
序詞から本歌取りへ

和
歌
に
と
っ
て
、
模
倣
と
創
造
は
、
宿
命
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
模
倣

と
創
造
の
微
妙
な
境
界
線
に
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
和
歌
の
和
歌
た
る
ゆ
え

ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
和
歌
に
限
ら
ず
、
「
型
」

を
基
本
と
す
る
日
本
の
芸
道
す
べ
て
に
言
え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

模
倣
は
共
同
体
、
創
造
は
個
人
の
営
み
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
古
代

和
歌
は
共
同
体
、
そ
れ
に
対
し
て
、
中
世
和
歌
は
個
人
、
創
作
性
が
そ
の

特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
果
た
し
て
、
そ
う
な
の
だ

ろうか。
本
稿
で
は
、
序
詞
と
本
歌
取
り
を
取
り
上
げ
て
、
和
歌
を
生
み
出
す
歌

人
た
ち
の
意
識
、
共
同
体
の
存
在
に
迫
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
『
古
今
集
』
の
恋
歌
を
一
首
引
用
し
て
み
よ
う
。
傍
線
部
が
序

詞
に
相
当
す
る
。

序
詞
か
ら
本
歌
取
り
へ

（１）

か
な
二
古
今
集
』
恋
一
・
四
六
九
・
読
み
人
知
ら
ず
）

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る

は
じ
め
に

一
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
」
の
解
釈

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
Ⅱ

ｌ
和
歌
に
お
け
る
共
同
体
Ｉ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
側
「
模
倣
」
と
歌
ｌ
「
模
倣
」
の
思
想
と
創
造
性
を
考
え
る
Ｉ

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
五
月
」
「
あ
や
め
」
が
そ
ろ
っ
て
用
い
ら
れ
た
例
は
、

す
で
に
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
。
長
歌
の
該
当
箇
所
の
み
引
用
す
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
五
月
に
は
あ
や
め
草
花
橘
を
玉
に
貫
き

霊
に
せ
む
と

（
『
万
葉
集
」
巻
三
・
四
二
三
・
山
前
王
）

ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
く
五
月
の
あ
や
め
草
花
橘
に
貫
き
交
へ

鬘
に
せ
む
と
二
万
葉
集
』
巻
一
八
・
四
一
○
一
・
大
伴
家
持
）

ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
く
五
月
の
あ
や
め
草
蓬
雲
き
酒
宴
遊

び
な
ぐ
れ
ど

（
「
万
葉
集
』
巻
一
八
・
四
二
六
・
大
伴
家
持
）

四
二
三
番
の
歌
は
、
石
田
王
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
哀
傷
歌
で
、
生
前

恋
人
の
も
と
に
通
う
と
き
、
五
月
に
は
菖
蒲
草
や
花
橘
を
霊
（
髪
飾
り
）

に
し
よ
う
か
、
時
雨
の
と
き
に
は
紅
葉
を
裳
に
し
よ
う
か
と
、
い
つ
ま
で

も
仲
良
く
し
た
い
と
願
っ
て
、
こ
の
道
を
通
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
想
像
し

た
歌
で
あ
る
。
家
持
の
四
一
○
一
番
は
、
奈
良
の
留
守
宅
に
い
る
妻
大
嬢

に
贈
る
た
め
に
、
菖
蒲
草
や
花
橘
に
混
ぜ
て
、
真
珠
を
緒
に
通
し
、
謹
に

す
る
た
め
に
届
け
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
四
二
六
番
は
、
久
米
広
縄
が

任
務
を
終
え
て
帰
国
し
た
と
き
に
開
い
た
歓
迎
の
祝
宴
で
、
家
持
が
詠
ん

だ
歌
で
、
逢
え
な
か
っ
た
時
期
に
五
月
の
菖
蒲
草
や
蓬
を
雲
に
し
て
、
酒

を
飲
ん
で
、
気
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
て
き
た
と
い
う
。

谷

知

子
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い
ず
れ
の
歌
で
も
菖
蒲
草
は
霊
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
一
首
の
趣
旨

と
し
て
は
、
恋
し
い
人
が
そ
ば
に
い
な
い
、
逢
い
た
い
、
い
つ
ま
で
も
一

緒
に
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
が
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

菖
蒲
の
霊
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
九
年
五
月
五
日
条
に
よ
る
と
、

天
皇
御
南
苑
、
観
騎
射
走
馬
、
是
日
、
太
政
天
皇
詔
日
、
昔
者
五
日
節
、

常
用
菖
蒲
為
鰻
、
此
来
已
停
此
事
、
従
今
而
後
非
菖
蒲
鰻
者
、
勿
入
宮
中
、

と
あ
り
、
古
来
五
月
の
節
句
の
日
に
は
菖
蒲
の
蔓
を
つ
け
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
た
が
、
一
時
中
止
と
な
り
、
再
び
こ
の
時
に
復
活
し
た
ら
し
い
。

菖
蒲
の
蔓
は
、
邪
気
悪
気
を
払
う
た
め
の
霊
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
五

月
五
日
に
人
々
の
頭
部
を
飾
る
景
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
三
首
は
、
先
に
挙
げ
た
「
古
今
集
』
の
歌
の
序
詞
と
詞

続
き
が
似
通
っ
て
お
り
、
一
種
の
類
型
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

と
す
る
と
、
「
古
今
集
』
の
「
あ
や
め
草
」
も
、
ま
ず
は
鬘
、
も
し
く
は

身
体
に
懸
け
た
状
態
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
万
葉
集
』
に

准
じ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
呪
力
を
持
っ
た
植
物
と
し
て
の
意
味
を
負
い
、

恋
し
い
人
の
不
在
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

次
に
、
第
四
句
の
「
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
古

（２）

今
集
』
の
古
注
釈
は
、
こ
の
部
分
の
解
釈
に
議
論
が
集
中
し
て
い
る
。
藤

（

３

）

（

４

）

原
清
輔
『
奥
義
抄
」
、
顕
昭
「
顕
註
密
勘
」
顕
註
は
、

善
悪
も
知
ら
ず
、
黒
し
白
し
も
知
ら
ぬ
な
り
。
二
奥
義
抄
』
）

ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
な
ど
い
ふ
心
か
と
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
。
あ
る
い
は
、

黒
白
も
知
ら
ず
と
い
ふ
様
な
る
こ
と
も
あ
り
と
い
へ
り
。

（「顕註密勘』顕註）

と
、
明
確
な
語
源
は
示
さ
な
い
が
、
方
向
性
が
わ
か
ら
な
い
、
善
悪
や
黒

白
の
区
別
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
藤
原
定
家
は
こ
と
ば
の
由
来
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
歌
の
事
、
心
は
た
が
ひ
侍
ら
じ
。
た
だ
し
、
世
に
あ
る
も
の
は

錦
織
物
を
は
じ
め
て
、
亀
の
甲
、
貝
の
殻
ま
で
文
な
き
物
は
少
な
し
。

網
の
目
、
木
の
目
、
絹
目
、
布
目
な
ど
い
ふ
よ
り
、
色
ふ
し
見
え
分

か
れ
、
暗
か
ら
ぬ
時
は
ま
づ
文
と
目
と
の
見
分
か
る
る
を
、
暗
き
闇

に
も
な
り
、
心
も
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
、
い
ふ
か
ひ
な
く
な
り
ぬ
れ
ば
、

そ
の
物
の
姿
を
見
れ
ど
、
あ
や
め
な
ど
の
分
か
れ
ず
、
知
ら
れ
ぬ
と
、

あ
や
め
も
知
ら
ず
と
は
い
ふ
と
ぞ
申
さ
れ
し
。
含
顕
註
密
勘
』
密
勘
）

人
を
恋
ふ
る
あ
ま
り
に
、
わ
が
心
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
い
ふ
か
ひ
な
く
な

り
て
、
あ
や
め
も
し
ら
ず
な
り
に
た
り
と
い
ふ
な
り
。
（
中
略
）
夕

暮
れ
の
暗
く
な
り
は
く
る
を
、
物
の
あ
や
め
わ
か
れ
ぬ
程
に
な
ど
、

古
き
物
に
、
常
に
書
き
た
る
な
り
。
（
「
僻
案
抄
』
）

夕
暮
れ
の
闇
に
よ
っ
て
あ
た
り
が
暗
く
な
っ
た
と
き
に
、
事
物
の
文
目

（
模
様
）
が
見
え
な
く
な
る
よ
う
な
状
態
を
「
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
」
と
言

う
の
だ
と
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。
意
味
と
し
て
は
、
や
は
り
物
事
が

識
別
で
き
な
い
、
惚
け
た
状
態
だ
と
し
て
い
る
が
、
暗
闇
の
た
め
に
盲
目

と
な
る
状
態
を
語
源
と
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

八
代
集
の
「
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
」
の
用
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
四
首
の

用
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
、
恋
歌
で
は
な
く
、
人
の
死
を

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

福
足
と
い
ひ
侍
り
け
る
子
の
、
遣
水
に
菖
蒲
を
植
ゑ
お
き
て
亡
く

な
り
侍
り
に
け
る
後
の
年
、
生
ひ
い
で
て
侍
り
け
る
を
見
侍
り
て

し
の
べ
と
や
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
心
に
も
な
が
か
ら
ぬ
世
の
う
き
に
植

ゑ
け
ん
（
「
拾
遺
集
』
哀
傷
・
一
二
八
一
・
藤
原
道
兼
）

五
月
五
日
服
な
り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
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け
ふ
ま
で
も
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
た
も
と
に
は
ひ
き
た
が
へ
た
る
ね
を

や
か
く
ら
ん
ｓ
後
拾
遺
集
』
雑
三
・
九
九
五
・
小
弁
）

少
将
に
侍
り
け
る
時
、
大
納
言
忠
家
か
く
れ
侍
り
け
る
の
ち
、

五
月
五
日
中
納
言
国
信
中
将
に
侍
り
け
る
時
、
消
息
し
て
侍
り

け
る
つ
い
で
に
、
つ
か
は
し
け
る

墨
染
め
の
快
に
か
か
る
ね
を
み
れ
ば
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
涙
な
り
け
り

（
『
千
載
集
」
哀
傷
・
五
七
二
・
藤
原
俊
忠
）

な
げ
く
こ
と
侍
り
け
る
こ
ろ
、
五
月
五
日
、
人
の
も
と
へ
申
し

つ
か
は
し
け
る

今
日
く
れ
ど
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
挟
か
な
昔
を
恋
ふ
る
ね
の
み
か
か
り

て
（
「
新
古
今
集
」
哀
傷
・
七
七
○
・
上
西
門
院
兵
衛
）

道
兼
の
歌
の
「
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
」
は
、
幼
く
て
分
別
が
つ
か
な
い
と
い

う
意
味
だ
が
、
他
の
三
首
は
懸
け
る
べ
き
「
根
」
と
「
音
（
泣
き
声
）
」
の

区
別
が
で
き
な
い
く
ら
い
、
正
気
を
失
っ
て
い
る
状
態
と
す
る
。
し
か
も
、

全
て
五
月
五
日
の
歌
で
あ
る
。
事
物
を
見
分
け
ら
れ
な
い
、
区
別
で
き
な
い

と
い
う
意
味
で
は
、
先
の
古
今
集
注
の
解
釈
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

あ
ま
り
に
も
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
る
の
で
、
「
根
」
の
縁
語
で
あ
る
五
月
五

日
の
「
菖
蒲
」
も
知
ら
な
い
（
節
句
に
気
付
か
な
い
）
と
い
う
意
味
も
含
む
。

ど
の
歌
も
、
五
月
五
日
の
節
句
に
菖
蒲
を
身
に
か
け
た
状
態
を
「
あ
や
め
も

し
ら
ぬ
」
と
表
現
し
て
い
る
点
で
、
先
の
「
万
葉
集
』
の
鬘
に
通
じ
る
用
例

で
、
し
か
も
恋
し
い
人
の
不
在
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
定
家
が
提
起
し
た
「
暗
闇
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
び
思
い
出
し

た
い
。
暗
く
て
「
あ
や
め
」
が
見
え
な
い
状
態
が
「
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
」

の
原
義
で
あ
る
と
定
家
は
説
い
た
が
、
八
代
集
の
用
例
で
は
「
菖
蒲
が
見

え
な
い
」
と
い
う
意
味
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
涙
で
目
の
前
が

暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
た
め
に
で
あ
る
。
諒
闇
と
い
う
暗
闇
に
あ
っ
て
、

物
事
の
識
別
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
だ
。

こ
こ
で
再
び
、
『
古
今
集
』
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
に
戻
ろ
う
。
『
万

葉
集
』
の
例
か
ら
推
察
す
る
に
、
『
古
今
集
」
序
詞
中
の
「
あ
や
め
草
」

も
霊
、
も
し
く
は
身
体
に
懸
け
た
状
態
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
も
、

呪
力
を
持
っ
た
植
物
と
し
て
の
意
味
を
負
い
、
恋
し
い
人
の
不
在
と
強
く

結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
と
す
る
と
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な

い
（
恋
し
い
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
遠
く
に
離
れ

て
い
て
逢
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
禁
忌
の
月
五
月
で
あ
る
が
ゆ
え
に
逢

（５）

え
な
い
か
）
が
、
逢
え
な
い
状
況
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
つ
ら
く
て
事
物
が

見
え
な
く
な
る
よ
う
な
、
心
が
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
と
な
る
恋
と
理
解

す
る
の
が
、
当
時
の
用
例
か
ら
す
る
と
最
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。

試
訳
を
示
す
と
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
、
五
月
の
菖
蒲
草
を
雲
と
し

て
い
る
が
、
恋
人
に
逢
え
ず
、
心
が
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
何
も
見
え
な
く
な

る
よ
う
な
、
そ
ん
な
恋
を
し
て
い
る
こ
と
よ
」
と
な
ろ
う
か
。

こ
の
『
古
今
集
』
歌
は
、
序
詞
に
よ
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
鬘
と
し
た

菖
蒲
草
の
景
物
を
提
示
し
、
景
物
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
や
共
同
体
が
共
有
す

る
意
味
、
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
う
え
で
、
「
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
恋
も
す
る

か
な
」
と
い
う
心
情
表
現
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
く
。
こ
の
歌
の
序
詞
に
描

か
れ
た
景
物
は
、
既
に
「
万
葉
集
』
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
用
例
が
三
首

あ
り
、
当
時
の
歌
人
た
ち
が
共
通
し
て
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
風
景

だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（６）
序
詞
に
つ
い
て
、
渡
部
泰
明
氏
は
「
懐
か
し
さ
」
を
呼
び
起
こ
す
よ
う

な
「
集
団
的
な
記
憶
」
「
複
数
の
人
々
が
共
感
可
能
な
も
の
」
と
表
現
す
る
。

序
詞
は
、
共
同
体
が
共
有
す
る
記
憶
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
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暮
れ
（
『
新
古
今
集
」
夏
．
一
三
○
・
藤
原
良
経
）

建
久
六
年
（
二
九
五
）
二
月
に
女
房
た
ち
に
百
首
歌
を
詠
ま
せ
た
後

の
五
首
歌
会
で
の
作
で
あ
る
。
本
歌
と
共
通
す
る
こ
と
ば
は
、
波
線
を

付
し
た
「
あ
や
め
」
と
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
」
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
先
に
挙
げ
た
「
万
葉
集
」
三
首
と
「
古
今
集
』
に
共
通
す
る
「
あ

や
め
」
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
鳴
く
」
「
五
月
」
が
、
本
歌
取
り
作
に
お
い
て

も
ま
た
、
す
べ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
と
す
る
と
、
良
経
は
、
こ
れ

ら
の
景
物
の
取
り
合
わ
せ
が
持
つ
意
味
を
、
本
歌
取
り
作
に
お
い
て
も
取

り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
本
歌
に
は
な

か
っ
た
「
雨
」
と
「
夕
暮
れ
」
を
加
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
雨
」
と
「
夕

暮
れ
」
は
、
周
囲
を
暗
闇
に
よ
っ
て
閉
ざ
し
、
視
界
を
奪
っ
て
い
く
景
物

で
あ
る
。
良
経
は
、
な
ぜ
「
雨
の
夕
暮
れ
」
に
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
夕
暮
れ
時
は
恋
人
が
逢
う
時
間
な
の
で
、
本
歌
の
恋
の
意
味

を
時
間
に
よ
っ
て
暗
示
し
た
と
も
い
え
る
し
、
菖
蒲
の
香
り
は
闇
の
中
で

こ
そ
強
く
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
先

に
見
た
定
家
の
古
今
集
注
や
八
代
集
の
用
例
に
お
け
る
「
あ
や
め
も
し
ら

ぬ
」
の
意
味
を
考
え
る
と
、
良
経
は
こ
の
歌
が
本
来
持
っ
て
い
た
暗
闇
の

イ
メ
ー
ジ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
良
経

こ
こ
で
、
『
古
今
集
』
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
、
『
新

古
今
集
』
の
藤
原
良
経
の
歌
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

の
序
詞
も
『
古
今
集
』
以
降
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
。
そ
れ
と
入
れ
替

わ
る
よ
う
に
し
て
登
場
し
た
の
が
、
本
歌
取
り
の
修
辞
で
あ
る
。

うちしめり封剥ハ剛ぞかをる

｜
｜
、
本
歌
取
り
の
方
法

ほ
ど
む
ぎ
式
鳴
勺
や
五
月
の
雨
の
夕

の
本
歌
取
り
作
が
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
の
先
掲
歌
と
異
な
る
の
は
、

波
線
部
が
不
特
定
多
数
の
人
間
が
共
有
し
て
い
る
認
識
を
指
す
の
で
は
な

く
て
、
特
定
の
一
首
（
「
古
今
集
』
四
六
九
番
）
を
限
定
し
て
指
し
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
本
歌
取
り
作
に
お
け
る
本
歌
の
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。

本
歌
の
主
情
部
「
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」
は
全
く
用
い
な
い

で
、
景
物
描
写
の
序
詞
を
引
く
こ
と
で
、
無
分
別
で
、
不
条
理
な
激
情
、

ま
た
夜
の
闇
の
盲
目
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
序
詞
の
景
物
が
、

既
に
主
情
部
と
深
く
結
び
つ
い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
良
経
の
歌
に
お
け
る
本
歌
の
位
置
づ
け
は
、
序
詞
が
持

つ
働
き
に
よ
く
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

（７）

本
歌
取
り
の
研
究
史
は
厚
い
が
、
こ
こ
で
は
定
家
の
本
歌
取
り
の
定
義

を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

①
本
歌
か
ら
取
る
こ
と
ば
の
分
量
は
、
本
歌
と
位
置
を
変
え
な
い
場
合

は
二
句
未
満
、
変
え
る
場
合
は
二
句
と
三
・
四
字
ま
で
に
と
ど
め
る
。

②
初
二
句
は
本
歌
の
ま
ま
置
い
て
も
よ
い
が
、
著
名
な
歌
句
は
避
け
る

べき。

③
本
歌
か
ら
主
題
を
変
え
て
詠
む
こ
と
。
例
え
ば
、
春
を
秋
に
、
恋
を

雑
に
変
え
る
な
ど
。

④
本
歌
と
す
る
範
囲
は
、
三
代
集
・
「
伊
勢
物
語
』
・
三
十
六
人
集
の
中

の
、
殊
に
上
手
の
歌
の
範
囲
を
超
え
な
い
。
特
に
、
近
現
代
歌
人
の

歌
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
本
歌
は
集
団
が
共
有
し
て
い
る
古
歌
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
と
明
確
に
わ
か
る
か
た
ち
で
取
り
込
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
点
で
、
共
同
体
の
力
に
負
う
修
辞
法
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
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わ
か
る
。
そ
し
て
、
序
詞
が
必
ず
景
物
描
写
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
本
歌
取
り
で
取
り
込
ん
だ
古
歌
の
表
現
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
景
物
描
写
の
箇
所
を
取
り
込
む
場
合
が
多
い
。
い
く
つ
か
の
本
歌
取
り

例
を
、
分
析
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
『
万
葉
集
』
歌
か
ら
の
本
歌
取
り
例
を
何
首
か
引
用
し
て
み

よ
う
。
本
歌
と
共
通
す
る
表
現
に
波
線
を
付
し
た
。

ぬ
れ
ば
（
『
万
葉
集
」
巻
二
・
一
三
三
・
柿
本
人
麻
呂
、

『新古今集』・涛旅・九○○）

良
経
も
清
輔
も
、
本
歌
の
景
物
描
写
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
取
り

込
ん
で
い
る
。
良
経
は
、
山
全
体
の
笹
の
葉
を
揺
る
が
す
風
は
同
じ
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
笹
の
葉
に
霜
を
加
え
て
、
氷
の
世
界
に
転
換
し
た
。
清

輔
は
、
本
歌
の
相
聞
の
要
素
を
生
か
し
つ
つ
も
、
良
経
同
様
、
霜
の
世
界

に
転
じ
て
い
る
。
凍
て
つ
く
よ
う
な
寒
い
冬
の
景
色
で
あ
り
な
が
ら
、
本

歌
に
よ
っ
て
、
愛
す
る
人
と
の
別
離
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
か
つ
情
熱
と
い

う
よ
り
は
、
冷
え
き
っ
た
、
凍
て
つ
く
悲
し
み
に
変
容
さ
せ
て
い
る
。
良

経
や
清
輔
の
歌
を
享
受
す
る
人
は
、
『
万
葉
集
」
の
相
聞
歌
を
共
有
し
た

う
え
で
、
そ
の
世
界
の
面
影
を
宿
し
た
冬
の
風
景
を
思
い
描
く
。

も
う
一
首
、
『
万
葉
集
』
か
ら
の
本
歌
取
り
例
を
挙
げ
よ
う
。

泡
勾
固
剥
訊
α
山
卿
署
も
音
た
え
て
槙
の
下
葉
に
た
る
ひ
し
に
け
り

含
新
古
今
集
』
巻
六
・
冬
．
六
三
○
・
守
覚
法
親
王
）

を

（『新古今集』冬．六一六・藤原清輔）

（８）

君
来
ず
は
ひ
と
り
や
寝
な
む

へ

本
…

凹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に

の
葉
は
み
山
恕
卸
う
や
に

二
新
古
今
集
』
冬
・
六
一
五
・
藤
原
良
経
）

う
ち
そ
よ
ぎ
こ
ほ
れ
る
霜
を
吹
く
嵐
か
な

』
の
葉
の
み
山
も
そ
よ
に

み
だ
れ
ど
も
吾
は
妹
思
ふ
別
れ
来

さ
や
ぐ
霜
夜

本
歌
は
『
万
葉
集
」
の
大
津
皇
子
の
歌
で
あ
る
。

大
津
皇
子
贈
石
川
郎
女
御
歌
一
首

あ
し
ひ
き
の
山
の
雫
に
妹
ま
つ
と
あ
れ
泡
”
内
勤
猟
制
凹
凹
謂
に

合
万
葉
集
』
巻
二
・
相
聞
・
一
○
七
・
大
津
皇
子
）

本
歌
は
相
聞
歌
だ
が
、
守
覚
法
親
王
の
歌
は
「
雫
」
を
「
た
る
ひ
」
に

転
じ
て
、
冬
の
歌
に
詠
み
な
し
て
い
る
。
守
覚
法
親
王
詠
の
「
た
ち
ぬ
る

る
山
の
雫
」
が
本
歌
の
世
界
を
指
し
、
「
音
た
え
て
」
が
そ
の
世
界
が
消

え
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
昔
の
男
を
濡
ら
し
た
雫
は
「
た
る
ひ
」
と
な
っ

て
垂
れ
、
音
も
た
て
な
い
の
で
あ
る
。
音
を
消
し
去
ら
れ
た
冬
は
、
世
界

が
動
き
を
止
め
た
よ
う
な
静
け
さ
を
獲
得
し
て
い
る
。
本
歌
の
世
界
の
消

（９）失
を
詠
ん
だ
本
歌
取
り
例
で
あ
る
。
本
歌
の
世
界
を
共
有
し
て
い
な
け
れ

ば
、
理
解
で
き
な
い
本
歌
取
り
作
で
あ
る
。

こ
れ
に
類
す
る
例
は
、
西
行
の
次
の
歌
で
あ
る
。

遡
洲
削
叫
〃
鰕
約
隅
以
報
は
夢
な
れ
や
葦
の
枯
れ
葉
に
風
わ
た
る
な
り

二
新
古
今
集
』
冬
．
六
二
五
・
西
行
）

本
歌
は
、
『
後
拾
遺
集
』
に
見
え
る
能
因
の
歌
で
あ
る
。

正
月
ば
か
り
に
津
の
国
に
は
べ
り
け
る
こ
ろ
、
人
の
も
と
に
い

ひ
に
つ
か
は
し
け
る

（
『
後
拾
遺
集
』
春
上
・
四
三
・
能
因
）

西
行
詠
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
」
と
は
、
能
因
が
見
た
難
波
の
春
景

色
、
つ
ま
り
本
歌
の
世
界
で
あ
る
。
「
夢
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
今
は
も

は
や
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
歌
も
本
歌
か
ら

切
り
取
っ
た
の
は
、
景
物
描
写
の
部
分
で
あ
り
、
西
行
の
歌
は
能
因
の
歌

を
前
提
と
し
て
そ
の
消
失
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
鶴
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春
の
け
し
き
を
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最
後
に
も
う
一
例
、
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
を
本
歌
取
り
し
た
歌
を
引

い
て
み
よ
う
。
本
歌
の
世
界
の
人
物
に
な
り
か
わ
っ
て
詠
ん
だ
例
で
あ
る
。

面
影
の
か
す
め
る
別
ぞ
や
ど
り
け
る
割
勘
釧
司
剛
袖
の
涙
に

（
「
新
古
今
集
』
恋
二
・
二
三
六
・
俊
成
女
）

本
歌
は
、
『
伊
勢
物
語
』
四
段
の
歌
で
あ
る
。

別
や
あ
ら
ぬ
智
判
笥
剛
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し

て
亀
伊
勢
物
語
」
四
段
、
「
古
今
集
乞

本歌と共通することばは、「月」「春や昔の」である。「月」も「春」

も
、
景
物
か
心
情
か
と
い
え
ば
、
景
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
月
は
月
で
も

「
面
影
の
か
す
め
る
月
」
で
あ
る
し
、
春
は
春
で
も
業
平
が
泣
き
濡
れ
た
、

特
別
な
「
春
」
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
本
歌
の
世
界
を
色
濃
く
背
負
っ
た
月

で
あ
り
、
春
と
い
う
景
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

俊
成
卿
女
の
歌
に
詠
ま
れ
た
景
物
「
月
」
と
「
春
」
は
、
普
通
の
景
物

で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
序
詞
な
ど
に
描
か
れ
た
景
物
や
和
歌

に
お
け
る
本
意
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
時
代
を
問
わ
ず
、
日
本
の
和
歌

に
お
け
る
自
然
は
、
自
然
で
あ
っ
て
、
自
然
で
は
な
い
。
人
間
の
営
み
の

中
で
意
味
付
け
ら
れ
、
そ
の
特
性
が
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
景
物
、

風
景
の
本
意
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
美
意
識
や
価

値
観
が
変
化
し
て
い
く
。

本
歌
か
ら
切
り
い
れ
る
こ
と
ば
は
、
分
け
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、

一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
「
特
殊
な
意
味
を
含
み
持
つ
景
物
描
写
」
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
特
殊
な
意
味
は
、
同
時
代
で
共
有
す
る

古
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

序
詞
も
、
序
詞
に
相
当
す
る
景
物
描
写
は
、
共
同
体
が
共
有
す
る
イ

メ
ー
ジ
や
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
視
点
で
本
歌
取
り
の

序
詞
は
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く

が
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
頭
に
か
け
て
、
逆
に
本
歌
取
り
が
盛
ん
に
用
い
ら

（旧）

れ
る
よ
う
に
な
る
。
序
詞
は
、
後
世
に
な
っ
て
古
代
和
歌
に
与
え
ら
れ
た
概

（Ⅱ）念
で
あ
っ
て
、
古
代
の
和
歌
が
序
詞
と
い
う
概
念
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
意
識

的
に
詠
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
歌
取
り
の
よ
う
に
明
確
な
方
法
意
識
の

も
と
に
用
い
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
意
識
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ

ク
の
差
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
背
景
に
あ
る
人
間
の
、
歌
を
生
み
出
す
エ
ネ
ル

ギ
ー
や
営
み
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
い
う
点
で
は
同
じ
だ
と
思
う
。
序
詞
が

景
物
描
写
に
よ
っ
て
読
者
の
共
感
を
呼
び
、
共
有
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
主
意

に
向
け
て
以
心
伝
心
を
は
か
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
歌
取
り
は
本
歌
で
ま

ず
読
者
の
共
感
を
呼
び
、
そ
こ
か
ら
主
意
を
展
開
し
て
い
く
手
法
で
あ
る
。

他
者
に
向
け
て
、
個
人
的
な
感
情
で
は
な
く
、
ま
ず
共
有
で
き
る
景
物
を

提
示
し
て
、
共
感
さ
せ
、
次
な
る
世
界
に
引
き
込
ん
で
い
く
装
置
と
し
て

は
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
序
詞
を
は
じ
め
と
す
る
景
物
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
人
間
が
付
与
し
た
意
味
が
あ
る
よ
う
に
、
本
歌
の
世
界
も
個
人

を
越
え
て
共
同
体
が
共
有
す
る
、
特
定
の
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

歌
を
見
て
み
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
月
」
「
春
や
む
か
し
の
」
の
組
み

合
わ
せ
で
、
誰
も
が
『
伊
勢
物
語
」
に
語
ら
れ
る
業
平
と
高
子
の
恋
と
別

離
を
想
起
す
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
を
享
受
す
る
集
団
が
共
有
す
る
の
が
本

歌
の
箇
所
で
、
そ
こ
に
自
分
の
心
情
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
点
で
、
集
団

と
個
人
が
織
り
な
す
世
界
が
形
成
さ
れ
た
序
詞
の
構
造
と
似
通
っ
て
い
る

のだ。
三
、
序
詞
か
ら
本
歌
取
り
へ
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時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
序
詞
が
そ
の
役
割
を
終
え
、
ま
た
中
世
に

本
歌
取
り
が
流
行
る
と
い
う
時
代
に
よ
る
変
化
の
根
底
に
は
、
和
歌
が
有
す

る
、
変
わ
ら
な
い
本
質
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
和
歌
は
人
間
の
営

み
の
本
質
を
負
う
も
の
で
、
基
本
的
に
は
心
情
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
限
ら

れ
た
三
十
一
文
字
の
世
界
の
中
で
古
代
人
は
序
詞
な
ど
に
風
景
を
託
し
、

中
世
の
歌
人
は
本
歌
の
世
界
に
よ
っ
て
、
他
者
と
共
有
を
は
か
ろ
う
と
し

た
。
心
情
を
た
だ
述
べ
る
だ
け
で
は
人
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
他
者
と
共
有
で
き
る
風
景
や
特
別
な
意
味
を

持
つ
本
歌
の
世
界
を
共
有
し
た
う
え
で
、
心
を
伝
え
て
い
こ
う
と
し
た
。

こ
う
し
て
、
序
詞
と
本
歌
取
り
を
つ
な
い
で
み
た
と
き
、
稿
者
は
「
本

意
」
の
問
題
に
直
面
す
る
。
「
本
意
」
は
景
物
を
も
っ
と
も
価
値
あ
る
状

態
に
せ
し
め
る
、
人
間
文
化
に
根
ざ
し
た
自
然
の
規
定
、
把
握
で
も
あ
る
。

集
団
が
共
有
す
る
概
念
で
も
あ
る
。
序
詞
も
本
歌
取
り
も
、
本
意
の
形
成

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

序
詞
は
先
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
」
な
ど
の
よ
う

に
、
長
い
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
五
月
」
「
あ
や
め
草
」

と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
景
物
の
本
意
が
形
成
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
短
い
こ

と
ば
だ
け
で
序
詞
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
序
詞
の
用
例
の
減
少
は
、
景
物
の
本
意
の
形
成
と
関
係
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
歌
は
本
意
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
も

よ
い
。
古
歌
が
本
意
を
形
成
す
る
場
合
も
多
く
、
例
え
ば
末
の
松
山
な
ど

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
本
意
と
本
歌
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
本
歌
は
、
あ

る
特
定
の
一
首
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
意
は
共
同
体
の
認

識
な
の
で
、
た
く
さ
ん
の
歌
の
群
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

非
常
に
荒
い
図
式
で
示
す
と
、
序
詞
は
本
意
の
形
成
に
よ
っ
て
そ
の
役

割
を
終
え
、
本
歌
取
り
は
本
意
の
よ
う
な
集
団
性
に
強
い
も
の
で
は
な
く
、

特
定
の
、
個
の
歌
を
取
り
込
む
方
向
性
を
持
つ
、
本
意
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
誕
生
し
た
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
意
か
ら
本

歌
へ
と
い
う
道
筋
の
間
に
は
、
院
政
期
の
歌
人
た
ち
の
「
古
歌
を
盗
む
」

と
い
う
発
想
の
背
景
に
あ
る
、
古
歌
を
共
有
財
産
で
は
な
く
、
他
者
の
も

（吃）

の
と
考
え
る
意
識
の
変
化
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。

和
歌
が
人
間
の
営
み
の
本
質
を
負
う
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
人
間
の

心
情
を
詠
む
も
の
と
す
れ
ば
、
目
に
は
見
え
な
い
心
情
を
い
か
に
し
て
人
に

伝
え
る
か
と
い
う
と
き
に
、
共
有
で
き
る
も
の
が
序
詞
か
、
本
意
か
、
本
歌

か
、
の
差
は
あ
る
が
、
集
団
の
中
で
共
有
で
き
る
具
体
的
な
事
物
を
提
示
し
、

共
感
を
誘
う
と
い
弓
占
等
は
、
変
わ
ら
な
い
普
遍
性
を
持
つ
。
他
者
と
共
有

で
き
る
風
景
や
特
別
な
意
味
を
持
つ
本
歌
の
世
界
を
共
有
し
た
う
え
で
、
心

を
伝
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
だ
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。

集
団
は
模
倣
、
個
人
は
創
造
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
序
詞
、
本

意
、
本
歌
取
り
と
、
名
前
を
変
え
な
が
ら
も
、
そ
の
両
者
が
織
り
な
す
世

界
は
、
時
代
を
越
え
て
、
和
歌
の
本
質
と
し
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ

た
の
だ
。
し
か
し
、
中
で
も
本
歌
取
り
は
、
模
倣
と
も
思
え
る
よ
う
な
方

法
を
と
り
な
が
ら
、
模
倣
と
は
異
質
の
、
全
く
新
し
い
創
造
の
世
界
を
獲

得
し
た
。
自
覚
的
な
方
法
の
確
立
と
言
う
点
で
、
模
倣
に
似
て
い
な
が
ら

逆
に
、
す
ぐ
れ
て
創
造
的
な
修
辞
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
和
歌
の
本
文
は
原
則
と
し
て
『
国
歌
大
観
」
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。

（
２
）
源
俊
頼
二
俊
頼
髄
脳
乞
は
、
「
あ
や
め
」
を
蛇
の
意
味
と
す
る

と
い
う
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
３
）
本
文
は
、
『
日
本
歌
学
大
系
』
（
風
間
書
房
）
に
よ
る
。

-５９-



特集・〈型〉のダイナミズムⅡ

（
４
）
本
文
は
、
『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
二
二
顕
註
密
勘
』
（
日
本
古
典

文
学
会
、
一
九
八
七
）
に
収
録
さ
れ
た
中
央
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
顕

注密勘」による。

（
５
）
「
五
月
」
は
、
悪
月
と
さ
れ
、
邪
気
・
不
吉
を
払
う
た
め
に
定
め
ら
れ

た
の
が
、
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
だ
と
い
う
。
農
事
で
い
え
ば
、
田

植
え
時
の
慎
み
、
「
雨
つ
つ
み
」
（
折
口
信
夫
）
の
禁
忌
の
月
で
、
今
井
優

氏
は
、
農
作
業
の
期
間
で
斎
戒
期
間
中
な
の
で
、
男
女
は
逢
わ
な
い
の

が
原
則
と
す
る
二
古
今
風
の
起
源
と
本
質
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
）
。

（
６
）
序
詞
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
目
を
転
じ
、
研
究
史
を
概
観
し
て

お
こ
う
。
古
代
和
歌
の
序
詞
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
日
出
男
氏
の
心
物
対

応
構
造
と
い
う
仕
組
み
の
解
明
、
大
浦
誠
士
氏
の
時
代
に
よ
る
変
遷
、

歌
体
の
成
立
過
程
と
の
関
連
と
の
細
や
か
な
分
析
、
「
即
境
的
景
物
」

を
ま
ず
提
示
、
寄
せ
て
心
情
を
述
べ
る
形
の
、
古
代
的
発
想
に
由
来
す

る
と
見
る
土
橋
寛
氏
、
「
重
ね
」
と
い
う
共
時
的
文
脈
で
、
歌
の
こ
と

ば
が
意
味
を
志
向
し
つ
つ
も
音
楽
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
意
味
以
前
の
姿

を
示
し
て
い
る
と
説
く
森
朝
男
氏
、
序
詞
を
育
て
た
も
の
は
声
の
く
う

た
〉
、
交
話
に
先
立
つ
、
挨
拶
と
し
て
の
機
能
と
す
る
品
田
悦
一
氏

な
ど
の
成
立
・
本
質
論
な
ど
、
成
立
か
ら
変
遷
に
至
る
議
論
は
非
常

に
厚
い
。
『
古
今
集
』
の
序
詞
に
つ
い
て
も
、
片
桐
洋
一
氏
は
、
『
古

今
集
』
の
恋
歌
に
は
、
『
万
葉
集
」
の
書
嶮
歌
や
寄
物
陳
思
歌
の
影

響
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
が
『
万
葉
集
』
の

警
嶮
歌
や
寄
物
陳
思
歌
を
歌
の
本
体
と
し
て
尊
重
し
讃
仰
し
て
い
た

か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
萩
野
了
子
氏
は
、
『
古
今
集
』
の
撰

者
た
ち
が
全
く
新
し
い
修
辞
と
し
て
、
序
詞
を
再
生
し
た
と
す
る
。
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。

（
８
）
「
乱
」
の
訓
は
、
「
さ
や
ぐ
」
「
み
だ
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序
詞
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形
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す
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自
覚
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時
代
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あ
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古
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表
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が
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（
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取
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古
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