語
を
用
ひ
た
れ
ば
や
が
て
旅
の
心
に
よ

り
て
枕
な
る
事
を
思
は
ざ
る
よ
り
、
諸
註
と
き
惑
へ
り
。
」

之
に
よ
れ
ば
旅
で
日
数
を
い
う
に
「
三
日
四
日
」
と
い
う
詞
を
使
う
。
そ
の

「
三
日
」
だ
と
い
う
。
即
ち
旅
に
関
係
あ
る
詞
を
用
い
て
旅
の
暗
示
を
強
め
て

●

●

い
る
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
余
材
抄
の
い
う
よ
う
に
見
る
の
意
を

み
か
と
言
え
る
か
。
伊
勢
物
語
の
は
「
け
ふ
こ
そ
み
つ
」
即
ち
美
津
ま
で
掛
る

の
だ
か
ら
不
足
は
な
い
。
叉
今
日
此
所
を
見
た
と
い
う
の
は
河
風
の
寒
さ
を
佗

る
と
い
う
に
は
似
合
わ
し
く
な
い
・
本
来
相
応
し
な
い
も
の
だ
Ｉ
と
言
っ
た

の
は
寧
ろ
道
理
で
あ
っ
た
。
之
に
よ
っ
て
「
け
ふ
み
か
」
は
今
日
三
日
で
、
そ

●

●

こ
ま
で
「
京
出
で
て
」
の
初
句
に
か
か
る
と
い
う
。
金
子
元
臣
氏
の
評
釈
は
こ

れ
を
継
い
で
、
契
沖
、
真
淵
、
宣
長
の
三
者
に
は
従
う
べ
か
ら
ず
と
し
、
「
都

を
出
て
何
か
の
事
情
で
、
旅
路
に
三
日
ば
か
り
費
し
て
謹
原
に
来
た
と
見
え
る
。

佐

伯

仁

一

一

一

郎
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乃
ち
三
日
に
謹
原
を
か
け
た
。
既
に
万
葉
集
に
三
日
原
の
文
字
も
見
え
る
」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
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を
指
す
も
の
で
あ
る
。

併
し
之
に
次
ぐ
窪
田
空
穂
先
生
の
評
釈
は
之
を
痛
烈
に
駁
し
、
再
び
契
沖
ら

三
者
の
原
案
を
支
持
せ
ら
れ
る
。

「
旅
で
あ
る
が
都
か
ら
一
日
の
行
程
ほ
ど
の
所
で
、
殊
に
甕
の
原
、
い
づ
み

川
、
鹿
背
山
な
ど
、
旧
都
の
関
係
か
ら
名
所
に
な
っ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
か

ら
、
作
者
は
佗
し
き
を
い
は
ず
、
興
を
い
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
『
今
日

み
か
の
原
い
づ
み
川
』
は
憧
れ
て
ゐ
る
所
を
初
め
て
見
る
躍
っ
た
気
分
の
見

え
る
調
べ
で
あ
る
。
『
今
日
み
か
の
原
』
の
懸
詞
は
躍
っ
た
心
と
、
そ
れ
に

ふ
き
は
し
い
テ
ン
ポ
の
早
さ
を
求
め
た
言
ひ
方
で
あ
る
。
『
み
か
の
原
』
と

『
い
づ
み
川
』
と
の
続
き
は
、
事
と
し
て
は
『
み
か
の
原
の
い
づ
み
川
』
で
は

あ
る
が
、
心
と
し
て
は
文
字
通
り
の
も
の
で
、
そ
こ
に
躍
っ
た
心
が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
転
じ
て
『
川
風
さ
む
し
』
と
、
そ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
予
想

外
な
物
を
認
め
た
事
を
い
っ
て
ゐ
る
が
、
直
ち
に
『
衣
か
せ
山
』
と
、
叉
名

所
に
言
ひ
懸
け
て
ゐ
る
の
は
、
一
に
心
を
躍
ら
し
て
の
興
で
あ
る
。
軽
い
旅

●

●

●

愁
で
あ
る
。
歌
の
一
面
に
あ
る
道
行
き
に
近
い
も
の
で
、
謡
ひ
も
の
の
匂
ひ

を
多
分
に
持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
謡
ひ
も
の
で
な
か
っ
た
に
も
せ
よ
、

そ
の
影
響
は
受
け
て
ゐ
る
歌
で
あ
る
。
川
風
の
寒
さ
は
都
を
出
た
日
の
夕
方

の
も
の
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
が
実
際
に
即
し
て
ゐ
る
上
か
ら
見
て
き
う
取
れ

る。」

と
さ
れ
、
前
出
の
三
者
が
「
け
ふ
三
日
の
原
」
を
認
め
な
い
理
由
は
三
日
が
都

か
ら
の
行
程
で
な
く
、
そ
の
上
三
日
は
こ
の
歌
の
中
で
は
解
釈
の
出
来
な
い
詞

き
て
、
古
註
、
新
註
が
こ
う
し
た
論
駁
を
繰
返
す
こ
の
歌
は
、
古
今
集
謡
旅

の
部
に
あ
っ
て
、
そ
の
巻
頭
の
第
一
首
に
は

安
倍
仲
麿

天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も

第
二
首
に
は

小
野
た
か
む
ら
朝
臣

わ
た
の
原
や
そ
島
か
け
て
こ
ぎ
出
で
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
あ
ま
の
釣
舟

そ
し
て
第
三
首
が
本
題
歌
と
な
る
。
本
題
歌
に
続
け
て
は
第
四
首
目
に

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
が
く
れ
行
く
船
を
し
ぞ
思
ふ

と
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
前
後
の
三
首
は
背
景
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
説

的
、
説
話
的
な
趣
を
も
つ
も
の
で
、
多
く
悲
歌
の
趣
旨
を
添
わ
せ
て
い
る
。
し

と
な
る
、
即
ち
歌
以
外
の
も
の
に
な
る
ｌ
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
の

瓶
原
が
京
都
か
ら
の
歩
行
で
ど
の
よ
う
に
遠
廻
り
し
て
も
一
日
行
程
が
常
識
を

な
し
て
い
る
こ
と
を
論
拠
と
さ
れ
る
。
叉
、
景
樹
の
「
『
都
い
で
て
』
が
み
の

一
音
に
だ
け
懸
る
の
で
は
こ
の
場
合
不
足
感
が
あ
り
、
下
句
の
『
川
風
寒
し
』

が
唐
突
に
な
る
」
と
い
っ
た
の
を
難
じ
、
懸
詞
は
序
に
近
い
も
の
で
心
が
通
り

さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
仮
に
不
足
だ
と
し
て
も
「
都
い
で
て
」
を
意
味
の
上
で
は

認
め
な
い
解
よ
り
も
遥
か
に
優
っ
て
い
る
。
唐
突
説
も
一
首
の
作
意
を
解
さ
な

い
も
の
だ
Ｉ
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
の
通
釈
を
「
都
を
旅

ぴ
と
と
し
て
出
て
、
今
日
見
る
瓶
の
原
、
そ
こ
の
こ
の
泉
川
、
川
風
が
寒
い
、

衣
を
貸
せ
よ
、
そ
れ
を
名
持
っ
た
鹿
背
山
よ
・
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
次

●

●

●

●

●

●

●

い
で
岩
波
古
典
大
系
本
（
佐
伯
梅
友
氏
）
頭
註
は
簡
単
に
評
釈
（
窪
田
）
を
踏

襲
し
て
い
る
。

二
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か
し
悲
歌
と
し
て
の
趣
向
は
一
定
し
て
は
い
な
い
。
第
一
首
「
天
の
原
」
を
望

郷
と
で
も
す
る
な
ら
、
第
二
首
は
極
め
て
現
実
感
あ
る
哀
別
で
あ
り
、
第
四
首

あ
い
た
い

の
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
は
譲
謹
た
る
古
代
の
旅
愁
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
境
涯

を
旅
情
に
お
く
一
連
の
悲
愁
歌
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
和
歌
配
列
上
の
主
旨
が
あ

る
と
見
ら
れ
よ
う
か
。
今
日
い
う
単
な
る
旅
中
詠
、
旅
行
の
見
聞
に
終
っ
て
い

る
よ
う
な
も
の
は
一
首
と
し
て
此
巻
に
は
な
く
、
い
わ
ば
潟
旅
の
名
は
杼
情
の

主
題
で
は
な
く
た
だ
形
式
た
る
に
止
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
題
歌
が
単

に
旅
中
詠
だ
と
見
る
根
拠
は
ど
う
や
ら
薄
弱
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
作
歌

同
様
に
何
等
か
の
ペ
ー
ソ
ス
が
あ
る
か
、
ユ
ー
モ
ア
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ど

こ
か
に
悲
歌
の
趣
を
副
え
た
も
の
が
無
く
て
は
協
わ
な
い
順
序
と
な
る
。
勅
撰

集
の
配
列
が
何
ら
か
一
定
の
趣
意
が
あ
っ
て
、
漫
然
雑
然
た
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
古
註
は
上
述
の
如
く
何
れ
も
そ
の
点
を
見
落
し
て

い
る
。
旅
を
躍
っ
た
心
で
詠
ん
だ
も
の
と
言
い
、
名
所
自
慢
の
道
行
振
で
精
点

調
べ
の
面
白
さ
を
い
う
の
だ
と
し
て
、
こ
の
歌
が
も
つ
古
い
雅
致
の
根
源
に
さ

え
、
言
い
及
ん
だ
も
の
が
無
か
っ
た
。
本
歌
題
は
果
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
ろ
う
か
。
単
に
謡
い
物
と
し
て
の
風
俗
歌
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
な
ら
そ
れ

で
古
歌
の
伝
統
の
踏
ま
え
ら
れ
た
何
か
が
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
歌
の

場
合
だ
と
精
々
鰕
多
な
修
辞
的
効
果
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
古
今
集

編
者
の
意
向
が
そ
の
よ
う
な
処
に
だ
け
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

さ
て
、
今
こ
の
歌
を
改
め
て
地
理
的
に
見
て
ゆ
く
と
、
歌
の
背
景
と
し
て
の

木
津
川
流
域
地
方
、
特
に
木
津
、
加
茂
を
頂
点
と
す
る
大
き
い
河
川
の
湾
曲
部

ら
ば
か
づ
の

は
、
曽
て
応
神
記
に
歌
わ
れ
た
「
千
葉
の
葛
野
」
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
先
行

く
に
ほ
め
う
た

国
讃
歌
の
残
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
片
田
舎
だ
っ
た
山
城
人
よ
り
も
当
時
は

大
和
の
宮
廷
人
達
が
こ
の
地
を
憧
れ
愛
し
た
で
あ
ろ
う
。
和
銅
年
中
、
元
明
天

皇
が
此
処
に
離
宮
を
営
ま
れ
た
が
、
聖
武
天
皇
は
最
も
此
処
の
風
光
明
媚
を
愛

せ
ら
れ
て
御
即
位
前
か
ら
行
啓
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
故
に
こ
そ
御
即
位
翌

年
の
神
亀
二
年
に
は
初
度
の
行
幸
が
あ
り
、
改
元
後
の
天
平
十
三
年
（
奈
良
朝

ク
二

に
入
っ
て
の
三
十
年
後
）
に
宮
室
の
位
置
が
一
時
此
地
に
移
り
、
恭
仁
（
久
邇
）

京
と
称
さ
れ
る
。
そ
の
ま
た
三
年
後
、
天
平
十
六
年
に
は
何
故
か
天
皇
は
一
時

皇
居
を
難
波
宮
に
遷
さ
れ
、
溜
ま
る
こ
と
-
年
に
し
て
翌
十
七
年
に
は
叉
も
宮

ク

ニ

シ
ガ
ラ
キ

ア
フ
ミ

廷
は
恭
仁
に
近
い
山
城
の
信
楽
京
（
恭
仁
の
北
方
、
淡
海
寄
り
）
に
翼
め
ら
れ

た
と
い
う
。
僅
か
数
年
の
う
ち
に
遷
都
が
三
度
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
原
因
は
歴
史
家
を
多
忙
な
ら
し
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
そ
の

ナ

ラ

後
間
も
な
く
四
度
目
の
遷
都
で
、
天
皇
は
元
の
寧
楽
京
へ
帰
還
さ
れ
る
と
い
う

あ
わ
た
だ
し
、
さ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
体
こ
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
み
て
、
甕
原
、

泉
川
、
久
溺
等
の
地
名
に
は
、
古
代
に
遡
る
ほ
ど
風
光
明
媚
の
別
天
地
と
し
て

の
そ
れ
よ
り
も
、
ど
う
や
ら
人
間
情
緒
、
人
間
的
欲
念
の
香
を
副
わ
せ
た
よ
う

に
思
え
る
。
政
争
上
の
事
柄
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
万
葉
集
は
そ
の
間
に
次
の

よ
う
な
極
め
て
濃
厚
な
人
間
的
情
感
の
片
影
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
亀
二
年
聖
武
天
皇
の
行
幸
に
陪
従
し
た
笠
金
村
に
は
有
名
な
次
の
長
歌
と

短
歌
が
あ
っ
た
。

（
神
亀
）
二
年
乙
丑
春
三
月
、
三
香
原
離
宮
に
幸
し
し
時
、
娘
子
を
得
て

作
れ
る
歌
一
首
井
に
短
歌
笠
朝
臣
金
村

み

か

雄

ら

ゆ
き
あ
ひ

卜一一一』

三
香
の
原
旅
の
宿
り
に
玉
ほ
こ
の
道
の
行
合
に
天
雲
の
外
の
み

よ
し

こ
こ
ろ

見
つ
つ
言
間
は
む
縁
の
無
け
れ
ば
情
の
み
む
せ
つ
つ
あ
る
に
天

か

み

こ

ろ

も

で

か

お

の

づ

ま

地
の
神
祇
こ
と
よ
せ
て
し
き
た
へ
の
衣
手
易
へ
て
自
妻
と
た
の

よ
ひ

も
も
よ

め
る
今
夜
秋
の
夜
の
百
夜
の
長
さ
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

（万巻四・○五四六）

一一一
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こ
の
一
聯
は
右
註
に
記
さ
れ
た
通
り
離
宮
時
代
の
三
香
原
で
金
村
は
行
幸
に

従
駕
し
つ
つ
、
男
女
両
性
の
関
係
に
は
全
く
自
由
な
時
代
だ
っ
た
と
は
言
え
公

式
の
旅
で
、
し
か
も
朝
臣
の
姓
（
か
ば
ね
）
を
も
つ
者
が
、
天
皇
の
側
近
で
麗

だ
し
く
道
で
逢
っ
た
遊
行
婦
女
ら
し
い
女
性
と
懇
ろ
に
し
て
い
る
歌
を
詠
む
と

は
何
事
か
と
、
先
ず
一
往
は
苦
笑
も
さ
れ
よ
う
が
、
恐
ら
く
は
こ
っ
そ
り
と
手

記
き
れ
て
残
っ
た
も
の
が
、
後
に
万
葉
編
纂
者
の
手
に
入
っ
た
と
い
う
順
序
で

も
あ
っ
た
ろ
う
。
む
し
ろ
時
代
の
伸
び
や
か
さ
が
思
い
や
ら
れ
て
羨
し
い
。
大

意
を
い
え
ば
「
爽
原
に
旅
で
来
た
が
、
道
で
ち
ら
り
と
見
か
け
た
美
し
い
女
が
、

ゆ
か
り

到
底
手
の
届
か
な
い
も
の
と
思
い
、
話
し
か
け
る
由
縁
も
折
も
な
い
の
で
心
を

躍
ら
し
て
い
た
の
に
、
幸
い
に
天
神
地
祇
の
お
か
げ
を
蒙
り
、
衣
を
掛
け
易
え

て
共
寝
の
出
来
る
妻
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
夢
中
で
い
る
今
脊
な
の
だ
か

ら
、
短
い
も
の
と
い
う
春
の
夜
だ
が
、
あ
の
長
い
秋
の
夜
を
無
数
に
繋
げ
た
ほ

ど
の
長
い
夜
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
作
者
は
正
に

得
意
の
絶
頂
に
い
る
の
で
あ
る
。
二
首
の
短
歌
に
辞
義
通
り
反
歌
で
あ
っ
て
、

長
歌
の
意
を
別
な
詞
で
簡
潔
に
言
い
易
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
絃
に
歌

詞
の
中
に
あ
る

シ
キ
タ
ヘ
ノ
コ
ロ
モ
デ
カ
ヘ
テ
オ
ノ
ゾ
マ
ト
タ
ノ
メ
ル
コ
ヨ
ヒ

敷
細
乃
衣
手
易
而
自
妻
跡
懇
有
今
夜

と
い
う
五
七
の
二
句
は
、
相
手
の
女
と
の
共
寝
を
例
の
具
象
的
に
表
現
し
た
も

の
で
、
い
わ
ば
同
衾
の
方
法
を
い
っ
た
も
の
と
二
、
三
の
註
は
い
う
。
「
衣
手

易
而
」
は
「
袖
を
き
し
交
わ
し
て
」
の
意
と
す
る
の
も
多
い
が
、
巻
十
一
の
響

瞼
歌
の
中
に
も

反
歌よそ

よ

天
雲
の
外
に
見
し
よ
り
吾
妹
子
に
心
も
身
さ
へ
縁
り
に
し
も
の
を
（
五
四
七
）

も
も
よ

今
夜
の
早
く
明
く
れ
ば
す
べ
を
無
み
秋
の
百
夜
を
願
ひ
つ
る
か
も
（
五
四
八
）

コ
ロ
モ
シ
モ
オ
ホ
ク
ア
ラ
ナ
ム
ト
リ
カ
ヘ
テ
キ
ナ
パ
ャ

衣
霜
多
在
南
取
易
著
者
也
三
八
二
九
）

ア
ヅ
サ
ユ
ミ
ユ
ヅ
カ
マ
キ
カ
ヘ

梓

弓

弓

束

巻

易

三

八

三

○

）

等
の
用
例
も
あ
っ
て
易
字
は
必
ず
し
も
交
字
の
義
と
は
決
め
難
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
寧
ろ
上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
残
存
し
た
風
儀
、
即
ち
女
性
側
の
上
衣

を
脱
い
で
仰
臥
し
た
上
か
ら
掛
け
る
こ
と
を
い
う
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
ら
男
性
か
ら
い
え
ば
女
性
に
そ
の
袖
を
借
り
る
こ
と
で
あ

り
、
双
方
に
と
っ
て
袖
を
易
え
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
側
の
袖
を
借
り
る
の
は

上
衣
が
広
く
長
か
っ
た
か
ら
で
、
こ
れ
は
今
日
で
も
和
服
は
そ
れ
に
近
い
。
従

っ
て
衣
手
を
借
る
こ
と
が
や
が
て
「
つ
ま
ど
ひ
」
を
意
味
し
た
こ
と
も
当
然
で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
第
十
四
巻
の
東
歌
中
に
含
ま
れ
た
相
聞
歌
に
は
釈

し
得
な
い
も
の
が
出
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
，
、
縦
ね
》
｝
ふ
ぐ
皇
裏
よ
き
ぬ

げ
し

筑
波
の
新
桑
蚕
の
衣
は
あ
れ
ど
君
が
み
衣
し
あ
や
に
著
ほ
し
も
（
三
三
五
○
）

が
雪
・
づ
室
あ
ぜ
そ

き
虎

他
妻
と
何
か
其
を
い
ば
む
し
か
ら
ば
か
隣
の
衣
を
借
り
て
著
な
は
も

（三四七二）

お
そ
き

星冬

た
く
ぶ
す
ま
白
山
風
の
寝
な
へ
ど
も
子
ろ
が
襲
着
の
あ
ろ
こ
そ
善
し
も

（三五○九）

キ
イ

第
一
首
の
下
句
が
相
聞
歌
と
な
る
鍵
は
正
に
四
五
句
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
無
い

な
ら
一
首
は
殆
ど
意
味
を
成
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
首
以
下
は
何
れ
も
相
聞

●

●

●

●

歌
中
に
あ
る
歌
で
、
衾
中
の
い
さ
か
い
を
借
衣
に
か
け
て
い
う
も
の
、
共
寝
し

な
い
寒
さ
の
中
で
衣
だ
け
を
か
け
て
そ
の
衣
の
持
主
を
偲
ん
で
い
る
と
い
う
纒

綿
た
る
情
緒
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
焦
点
が
女
性
の
衣
そ
の
も
の
に
あ

た
け

り
、
且
つ
事
実
と
し
て
丈
の
長
く
広
い
そ
の
上
衣
に
あ
っ
た
こ
と
も
言
う
を
要

し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
「
つ
ま
ど
ひ
」
の
語
の
上
代
に
お
け
る
一
つ
の
様
式
化
で
あ
っ
て
、

や
が
て
極
く
普
遍
化
し
通
例
化
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
天
平
前
朝
、
天
武
天
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篭
城
わ
か
お
畷
ぎ
み

皇
の
次
子
高
市
皇
子
の
子
と
い
わ
れ
る
長
屋
王
は
、
市
村
宏
氏
の
論
述
に
よ

れ
ば
当
時
の
万
葉
歌
風
に
一
転
回
を
齋
ら
し
た
所
謂
作
宝
楼
サ
ロ
ン
の
中
心
人

物
で
あ
っ
て
、
万
葉
の
歌
風
に
中
国
詩
文
の
風
雅
調
を
取
入
れ
た
第
一
人
者
だ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
万
葉
の
素
朴
雄
潭
が
、
当
時
の
国
際
調
と
も
い
う
べ
き
博

雅
な
芸
文
趣
味
の
色
調
を
添
わ
し
め
た
と
い
う
考
証
は
貴
重
な
意
見
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
長
屋
王
に
は
旅
中
相
聞
と
見
ら
れ
る
左
の
一
首
が
あ
っ
た
。

ウ
ヂ
マ
ャ
マ
ア
サ
カ
ゼ
サ
ム
シ
タ
ピ
ニ
シ
テ
コ
ロ
モ
カ
ス
ペ
キ
イ
モ
モ
ア
ラ
ナ
ク
ニ

宇
治
間
山
朝
風
寒
之
旅
爾
師
手
衣
応
借
妹
毛
有
勿
久
爾

（万巻一・七五）

こ
の
宇
治
間
山
は
大
和
の
吉
野
で
あ
る
が
、
旅
中
の
王
が
家
な
る
妻
を
憶
っ

て
の
作
と
い
う
風
に
諸
註
は
釈
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
く
無
難
で
も
あ
ろ

う
が
、
市
村
博
士
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
こ
の
歌
は
確
か
に
作
り
物
の
観
は
あ
り

乍
ら
、
そ
こ
に
一
味
の
雅
致
を
漂
わ
す
処
も
な
し
と
し
な
い
こ
と
正
に
そ
の
通

り
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
思
わ
れ
る
の
は
四
、
五
句
に
い
わ
れ
て
い
る
「
衣

借
す
べ
き
妹
も
あ
ら
な
く
に
」
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
説
述
べ
来
っ
た
「
つ

ま
ど
ひ
」
表
現
の
、
当
時
に
お
け
る
語
感
的
帰
結
を
も
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
妹
が
妻
で
あ
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
殆
ど
論
ず
る
処
の
な
い
、
い
わ
ば
女

性
一
般
と
し
て
取
る
こ
と
の
許
さ
れ
る
雅
味
を
蔵
す
る
も
の
と
し
て
解
し
て
も

良
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
直
接
に
は
前
出
笠
金
村
作
歌
の
そ
れ
と
明
瞭
に
対
照
し

得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

下
衣
の
衣
が
上
古
に
於
て
は
男
女
共
通
に
用
い
ら
れ
る
作
り
よ
う
だ
っ
た
と

す
る
通
例
の
解
法
で
は
、
旅
に
出
ら
れ
た
王
が
京
の
妻
を
偲
び
、
折
か
ら
の
寒

い
朝
風
に
旅
中
の
孤
独
を
嘆
く
も
の
と
し
て
、
「
衣
応
借
」
を
「
朝
風
寒
之
」

の
偶
然
性
に
対
す
る
触
感
を
主
体
と
す
る
。
し
か
し
妹
を
単
に
一
個
人
の
家
妻

と
し
て
王
の
人
間
性
の
健
全
さ
を
自
証
し
た
も
の
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
の
み

が
、
当
時
の
風
流
人
と
し
て
の
王
を
解
す
る
所
以
に
は
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な

何
れ
に
し
て
も
「
衣
借
す
」
に
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
古
い
広
い
地
域
に
不
文
律
と
し
て
の
風
流
味
を
形
作
っ
て
い
た
と
考
え
て

よ
か
ろ
う
か
。
直
ち
に
そ
れ
が
肉
感
に
迫
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
当
時
は

寧
ろ
当
然
の
挨
拶
程
度
の
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
流
れ
を
汲
み
取

っ
て
い
つ
と
は
な
く
蕊
原
の
歌
に
も
恰
好
な
所
自
慢
、
道
行
振
の
資
料
と
な
る

「
鹿
背
山
」
が
取
上
げ
ら
れ
る
。
本
歌
題
の
「
衣
借
せ
山
」
は
正
に
そ
れ
で
あ

っ
て
、
当
時
こ
の
地
方
で
は
常
識
的
の
も
の
で
あ
り
、
こ
う
言
え
ば
恐
ら
く
は

一
座
の
も
の
の
明
る
い
喚
笑
を
誘
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
対
す
る
諸
註
が

鹿
背
山
に
お
く
掛
詞
の
め
ず
ら
し
さ
を
説
く
の
み
で
終
っ
て
い
る
の
は
残
念
と

い
う
外
は
な
く
、
一
歩
進
ん
で
以
上
の
事
が
言
わ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

故
地
旧
京
に
此
の
種
の
伝
統
の
残
る
の
は
決
し
て
蕊
原
に
限
ら
な
い
。
此
処
の

や
は
た

す
ぐ
近
く
に
は
曽
て
記
に
謡
わ
れ
た
志
賀
の
駅
路
八
幡
が
あ
り
「
ヤ
ハ
タ
ヲ
ト

メ
」
が
天
皇
の
旅
愁
を
慰
め
た
。
前
出
笠
金
村
歌
は
何
よ
り
も
こ
の
地
で
の
立

派
な
先
例
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
中
古
に
お
け
る
三
十
六

歌
仙
の
一
人
、
中
納
言
藤
原
兼
輔
作
と
し
て
古
今
六
帖
に
取
ら
れ
て
い
る

み
か
の
原
わ
き
て
流
る
る
泉
川
い
つ
み
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら
む

も
あ
る
位
で
あ
る
。
こ
れ
が
兼
輔
集
に
見
え
な
い
の
も
不
審
で
あ
る
が
、
藤
原

定
家
と
同
家
隆
と
に
よ
っ
て
新
古
今
集
は
こ
れ
を
入
集
し
（
九
九
六
）
、
特
に

い
。
女
性
を
「
衣
借
す
べ
き
」
も
の
と
す
る
古
来
の
伝
統
は
絃
に
文
芸
的
品
位

が
添
え
ら
れ
、
普
遍
化
の
姿
を
も
つ
に
至
っ
た
も
の
と
し
て
、
サ
ロ
ン
で
の
喝

采
を
博
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
が
特
殊
な
る
風
流
人
長
屋
王

そ
の
人
を
解
す
る
方
法
で
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
市
村
宏
氏
論

文
・
「
万
葉
集
と
長
屋
王
」
参
照
）

四
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定
家
は
百
人
一
首
に
選
出
し
た
程
気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
明

ら
か
に
土
地
柄
を
踏
ん
だ
相
聞
歌
で
あ
っ
た
事
分
明
で
あ
る
。
序
で
乍
ら
此
の

●

●

●

歌
で
は
「
わ
き
て
流
る
る
」
が
泉
に
つ
い
て
の
縁
語
と
し
て
も
解
す
べ
き
で
、

「
土
地
を
二
分
す
る
」
の
掛
詞
「
分
き
て
」
で
は
な
く
「
湧
き
て
」
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
「
い
づ
み
川
」
関
係
の
修
辞
的
用
例
で
は
万
葉
集
巻
九
に
も

い

と
こ
な
め

妹
が
門
入
り
出
づ
み
（
泉
）
川
常
滑
に
み
雪
残
れ
り
い
ま
だ
冬
か
も

（一六九五）

が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
相
聞
歌
だ
っ
た
こ
と
、
前
出
歌
と
同
様
土
地
柄
か
ら
来

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五

さ
て
、
こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
古
今
集
潟
旅
歌
が
胄
歌
二
首
の
悲
歌
に
続

け
て
三
首
目
に
本
題
歌
を
お
い
た
因
縁
も
略
凌
察
せ
ら
れ
そ
う
な
気
が
す
る
の

で
あ
る
。
本
題
歌
の
根
底
は
当
時
の
受
取
り
方
と
し
て
は
正
に
「
逢
は
い
恋
」
の

そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
道
行
振
に
副
わ
せ
た
独
特
な
微
苦
笑
が
入
り
混
じ
る
。

編
者
は
こ
れ
を
買
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
潟
旅
歌
に
撰
ば
れ
た
資
格
は
正
に
こ
れ

で
あ
っ
た
。
「
逢
へ
ざ
る
恋
」
で
あ
る
か
ら
「
川
風
寒
し
」
は
寂
し
さ
の
言
い

換
え
と
わ
か
る
。
こ
れ
を
「
謡
い
も
の
」
系
統
の
も
の
と
見
ら
れ
た
空
穂
評
釈

の
心
に
沿
っ
て
通
釈
を
試
み
る
な
ら
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
も
書
き
替
え
ら
れ
よ

声フか。宮
こ
い
で
て
け
ふ
み
か
の
原
泉
川
か
は
風
さ
む
し
衣
か
せ
山

都
を
発
っ
て
そ
こ
此
所
と
、
尋
ね
歩
い
た
三
日
の
原
よ
、

ゑ
り

う
で
は
な
い
が
、
襟
に
つ
め
た
い
川
風
だ
。
お
お
い
…
。

こ
ろ
も

よ
、
衣
貸
し
て
は
く
れ
ま
い
か
（
あ
の
人
の
衣
を
ね
）
。

通
釈

い
つ
み
る
泉
と
い

名
に
負
う
鹿
脊
山

さ戯
れ
歌
の
調
子
を
愛
し
乍
ら
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
苦
汁
を
汲
み
と
っ
た
の
が
同

時
代
、
同
所
に
お
け
る
心
で
あ
っ
た
と
見
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
歌
の
「
京
」
を
山
城
京
で
な
く
「
大
和
京
」
か
ら
北
行
し
た
も

の
と
考
え
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
低
山
地
帯
な
が
ら
路
は
山
越

え
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
出
れ
ば
眼
下
は
す
ぐ
木
津
で
あ
っ
て
「
け
ふ
三

日
原
」
も
ひ
ど
く
近
間
過
ぎ
、
何
か
無
粋
で
不
自
然
と
な
る
。
も
と
よ
り
地
形

は
多
少
今
日
と
は
違
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
山
地
を
さ
ま
よ
っ
て
川
の
一
角
に
出

る
に
も
恐
ら
く
半
日
の
余
で
あ
ろ
う
。
可
能
で
は
あ
っ
て
も
璃
旅
の
趣
に
遠
退

く
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
こ
の
「
京
」
は
古
註
以
来
の
想
定
に
従
う
べ
き
で
あ

→○。

（昭三九・五）

（
三
十
四
頁
よ
り
つ
づ
き
）

人
麻
呂
』
山
本
健
吉
氏
に
よ
っ
た
。
な
お
西
郷
信
綱
氏
『
万
葉
私
記

第
三
部
』
・
『
日
本
古
代
文
学
史
改
稿
版
」
参
照

注
９
『
柿
本
人
麻
呂
』
山
本
健
吉
氏

注
蛆
注
８
の
西
郷
氏
前
掲
書

注
皿
拙
稿
「
人
麻
呂
と
持
統
朝
二
」
『
文
芸
と
批
評
第
四
号
』
昭
和
三
十

九
年
七
月
発
行
、
参
照


