
雑歌から四季へ

７く

万
葉
集
の
部
類
呼
称
の
一
つ
で
あ
る
「
雑
歌
」
は
、
集
中
に
あ
っ
て
は
第
一

の
部
類
で
あ
り
、
そ
こ
に
分
類
さ
れ
た
歌
も
か
な
り
の
量
に
な
る
。
し
か
し
こ

の
呼
称
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
部
類
呼
称
と
し
て
は
積
極
的
な
意
味
を
持
た
な
い
。

「
雑
歌
」
と
は
す
な
わ
ち
「
雑
歌
」
だ
。
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
呼
称

に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
い
う
ほ
か
に
な
い
の
だ
が
、
内
容
の
側
か
ら
見
た
ら

何
か
一
貫
す
る
も
の
を
発
見
で
き
な
い
か
。
一
貫
す
る
も
の
が
な
い
ま
で
も
、

そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
そ
の
一
貫
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
自
体
の
意
味
を
考
え
、

そ
れ
を
万
葉
及
び
万
葉
和
歌
の
本
質
論
へ
繋
げ
て
承
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

「
雑
歌
」
と
い
う
部
類
呼
称
が
、
い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
登
場
す
る
こ

と
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
最
も
精
密
な
万
葉
集
成
立
論
で
あ
る
伊
藤
博
の

（１）

所
説
に
聞
こ
う
。

同
説
に
よ
れ
ば
、
万
葉
集
の
始
発
形
態
は
、
現
形
巻
一
前
半
（
冒
頭
よ
り
五
三

ま
で
）
に
あ
り
、
持
統
朝
に
す
で
に
一
小
集
を
成
し
た
。
続
い
て
元
明
朝
に
巻

一
後
半
の
大
部
分
及
び
巻
二
相
聞
・
挽
歌
二
部
の
大
部
分
を
こ
れ
に
加
え
た
歌

集
が
成
立
し
た
。
こ
の
元
明
朝
に
は
じ
め
て
、
現
形
の
巻
二
部
分
に
相
当
す
る

歌
群
と
の
区
分
上
、
巻
一
部
分
に
「
雑
歌
」
の
呼
称
が
考
案
さ
れ
た
。
「
男
女

ｌ
特
集
・
後
期
万
葉

雑
歌
か
ら
四
季
へ

ｌ
梅
花
の
宴
歌
の
考
察
を
通
し
て

の
恋
を
中
心
と
す
る
私
的
な
歌
」
で
あ
る
相
聞
、
「
人
間
の
死
に
関
す
る
歌
」

で
あ
る
挽
歌
に
対
し
て
、
雑
歌
は
「
宮
廷
生
活
の
公
の
場
に
お
け
る
種
灸
の

歌
」
で
あ
っ
た
。
相
聞
・
挽
歌
が
「
作
歌
内
容
」
に
よ
る
部
類
で
あ
る
の
に
対

し
、
雑
歌
は
「
作
歌
事
情
」
に
よ
る
部
類
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
二
段
階
に

成
立
時
の
分
れ
る
歌
集
の
二
部
分
が
相
互
に
さ
し
た
る
分
類
上
の
交
錯
を
示
し

て
い
な
い
の
は
、
持
統
朝
の
小
集
編
集
時
点
に
、
元
明
朝
の
増
補
が
予
期
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
後
者
は
前
者
の
意
図
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
「
雑
歌
」
と
い
う
部
類
呼
称
の
始
発
は
元
明
朝

に
あ
り
、
巻
一
の
前
半
五
十
三
首
ほ
ど
の
既
集
歌
群
の
性
格
に
導
か
れ
な
が
ら

成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
お
お
む
ね
公
的
な
宮
廷
歌
の
群
と

い
っ
た
意
味
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
巻
三
以
降
は
、
こ
の

元
明
朝
本
の
拾
遺
な
い
し
は
追
補
と
し
て
加
乗
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
後
続
諸
巻
の
中
の
「
雑
歌
」
部
は
、
こ
の
元
明
朝
の
「
雑

歌
」
部
の
性
格
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
「
雑

歌
」
と
は
、
現
形
巻
一
の
ほ
ぼ
全
体
に
相
当
す
る
宮
廷
歌
を
内
容
と
し
て
成
立

し
た
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
の
巻
一
所
収
歌
の
傾
向
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
ほ
ぼ
す

森

朝

男
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べ
て
が
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
宮
廷
と
関
係
を
も
つ
。
天
皇
や
皇
族
の
歌
で
あ

っ
た
り
、
ま
た
天
皇
な
い
し
皇
族
の
主
宰
す
る
行
幸
等
の
行
事
に
関
係
す
る
歌

で
あ
っ
た
り
、
遷
部
や
旧
都
に
関
係
す
る
歌
で
あ
っ
た
り
す
る
。
多
い
の
は
行

幸
や
出
遊
（
遊
猟
）
に
関
係
す
る
歌
灸
で
あ
る
。
行
幸
の
大
部
分
は
吉
野
・
難

波
の
二
離
宮
へ
の
も
の
で
あ
る
が
、
従
駕
の
官
人
ら
の
作
歌
の
場
と
し
て
、
離

宮
が
い
か
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
が
分
る
。

そ
れ
ら
離
宮
行
事
に
関
連
す
る
歌
食
は
、
そ
の
公
表
の
場
と
し
て
離
宮
で
の

宴
席
と
い
っ
た
も
の
を
想
像
せ
し
め
る
。
そ
の
他
の
行
幸
歌
（
巻
一
に
は
持
統
天

皇
の
紀
伊
や
伊
勢
、
三
河
へ
の
行
幸
関
係
の
歌
が
見
え
る
）
も
ま
た
行
幸
先
で
の
様
々

な
宴
席
で
の
作
歌
で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
な
く
な
い
。
制
作
・
公
表
の
場
と

し
て
宴
を
想
像
し
て
承
る
こ
と
は
、
最
も
手
取
り
ぱ
や
い
方
法
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
行
幸
関
係
歌
を
内
容
的
に
見
て
承
る
と
、
い
わ
ゆ
る
宴
の
趣
き
を

歌
っ
た
と
見
え
る
も
の
は
な
い
。
多
く
は
旅
情
や
望
郷
を
歌
う
か
、
名
勝
を
た

た
え
る
か
す
る
も
の
で
、
巻
一
に
た
っ
た
一
首
、
明
瞭
に
「
宴
」
で
の
歌
と
記

さ
れ
る
巻
末
歌
、

１
秋
さ
ら
ば
今
も
見
る
ご
と
妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
か
む
山
ぞ
高
野
原
の
上（制Ｌ●八四）

（２）

と
い
っ
た
歌
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
。
１
は
「
長
皇
子
と
志
貴
皇
子
と
佐
紀
宮

に
し
て
倶
に
宴
す
る
歌
」
と
あ
る
も
の
で
、
時
代
も
下
る
も
の
ら
し
く
（
「
寧
楽

亘
と
い
う
標
題
下
に
あ
る
）
、
宴
な
ら
ば
当
然
に
取
沙
汰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
そ
の

座
の
季
節
の
趣
き
が
歌
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
１
を
除
く
と
他
に
「
宴
」
と
記
し
た
歌
は
巻
一
に
は
一
首
も
な
い
。
あ

る
い
は
額
田
王
と
大
海
人
皇
子
の
蒲
生
野
に
お
け
る
贈
答
（
１
．
三
三
や
額

（３）

田
王
の
春
秋
判
別
歌
（
１
．
宍
）
な
ど
を
宴
の
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

の
う
ち
後
者
は
春
秋
の
対
比
と
い
う
形
式
な
が
ら
季
節
が
歌
わ
れ
て
い
て
注
目

さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
季
節
と
い
う
も
の
を
前
面
に
押
し
立
て
た
歌
は
巻
一
に
は

な
い
。
万
葉
集
の
古
い
時
期
の
歌
の
中
に
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
い

わ
れ
る
と
お
り
、
こ
れ
が
近
江
朝
の
漢
文
学
隆
盛
の
傾
向
に
よ
る
も
の
で
、
漢

詩
の
創
作
・
公
表
の
場
に
お
い
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
（４）

巻
一
を
継
承
す
る
（
伊
藤
博
に
よ
れ
ば
そ
の
「
拾
遺
歌
集
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
）

巻
三
雑
歌
部
は
、
天
皇
の
行
幸
・
遊
覧
、
皇
子
の
遊
覧
な
ど
の
歌
が
あ
っ
て
、

巻
一
の
傾
向
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
行
旅
歌
の
多
く
は
宮
廷
歌
人
の
、

行
幸
従
駕
以
外
の
旅
に
お
け
る
も
の
や
、
地
方
官
人
の
赴
任
の
旅
に
お
け
る
も

の
な
ど
を
含
む
よ
う
に
な
る
。
ま
た
そ
の
他
の
旅
に
お
い
て
も
巻
一
に
比
べ
る

と
雑
駁
な
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
て
、
内
容
も
多
様
化
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で

も
明
瞭
な
宴
の
歌
は
多
く
な
い
し
、
ま
た
季
節
を
歌
う
も
の
も
多
く
な
い
。
巻

三
の
雑
歌
は
年
代
的
に
は
持
統
朝
頃
か
ら
天
平
初
年
の
頃
に
至
る
ま
で
の
も
の

で
、
一
部
を
重
復
さ
せ
な
が
ら
だ
い
た
い
巻
一
雑
歌
の
年
代
を
継
い
だ
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、
宮
廷
歌
人
（
第
三
期
の
そ
れ
が
こ
の

巻
で
は
加
わ
る
）
の
歌
な
ど
を
繋
ぎ
目
に
し
な
が
ら
も
、
概
し
て
巻
一
よ
り
は
宮

廷
ぱ
な
れ
の
現
象
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
天
皇
・
皇
族
の
歌

が
相
対
的
に
減
少
し
、
宮
廷
歌
人
の
歌
の
中
に
は
行
幸
従
駕
の
旅
か
ら
離
れ
た

も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
（
ど
ち
ら
と
も
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
）
、
官
人

層
が
歌
人
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
後
半
部
分
に
あ
る
天
平
期
の
大

宰
府
関
係
歌
は
、
地
方
官
人
の
歌
の
様
子
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

Ｊ一一く

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
下
っ
て
神
亀
・
天
平
期
の
歌
を
集
め
る
巻
五
及
び
巻
六
に

（５）なる
と
、
宴
の
歌
が
多
く
な
り
、
宴
で
季
節
の
花
を
歌
っ
た
も
の
も
見
え
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
。
概
し
て
い
え
ば
神
亀
・
天
平
の
頃
す
な
わ
ち
第
三
期
の
終

- ３ ２ -
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り
頃
か
ら
、
宴
の
歌
と
明
瞭
に
記
さ
れ
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
く
る
傾
向
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
明
ら
か
な
宴
の
歌
は
、
長
意

吉
麿
の
巻
十
六
戯
笑
歌
の
よ
う
な
も
の
を
初
め
と
し
て
、
存
在
は
し
て
い
る
。

ま
た
宴
の
歌
と
記
さ
な
い
も
の
の
中
に
も
宴
を
場
と
し
た
と
想
像
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
第
三
期
に
致
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宴
の
歌
が
季
節

と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
巻
五
の
大
宰
府
の
梅
花
の
宴
の
歌
三
十
二

首
（
５
入
三
ｌ
全
容
な
ど
が
、
そ
の
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
。
代
表
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
こ
の
三
十
二
首
は
お
そ
ら
く
宴
で
季
節
の
歌
わ
れ
た
歌
と
し
て

は
、
先
の
１
を
除
け
ば
最
も
早
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

を

２
睦
月
立
ち
春
し
来
ら
ぱ
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め（一ｂ八一三）

梅
花
の
宴
三
十
二
首
は
こ
の
２
の
歌
に
始
ま
る
。
こ
の
宴
座
は
誰
が
賓
で
誰

が
主
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
「
帥
老
宅
」
の
宴
な
の
だ
か
ら
主
は
帥
大
伴
旅
人

で
、
そ
れ
以
外
の
歌
を
連
ね
る
三
十
一
人
が
賓
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

が
、
歌
の
上
に
は
賓
主
の
挨
拶
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
が
な
い
。
む
し
ろ
こ
の

冒
頭
歌
に
見
れ
ば
賓
客
は
あ
た
か
も
「
梅
」
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
招
か
れ
た

の
は
梅
な
の
で
あ
る
。

３
春
さ
れ
ば
逢
は
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
今
日
の
遊
び
に
逢
ひ
見
つ
る
か
も

（貝哩●八一宝）

梅
の
花
に
め
ぐ
り
逢
え
た
喜
び
を
歌
う
こ
の
３
は
、
あ
た
か
も
梅
の
花
が
賓

客
で
あ
る
か
の
よ
う
な
歌
い
ぶ
り
を
し
て
い
る
。

う
れ

し
る

４
秋
の
野
の
尾
花
が
末
を
押
し
な
べ
て
来
し
く
も
著
く
逢
へ
る
君
か
も

（８．重老）

か
づ
ら

５
見
ま
く
欲
り
思
ひ
し
な
へ
に
鰻
掛
け
か
ぐ
は
し
君
を
相
見
つ
る
か
も

（岨・空き）

４
は
「
左
大
臣
橘
家
の
宴
の
歌
」
と
題
さ
れ
た
も
の
の
中
の
一
首
、
５
は
越

立

中
守
大
伴
家
持
が
上
京
す
る
折
に
、
京
で
の
宴
の
た
め
に
「
儲
け
て
作
る
」
歌

で
あ
る
。
４
も
５
も
宴
で
の
逢
会
を
喜
ぶ
歌
で
、
逢
う
相
手
は
人
で
あ
る
。
３

は
４
．
５
の
歌
に
お
け
る
そ
う
し
た
人
の
代
り
に
梅
を
配
し
た
よ
う
な
形
式
に

な
っ
て
い
る
。

き

ふ

６
万
代
に
年
は
来
経
と
も
梅
の
花
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
咲
き
渡
る
べ
し（５・奎一ｅ

こ
れ
も
梅
花
の
宴
の
歌
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
宴
席
で
の
交
歓
の
相
手
と
の

再
会
な
ど
を
歌
う
歌
は
多
い
。

と
も
し
ぴ

ゆ
り
ぱ
な

７
燈
火
の
光
に
見
ゆ
る
さ
百
合
花
ゆ
り
も
逢
は
む
と
思
ひ
初
め
て
き（岨・酉只色

な
ら

８
新
し
き
年
の
始
め
に
い
や
年
に
雪
踏
歌
平
し
常
か
く
に
も
が
（
蛆
・
空
臺
）

７
は
後
の
再
び
の
逢
会
を
思
い
願
う
歌
、
８
は
毎
年
、
年
始
め
に
は
こ
う
し

て
逢
い
た
い
も
の
だ
と
い
う
宴
の
心
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
。
７
．
８
が
交
歓
の

同
席
者
に
向
け
ら
れ
た
思
い
を
歌
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
６
は
同
じ
方
法
で
思

い
を
梅
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

旅
人
邸
の
梅
花
の
宴
は
こ
の
よ
う
に
し
て
梅
が
賓
客
の
座
に
あ
る
。
梅
が
主

賓
な
の
で
あ
る
。

よ
い

９
春
な
れ
ば
う
べ
も
咲
き
た
る
梅
の
花
君
を
思
ふ
と
夜
眠
も
寝
な
く
に

（５．基二）

こ
れ
も
梅
花
の
宴
の
中
の
一
首
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
梅
が
「
君
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
こ
の
９
に
つ
い
て
は
「
後
に
追
和
す
る
梅
の
歌
四
首
」
中
の
、

い
め

加
梅
の
花
夢
に
語
ら
く
ゑ
や
ぴ
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ（頁Ｊ●八雲二）

と
の
関
係
か
ら
以
下
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
蛆
の
「
梅
の

- ３ ３ -
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花
」
が
「
夢
」
に
出
て
来
て
語
る
の
は
、
同
じ
巻
五
の
「
梧
桐
の
日
本
琴
一

面
」
を
藤
原
房
前
に
送
る
大
伴
旅
人
の
書
簡
中
の
娘
子
と
な
っ
て
夢
枕
に
立

つ
琴
と
同
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
陸
文
学
に
見
え
る
手
法
で
あ
る
が
、
９
の
（６）

「
梅
」
の
擬
人
化
に
も
、
Ⅷ
と
同
じ
手
法
が
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
。

こ
の
ま
こ
と
に
極
端
な
擬
人
化
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
見
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ま
で
９
の
歌
が
生
み
出
さ
れ
る
前
提

に
は
、
や
は
り
梅
を
賓
客
と
し
て
待
遇
し
よ
う
と
す
る
論
理
が
あ
る
の
で
あ

ヲ（》◎

な

そ
の
点
に
つ
い
て
少
し
補
足
す
る
。
ま
ず
９
の
歌
中
で
は
「
梅
」
を
「
汝
」

な
ど
と
い
わ
ず
に
「
君
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
君
」
は
儀
礼
な
い
し
儀
礼
的
宴

（７）

の
中
で
相
手
に
向
け
ら
れ
る
敬
称
で
あ
る
。
儀
礼
に
お
い
て
は
祝
賀
を
受
け
る

長
上
、
宴
に
お
い
て
は
歓
待
さ
れ
る
賓
客
を
中
心
と
し
、
や
が
て
い
か
な
る
参

会
者
に
対
し
て
も
互
い
に
敬
意
を
以
っ
て
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
梧
桐
の
日

本
琴
一
面
」
の
書
簡
（
漢
文
）
で
は
、
娘
子
に
化
し
た
日
本
琴
は
、
ゑ
ず
か
ら

を
へ
り
く
だ
り
、
「
恒
に
君
子
の
左
琴
を
願
ふ
」
（
常
に
貴
人
の
傍
ら
に
置
か
れ
る

琴
で
あ
り
た
い
）
と
い
う
。
「
君
子
」
は
こ
の
琴
の
送
ら
れ
る
相
手
で
あ
る
房
前

に
当
る
。
こ
の
場
合
は
琴
は
房
前
を
賓
客
待
遇
に
し
て
そ
れ
に
奉
仕
す
る
よ
う

な
位
置
に
あ
る
。
９
の
梅
と
は
逆
な
の
で
あ
る
。
蛆
の
「
梅
の
花
」
は
、
そ
の

承
や
ぴ
た
る
美
し
さ
を
酒
杯
に
浮
べ
て
楽
し
め
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
琴
の
場
合
と
同
じ
で
、
酒
杯
を
酌
む
人
を
賓
客
と
し
て
奉
仕
す
る
位
置
に

あ
る
の
で
あ
る
。
９
だ
け
が
逆
な
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら

ない。だ
い
た
い
琴
な
ど
が
夢
の
中
で
娘
子
に
化
身
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
娘

子
」
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
背
景
に
神
仙
謹

が
あ
り
、
「
娘
子
」
と
は
仙
女
な
の
で
あ
る
。

ｕ
海
原
の
遠
き
渡
り
を
象
や
び
を
の
遊
ぶ
を
見
む
と
な
づ
さ
ひ
ぞ
来
し
（
６

一三ろ
こ
れ
は
巨
勢
宿
奈
麻
呂
邸
の
宴
の
歌
で
あ
る
が
、
左
注
が
あ
っ
て
、
宴
席
の

な
ふ
く
ろ
か
づ
ら

壁
に
白
紙
に
書
い
て
掛
け
た
歌
だ
と
い
い
、
「
蓬
莱
の
仙
媛
の
化
れ
る
嚢
綬
は

風
流
秀
才
の
士
の
為
な
り
。
こ
れ
凡
客
の
望
承
見
る
所
な
ら
じ
か
。
」
と
題
し

た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
嚢
綬
の
絵
も
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
、
の
歌
は
蓬

莱
の
仙
媛
（
嚢
綬
の
化
身
）
が
、
当
日
の
宴
の
客
ら
を
歓
待
す
る
た
め
に
は
る
ば

る
海
を
渡
っ
て
来
た
心
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仙
媛
は
、
宴
の
客
ら
の
仙

女
と
の
交
歓
を
擬
似
体
験
さ
せ
る
道
具
だ
て
で
あ
る
。
宴
座
は
神
仙
界
で
あ

り
、
仙
女
と
の
高
雅
な
情
交
の
場
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
奈
良
時
代
（
後
期
万
葉
期
）
の
大
陸
の
影
響
を
受
け
た
貴
族
た
ち

の
嗜
好
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
神
を
迎
え
て
神
人
共
食
す
る
宴

の
原
像
が
あ
る
。
神
と
人
と
の
神
婚
と
そ
の
模
倣
の
場
で
あ
る
歌
垣
が
そ
の
場

で
も
あ
っ
た
か
ら
、
仙
女
と
の
交
情
・
交
歓
は
そ
の
原
像
を
型
に
お
い
て
踏
襲

す
る
も
の
な
の
で
も
あ
る
。

こ
の
ｎ
の
歌
の
仙
媛
は
主
側
が
用
意
し
た
賓
客
歓
待
の
た
め
の
一
種
の
サ
ー

ビ
ス
だ
か
ら
、
「
み
や
び
を
」
に
逢
い
た
く
て
海
を
渡
っ
て
き
た
、
な
ど
と
い

わ
さ
れ
て
い
て
、
相
手
を
も
ち
あ
げ
、
相
対
的
に
は
低
い
位
置
に
あ
る
か
の
よ

う
だ
。
こ
う
し
た
仙
女
の
姿
は
巻
五
の
松
浦
川
歌
群
お
よ
び
そ
の
序
（
遊
於
松

浦
河
序
）
に
お
い
て
仙
女
に
見
立
て
ら
れ
た
乙
女
た
ち
に
も
通
じ
る
。
だ
い
た

い
神
仙
の
側
は
女
の
か
た
ち
で
想
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
位
置
関
係
も

な
だ
ら
か
に
設
定
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
梅
花
の
宴
の
９
の
歌
の
「
梅
」
は
、
む
し
ろ
女
で
な
く
男
な
の

よ

い

だ
。
「
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
君
を
思
ふ
と
夜
眠
も
寝
な
く

に
」
は
、
の
仙
媛
の
「
承
や
び
を
の
遊
ぶ
を
見
む
と
な
づ
さ
ひ
ぞ
来
し
」
に
通
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う
も
の
が
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
宴
で
出
逢
う
相
手
へ
の
情
愛
の
心
を
表
現
し
て

い
る
の
だ
が
、
皿
は
遠
来
の
仙
媛
が
宴
の
参
会
者
た
ち
に
対
し
て
い
い
、
９
は

宴
の
参
会
者
が
梅
に
対
し
て
い
っ
て
い
て
、
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
９

の
歌
の
特
異
性
が
あ
る
。
梅
を
神
仙
の
よ
う
に
待
遇
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
客
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梅
花
の

宴
の
歌
群
の
梅
を
主
賓
に
据
え
る
特
色
は
、
こ
の
一
首
に
お
い
て
も
や
は
り
明

瞭
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
宴
の
主
は
自
邸
に
客
た
ち
を
招
く
。
万
葉
の
、
特
に
家
持
周
辺
の
宴

の
例
が
、
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
主
は
客
を
歓
待
し
、
客
は
主
を
た
た

え
、
宴
庭
の
趣
き
な
ど
を
た
た
え
る
。
と
こ
ろ
が
大
伴
旅
人
邸
の
こ
の
梅
花
の

あ
る
じ

宴
で
は
、
主
格
の
旅
人
に
は
全
く
そ
の
様
子
が
な
く
、
客
た
ち
も
旅
人
に
ほ
と

ん
ど
何
の
社
交
辞
礼
も
贈
っ
て
い
な
い
。

岨
わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も（ＦＤ●八一三）

こ
の
岨
は
主
の
大
伴
旅
人
の
歌
で
あ
る
。
「
わ
が
園
」
が
ど
ん
な
意
味
な
の

か
、
目
前
の
自
邸
の
宴
庭
を
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ま
少
し
観
念
化
さ
れ
た

も
の
で
こ
の
場
の
実
際
と
は
無
縁
の
「
わ
が
園
」
な
の
か
、
よ
く
は
分
ら
な

い
。
し
か
し
三
十
一
人
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
居
た
か
も
知
れ
ぬ
）
の
客
に
対
し

て
、
こ
の
歌
は
歓
迎
の
一
語
を
た
り
と
含
ま
な
い
。
む
し
ろ
「
わ
が
園
」
と
い

っ
て
自
己
に
の
み
執
す
る
か
の
よ
う
だ
。

ｊ一一一く

か
く
し
て
梅
花
の
宴
は
徹
底
し
て
梅
が
賓
客
で
あ
り
、
集
う
た
人
を
全
員

が
、
そ
れ
を
歓
待
す
る
主
側
の
位
置
に
居
る
と
い
え
る
く
ら
い
の
関
係
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
実
は
非
常
に
興
味
深
い
次
の
よ
う
な
事
態
を
ひ
き
起
す

原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
お
と

わ
ぎ
へ

咽
う
ぐ
ひ
す
の
音
聞
く
な
へ
に
梅
の
花
我
家
の
園
に
咲
き
て
散
る
見
ゆ

（戸、●八四一）

皿
う
ぐ
ひ
す
の
待
ち
か
て
に
せ
し
梅
が
花
散
ら
ず
あ
り
こ
そ
思
ふ
児
が
た
め

（Ｐｂ●八四雲）

梅
と
う
ぐ
い
す
を
取
り
合
せ
る
歌
は
万
葉
集
に
は
十
数
例
見
え
て
い
る
が
、

特
に
梅
花
の
宴
歌
群
に
は
集
中
し
て
い
て
、
そ
の
半
数
に
近
い
七
首
が
見
え

る
。
七
首
の
う
ち
右
の
咽
・
皿
は
、
二
首
と
も
に
う
ぐ
い
す
が
梅
の
花
を
待
ち

迎
え
る
よ
う
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
梅
と
う
ぐ
い
す
の
一
般
的
な

歌
い
方
に
は
反
し
、
逆
に
な
っ
て
い
る
。
昭
は
う
ぐ
い
す
の
鳴
き
声
の
す
る
の

に
つ
れ
て
咲
き
出
し
、
散
り
過
ぎ
る
梅
を
、
皿
は
ま
さ
し
く
う
ぐ
い
す
が
梅
を

待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
思
ふ
児
」
が
何
を
指
す
か
諸
説
に
別
れ
る
が
、
う
ぐ

い
す
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
ゑ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
た
か
も
う
ぐ
い

す
が
娘
子
で
、
梅
の
男
を
恋
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
逆
転
し
て
い
る
。

を

妬
梅
の
花
咲
け
る
岡
辺
に
家
居
れ
ば
と
も
し
く
も
あ
ら
ず
う
ぐ
ひ
す
の
声

（叩・一公一ｅ

恥
わ
が
岡
に
さ
雄
鹿
来
鳴
く
初
萩
の
花
妻
間
ひ
に
来
鳴
く
さ
雄
鹿
（
８
．
-
壼
）

妬
で
は
梅
が
咲
い
て
い
る
所
へ
う
ぐ
い
す
が
来
る
趣
き
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
普
通
の
例
で
あ
る
。
梅
と
う
ぐ
い
す
と
の
例
に
は
見
え
な
い
が
、
花
と

動
物
と
の
取
り
合
せ
の
う
ち
、
妬
で
は
明
ら
か
に
花
（
萩
）
の
方
を
動
物
（
鹿
）

の
「
妻
」
に
見
立
て
て
い
る
。
花
を
求
め
て
鳥
や
鹿
が
訪
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
逆
の
例
は
、
少
な
く
と
も
梅
と
う
ぐ
い
す
に
つ
い
て
は
、
右
の
梅
花
の
宴

歌
群
中
の
二
首
（
肥
・
必
）
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
明

瞭
に
、
梅
花
の
宴
の
歌
が
梅
を
賓
客
と
し
て
歓
迎
す
る
、
特
異
な
歌
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
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Ⅳ
梅
の
花
散
ら
ま
く
惜
し
ゑ
我
が
園
の
竹
の
林
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も（戸。●八二四）

し
づ
え

肥
わ
が
や
ど
の
梅
の
下
枝
に
遊
び
つ
つ
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
散
ら
ま
く
惜
し
ゑ

（５．金己

つ
い
で
な
が
ら
補
足
す
れ
ば
、
梅
花
の
宴
歌
群
中
の
梅
と
う
ぐ
い
す
の
取
り

合
せ
の
歌
七
首
中
に
は
、
右
の
二
首
が
、
さ
ら
に
似
た
傾
向
を
示
す
も
の
と
し

て
あ
る
。
Ⅳ
も
蛆
も
と
も
に
う
ぐ
い
す
が
梅
の
花
の
散
り
過
ぎ
る
の
を
惜
し
む

も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
も
集
中
他
に
な
い
。
む
し
ろ
梅
の
花
は
う
ぐ
い
す
が

「
木
伝
ひ
散
ら
す
」
も
の
な
の
で
あ
る
（
ｍ
・
一
全
一
、
蛆
・
窒
老
な
ど
）
。

と
こ
ろ
で
梅
と
う
ぐ
い
す
と
を
取
り
合
せ
る
歌
は
、
こ
の
梅
花
の
宴
歌
群
中

の
七
首
が
最
も
早
い
例
に
な
る
。
花
と
烏
な
ど
と
の
取
り
合
せ
は
、
他
に
も
先

に
示
し
た
萩
と
鹿
、
ま
た
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
（
橘
の
代
り
と
し
て
棟
・
あ
や
め
な
ど

が
取
り
合
さ
れ
る
場
合
も
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
期
万
葉
に
な
っ
て

頻
繁
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
始
ま
り
は
お
お
よ
そ
第
三
期
の
神
亀
、

天
平
初
年
あ
た
り
に
あ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。
萩
と
鹿
の
例
で
は
前
引
舶
の
大

伴
旅
人
の
歌
の
ほ
か
に
丹
比
真
人
某
（
８
・
美
男
）
、
藤
原
八
束
（
８
．
宝
珸
）
、
湯

原
王
（
８
．
菫
ｅ
な
ど
が
年
代
の
早
い
も
の
と
し
て
見
え
る
が
、
丹
比
真
人
は

不
明
の
人
物
で
あ
る
。
湯
原
王
、
藤
原
八
束
の
歌
は
旅
人
の
も
の
と
同
時
期
か

や
や
遅
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
中
で
萩
と
鹿
と
を
明
瞭
に
妹

背
（
夫
婦
）
の
関
係
に
歌
っ
て
い
る
の
は
大
伴
旅
人
の
歌
で
、
特
色
が
見
え
る
。

一
方
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
例
で
は
高
橋
虫
麿
歌
集
の
「
灌
公
鳥
を
詠
む
一
首
」

（
９
．
毛
釡
）
か
、
大
伴
旅
人
の
一
首
（
８
・
一
室
一
）
あ
た
り
が
最
も
早
い
例
に

な
る
。こ

の
取
り
合
せ
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ

うか。

し
づ
え

明
春
さ
れ
ば
木
末
隠
り
て
う
ぐ
ひ
す
ぞ
鳴
き
て
去
ぬ
な
る
梅
が
下
枝
に

（ＦＤ●八二七）

ま
が

別
梅
の
花
散
り
紛
ひ
た
る
岡
辺
に
は
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
春
か
た
ま
け
て

（５・全Ｃ

へ

剛
春
の
野
に
鳴
く
や
う
ぐ
ひ
す
な
つ
け
む
と
わ
が
家
の
園
に
梅
が
花
咲
く

（ＦＤ●△一七）

右
は
い
ず
れ
も
梅
花
の
宴
歌
群
中
の
、
梅
・
う
ぐ
い
す
取
り
合
せ
の
歌
で
あ

る
。
表
現
の
う
え
か
ら
見
て
的
・
別
の
二
首
は
梅
の
咲
く
と
こ
ろ
へ
う
ぐ
い
す

が
飛
来
し
た
よ
う
す
を
詠
む
に
過
ぎ
な
い
。
わ
ず
か
に
別
の
方
が
花
の
様
を
歌

い
込
ん
で
い
る
だ
け
、
花
の
魅
力
が
う
ぐ
い
す
を
誘
い
入
れ
て
い
る
感
じ
が
強

い
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
さ
ほ
ど
取
り
合
せ
の
緊
密
な
関
係
が
表
出
さ
れ
て
い
な

い
。
皿
は
梅
の
花
の
魅
力
が
う
ぐ
い
す
を
魅
き
寄
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
梅
を

擬
人
化
す
る
よ
う
な
歌
い
方
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
取
り
合
せ
の
究
極
が
一
般
に

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
の
は
、
先
に
見
た
萩
と
鹿
の
歌
な
ど
の
例
か

ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
花
の
美
し
さ
と
そ
れ
に
魅
か
れ
て
来
る
鳥
（
ま

た
は
鹿
）
、
と
い
っ
た
関
係
に
歌
う
も
の
で
、
そ
の
奥
に
花
が
妻
、
烏
（
ま
た
は

鹿
）
が
夫
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
が
隠
れ
て
い
る
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

朗
橘
の
林
を
植
ゑ
む
ほ
と
と
ぎ
す
常
に
冬
ま
で
住
承
渡
る
が
ね
（
ｍ
・
亮
琴

と
よ
も

別
橘
の
花
散
る
里
に
通
ひ
な
ぱ
山
ほ
と
と
ぎ
す
響
さ
む
か
も
（
ｍ
・
美
汽
）

上
ひ

汎
奥
山
に
住
む
と
い
ふ
鹿
の
夕
去
ら
ず
妻
問
ふ
萩
の
散
ら
ま
く
惜
し
も

（叩・舌九○

泌
秋
萩
の
散
り
過
ぎ
行
か
ぱ
さ
雄
鹿
は
わ
び
鳴
き
せ
む
な
見
ず
は
と
も
し
み

〃
・
脇
は
橘
と
ほ
と
と
ぎ
す
に
つ
い
て
、
別
・
妬
は
萩
と
鹿
に
つ
い
て
、
と

も
に
そ
の
よ
う
な
関
係
に
歌
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
り
合
せ
の
歌
は
け

（ｍ・三雲）
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つ
こ
う
あ
る
。
鯉
は
夫
婦
の
取
り
合
せ
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
萩
と
鹿
と
に

夫
婦
の
見
立
て
が
顕
著
な
の
は
、
鳥
類
に
対
し
て
鹿
が
擬
人
化
し
や
す
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

季
節
の
花
・
動
物
の
取
り
合
せ
の
究
極
に
は
、
両
者
を
相
愛
の
男
女
と
す
る

見
立
て
が
あ
っ
た
と
し
て
お
そ
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
和
歌
が
育

ん
だ
一
つ
の
季
節
認
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
根
底
を
窺
え

ば
、
古
代
社
会
に
お
け
る
男
女
関
係
の
底
に
あ
る
も
の
は
神
婚
観
念
で
あ
る
。

神
が
来
訪
し
て
巫
女
に
婚
す
る
、
そ
の
神
婚
の
神
の
位
置
に
烏
や
鹿
を
、
そ
し

て
巫
女
の
位
置
に
花
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
花
と
は
、
始

源
的
に
は
神
が
来
て
愚
依
し
た
結
果
の
、
豊
穣
、
繁
栄
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
う
し
た
神
婚
観
念
を
奥
に
持
っ
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
点
が
、
か
か
る

花
鳥
取
り
合
せ
の
歌
の
宴
に
お
け
る
発
生
を
、
な
い
し
は
宴
の
原
理
に
依
拠
し

て
の
発
生
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
宴
は
祝
祭
の
場
で
あ

る
。
遠
来
の
神
を
歓
待
す
る
。
季
節
を
楽
し
む
後
期
万
葉
の
風
流
化
し
た
宴
に

な
っ
て
も
、
そ
の
宴
の
原
理
は
変
ら
な
い
。
や
っ
て
来
る
季
節
が
神
の
位
置
を

．（《ｘＵ）

占
め
る
の
だ
（
も
と
も
と
神
は
季
節
の
折
り
目
に
、
季
節
の
到
来
と
一
体
化
す

る
よ
う
に
し
て
訪
れ
た
の
だ
か
ら
、
両
者
は
同
じ
こ
と
に
な
る
）
。

そ
こ
で
梅
花
の
宴
歌
群
に
た
ち
返
っ
て
み
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、

花
鳥
取
り
合
せ
の
通
常
の
例
に
反
し
て
、
う
ぐ
い
す
の
方
が
梅
の
花
の
咲
く
の

を
待
ち
迎
え
る
歌
の
存
在
に
注
目
さ
れ
る
。
述
べ
た
と
お
り
こ
れ
は
梅
花
の
宴

の
席
で
あ
る
か
ら
、
梅
花
に
つ
い
て
歌
う
こ
と
が
約
束
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
宴
座
の
目
的
が
こ
の
宴
で
は
題
詠
的
な
歌
の
あ
り
方
を
招
き
寄
せ
て
い

（９）

て
、
梅
の
題
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
題
と
は
結
局

（Ⅲ）

呼
び
招
か
れ
る
神
の
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ｌ
か
く
し
て
季
節
の
歌
は

根
底
を
〈
祝
祭
性
〉
に
置
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｊ四く

万
葉
集
は
巻
八
・
十
に
季
節
分
類
の
歌
巻
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は

雑
歌
・
相
聞
と
い
う
万
葉
集
の
最
も
基
本
的
な
部
立
と
複
合
さ
せ
ら
れ
る
も
の

で
、
春
雑
歌
・
春
相
聞
以
下
、
冬
雑
歌
・
冬
相
聞
に
到
る
八
部
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
各
季
の
雑
歌
部
の
歌
は
、
四
季
の
花
鳥
な
ど
の
風
物
を
歌

う
も
の
で
、
作
者
不
明
歌
を
集
め
た
巻
十
の
方
に
あ
っ
て
は
、
「
詠
鳥
」
「
詠

花
」
「
詠
雨
」
な
ど
の
題
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。
題
詠
歌
的
色
彩
を
明

瞭
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
巻
は
少
数
の
第
二
期
の
歌
を
含
承

な
が
ら
、
そ
の
大
部
分
は
第
三
期
以
降
に
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
雑
駁

な
潭
沌
と
し
た
歌
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
雑
歌
は
、
こ
の
二
巻
に
至
っ
て
よ
う
や

く
に
内
容
を
純
一
に
し
、
結
局
季
節
の
歌
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
こ
と
は
次
に
続
く
古
今
集
の
巻
と
部
立
の
順
序
を
見
る
と
き
示
唆
的
な

も
の
を
有
す
る
。
古
今
集
は
冒
頭
六
巻
に
四
季
を
、
後
半
の
巻
十
一
’
十
五
の

五
巻
に
恋
を
配
し
て
対
立
す
る
ほ
か
、
賀
（
巻
七
）
に
対
す
る
哀
傷
（
巻
十
六
）
、

と
も
に
形
態
分
類
の
物
名
（
巻
十
）
に
対
す
る
雑
躰
（
巻
十
九
）
な
ど
、
前
半
十

巻
と
後
半
十
巻
と
が
、
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
関
係
に
配
せ
ら
れ
て
い
る
と
い

（、）う。
そ
の
古
今
集
の
四
季
部
と
恋
部
の
対
立
的
配
置
の
原
型
に
相
当
す
る
も
の

が
、
万
葉
集
の
こ
の
二
巻
に
は
見
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
古
今
集
の
巻
配
列
は
万
葉
集
の
雑
歌
・
相
聞
・

挽
歌
と
い
う
三
部
配
列
を
継
承
し
て
い
て
、
四
季
（
巻
一
’
六
）
・
賀
（
巻
七
）

・
離
別
（
巻
八
）
・
謁
旅
（
巻
九
）
ま
で
は
万
葉
の
雑
歌
の
内
容
を
細
分
し
た

も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
形
態
分
類
の
物
名
（
巻
十
）
を
跳
び
越
し
た
の
ち
恋

（
巻
十
一
’
十
五
）
・
哀
傷
（
巻
十
六
）
と
続
く
順
序
は
、
万
葉
の
相
聞
・
挽
歌
の

（辺）

順
序
に
等
し
い
。
こ
の
こ
と
は
別
稿
に
や
や
詳
し
く
述
べ
た
の
で
そ
れ
に
譲
り
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たい。古
撰
の
原
万
葉
の
雑
歌
・
相
聞
・
挽
歌
三
部
構
成
の
段
階
か
ら
、
後
続
諸
歌

巻
の
編
纂
期
を
経
て
古
今
集
の
段
階
へ
、
雑
歌
の
歴
史
は
宮
廷
の
儀
礼
・
諸
行

事
の
歌
か
ら
次
第
に
季
節
の
歌
を
精
錬
し
、
並
行
し
て
そ
の
傍
ら
に
賀
や
濁
旅

の
歌
を
分
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
雑
歌
の
潭
沌
た
る
未
分
化
性
・
全
体

性
か
ら
季
節
と
い
う
内
容
が
取
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
前
期
万
葉
の

（
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
第
三
期
山
部
赤
人
ら
宮
廷
歌
人
の
）
王
権
を
た
た
え
る
儀
礼

歌
の
多
様
な
あ
り
方
（
国
見
、
離
宮
ぼ
め
、
行
幸
先
の
土
地
ぼ
め
や
服
属
の
民
の
奉
仕

の
叙
述
等
々
）
が
後
退
し
、
天
皇
の
儀
礼
形
式
が
抽
象
化
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

四
時
の
秩
序
立
っ
た
推
移
で
あ
っ
た
り
、
国
士
の
絵
図
的
な
包
括
で
あ
っ
た
り

が
そ
の
新
し
い
抽
象
性
に
見
合
う
も
の
で
、
四
季
や
歌
枕
が
和
歌
に
要
請
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
抽
象
性
に
対
応
す
る
儀
礼
は
雅
宴
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
宮
廷
歌
人
ら
の
儀
礼
性
の
強
い
歌
々
の
中
で
、
山
部
赤
人
の
歌
の
表

現
の
中
な
ど
に
は
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
性
に
見
合
う
も
の
が
出
て
き
て
い
る
と

い
え
る
。
あ
の
均
斉
の
と
れ
た
主
知
的
な
赤
人
の
表
現
感
覚
と
い
う
も
の
は
、

そ
う
し
た
抽
象
的
な
秩
序
性
と
い
う
も
の
を
十
分
に
示
し
て
余
り
あ
る
と
い
う

べ
き
で
は
な
い
か
。
Ｉ
そ
し
て
後
期
万
葉
時
代
を
初
発
期
と
し
な
が
ら
、
季

節
の
歌
と
い
う
も
の
が
登
場
し
、
し
か
も
そ
れ
が
述
べ
て
き
た
よ
う
な
祝
い
歌

的
構
造
を
、
奥
に
あ
く
ま
で
隠
蔽
さ
れ
た
か
た
ち
で
内
包
さ
せ
て
い
る
か
に
見

え
る
の
は
、
雑
歌
の
根
底
に
あ
る
祝
祭
性
を
、
そ
れ
が
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
く
ま
で
季
節
を
表
立
て
た
構
造
が
、
天
皇
や

天
皇
に
直
接
関
わ
る
も
の
（
離
宮
だ
と
か
服
属
の
民
だ
と
か
）
の
不
在
の
場
で
も
歌

い
う
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
も
保
証
す
る
と
い
う
側
面
を
持
っ
た
。
つ
ま
り
四
季

の
歌
は
も
う
第
一
義
的
な
儀
礼
歌
で
あ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
古

今
集
時
代
に
入
る
と
、
四
季
の
歌
は
場
と
し
て
は
多
く
は
歌
合
に
供
さ
れ
た

が
、
歌
合
は
そ
の
場
を
む
し
ろ
貴
族
の
家
の
邸
に
置
く
。
こ
の
傾
向
は
後
期
万

葉
の
段
階
に
始
ま
っ
て
い
て
、
多
く
の
宴
が
私
邸
を
場
と
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
雑
歌
の
諸
領
域
の
中
で
そ
の
祝
祭
性
を
最
も
純
粋
に
保
っ
て
分
化

し
て
い
っ
た
の
は
、
古
今
集
の
部
類
で
い
え
ば
「
賀
」
の
歌
で
あ
る
。
し
か
し

「
賀
」
は
ほ
ぼ
す
べ
て
長
寿
を
賀
す
る
も
の
で
、
万
葉
の
雑
歌
が
‘
持
っ
て
い

た
、
あ
の
多
様
な
祝
い
事
を
対
象
に
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
も
分
化
と
内
容
の

純
一
化
と
の
一
形
式
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
四
季
の
歌
の
方
が
、
雑
歌
以
来
の
潭

沌
と
し
た
祝
祭
性
を
残
存
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
四
季
の
歌

の
抽
象
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四
季
の
歌
ら
し
い
も
の
が
よ
う
や
く
か
た
ち
を
な
し
て
く
る
、
と
い
う
点
に

お
い
て
、
後
期
万
葉
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
和
歌
史
上
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
古
今
集
的
な
る
も
の
は
、
こ
の
時
代
に
す
で
に
十
分
に
用
意
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
上
・
下
（
一
九
七
四
・
九
、
同
十
一
）

所
収
の
諸
論
。
特
に
そ
の
内
第
九
章
「
女
帝
と
歌
集
」
。

（
２
）
『
万
葉
集
全
注
巻
第
こ
（
伊
藤
博
。
空
九
八
三
・
九
）
は
、
こ
の
一
首
、

宴
席
で
鹿
の
描
か
れ
た
屏
風
を
示
し
な
が
ら
、
賓
客
に
秋
の
鹿
鳴
の
頃
に
再
来

す
る
よ
う
う
な
が
す
歌
だ
と
説
く
。

（
３
）
拙
稿
「
歌
垣
を
揺
れ
曳
く
宴
」
（
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
』
一
九
八
八
・
五
）

で
は
、
歌
垣
の
歌
の
競
争
性
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歌

が
宴
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

（
４
）
伊
藤
注
１
の
書
の
第
二
章
第
三
節
。

（
５
）
巻
五
は
た
だ
し
紀
州
本
・
細
井
本
に
は
「
雑
歌
」
の
標
目
を
欠
く
。
武
田
祐

吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』
な
ど
に
そ
れ
を
古
形
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
ま
た
こ
の

「
雑
歌
」
が
伝
統
的
な
三
部
立
の
う
ち
の
「
雑
歌
」
と
違
っ
て
文
選
雑
詩
に
見
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（
６
）
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
万
葉
集
』
２
（
一
九
八
二
・
五
）
頭
注
。

（
７
）
高
野
正
美
「
社
交
歌
と
し
て
の
恋
歌
」
（
古
代
文
学
会
編
『
古
代
詩
の
表
現
』

一
九
八
二
・
一
○
。
高
野
『
万
葉
集
作
者
未
詳
歌
の
研
究
』
に
も
）
。

（
８
）
高
橋
六
二
「
宴
と
歌
」
（
有
精
堂
刊
『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
上
代
篇
』

一
九
八
七
・
八
）
は
、
祭
と
分
離
し
た
宴
に
お
い
て
四
季
の
宴
歌
が
起
る
と
い

い
、
、
こ
の
宴
の
「
梅
」
を
祭
に
お
け
る
神
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
近

藤
信
義
「
〈
宴
〉
の
主
題
と
歌
」
（
上
代
文
学
会
編
『
家
持
を
考
え
る
』
一
九

八
八
・
八
）
は
、
宴
に
は
「
主
題
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
訪
ず
れ

〈
顕
〉
れ
て
く
る
」
と
こ
ろ
の
「
神
性
」
の
感
受
と
し
て
鋭
敏
に
迎
え
ら
れ

る
、
と
い
う
根
源
的
な
視
角
か
ら
の
詠
物
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
９
）
大
久
保
広
行
「
梅
歌
の
宴
歌
群
考
」
（
『
都
留
文
化
大
学
研
究
紀
要
』
９
一

九
七
三
・
六
）
は
こ
の
歌
群
を
応
詔
歌
に
近
い
あ
り
方
を
有
す
る
題
詠
的
歌
群

とみる。

（
、
）
題
詠
の
題
（
詠
題
）
が
神
名
の
唱
え
方
と
本
質
的
に
一
致
す
る
点
は
「
物
名
」

歌
の
あ
り
方
に
最
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
拙
稿
「
こ
と
ば
遊
び
と
歌
こ
と

ば
」
（
「
日
本
の
美
学
』
咽
一
九
九
○
・
一
○
）
参
照
。

（
ｕ
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
（
一
九
六
五
・
九
）
、
新
井
栄

蔵
「
古
今
和
歌
集
部
立
考
」
（
『
国
語
国
文
』
⑬
１
７
一
九
八
○
・
七
）
な

ど。

（
⑫
）
拙
稿
弓
濁
旅
』
の
特
色
と
構
造
」
（
有
精
堂
刊
ヨ
冊
の
講
座
古
今
和
歌

集
』
一
九
八
七
・
三
）

共
通
さ
せ
る
も
の
も
多
い
。

に立つ。

合
う
も
の
を
持
つ
と
み
て
、
こ
の
標
目
の
意
識
を
積
極
的
に
考
え
よ
う
と
す
る

辰
巳
正
明
「
憶
良
に
お
け
る
詩
の
形
成
ｌ
『
雑
歌
』
と
『
雑
詩
』
１
１
」

（
『
古
代
文
学
』
瓢
一
九
八
二
・
三
）
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
巻
の
歌
の
特
異
性

は
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
た
貴
族
・
官
人
層
の
交
友
や
遣
使
送
別

の
歌
（
好
去
好
来
歌
）
そ
の
他
、
巻
三
・
六
・
九
な
ど
の
「
雑
歌
」
と
性
格
を

共
通
さ
せ
る
も
の
も
多
い
。
小
稿
は
他
の
巻
の
雑
歌
と
つ
な
げ
て
考
え
る
立
場

- ３ ９ -


