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瓜
の
歌
－
催
馬
楽
「
山
城
」
と
和
歌
1

大

木

桃

子

再
解
釈
と
、
そ
の
影
響
下
に
成
っ
た
和
歌
の
検
討
を
試
み
た
い
。

は
じ
め
に

　
瓜
の
歌
と
言
え
ば
、
山
上
憶
良
作
「
思
二
子
等
一
歌
一
首
井
序
」
の

「
瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ
」
（
『
万
葉
集
』
八
〇
六
）
の
一
節
が
有
名

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
の
和
歌
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
平
安
朝
以
降

の
瓜
を
詠
み
込
む
和
歌
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
催
馬
楽
「
山
城
」
を
踏
ま

え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
「
瓜
つ
く
り
」
の
語
が
使
わ
れ
、
縁
語
と
し
て

「
な
る
」
「
た
つ
」
が
多
用
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
理
解
に
間
違
い
は
な

い
の
だ
が
、
催
馬
楽
の
「
瓜
た
つ
」
は
未
だ
決
定
的
な
解
釈
が
出
て
お

ら
ず
、
「
た
つ
」
の
縁
語
と
し
て
の
用
い
ら
れ
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

又
、
催
馬
楽
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
平
安
朝
中
期
以
降
は
瓜
の
詠

ま
れ
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に
、
「
山
城
」
の

「
山
城
」
を
引
用
す
る
。

　
三
二

　
山
城
の
　
狛
の
わ
た
り
の
　
瓜
つ
く
り
な
　
な
よ
や
ら
い
し

　
な
や
　
さ
い
し
な
や

　
瓜
つ
く
り
瓜
つ
く
り
は
れ

瓜
つ
く
り
　
我
を
欲
し
と
言
ふ
　
い
か
に
せ
む
　
な
　
な
よ
や

ら
い
し
な
や
　
さ
い
し
な
や
　
い
か
に
せ
む
　
い
か
に
せ
む
　
は
れ
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い
か
に
せ
む
　
な
り
や
し
な
ま
し

な
や
　
さ
い
し
な
や
　
瓜
た
つ
ま

瓜
た
つ
ま
で
に
や

　
　
　
　
　
　
ユ
　

瓜
た
つ
ま
で
に

ら
い
し
　
　
を
検
討
す
る
。

諸
注
の
指
摘
の
と
お
り
、
嘩
し
詞
を
除
け
ば

　
　
山
城
の
狛
の
わ
た
り
の
瓜
つ
く
り
我
を
欲
し
と
言
ふ
瓜
た
つ
ま
で
に

又
は

　
　
山
城
の
狛
の
わ
た
り
の
瓜
つ
く
り
我
を
欲
し
と
言
ふ
い
か
に
ぞ
我

　
　
が
せ
む

と
い
う
短
歌
形
式
に
還
元
で
き
る
。
「
我
を
欲
し
」
は
文
法
的
に
は

「
我
が
欲
し
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
破
格
で
あ
る
が
、
『
万
葉
集
』

二
三
六
六
の
旋
頭
歌

　
　
山
城
の
久
世
の
若
子
が
欲
し
と
言
ふ
我
あ
ふ
さ
わ
に
我
を
欲
し
と

　
　
言
ふ
山
城
の
久
世

に
類
例
が
あ
る
こ
と
が
古
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
山
城
の
狛
は
瓜
の
産

地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
今
も
京
都
府
相
楽
郡
の
山
城
町
と
精
華
町

に
、
そ
れ
ぞ
れ
上
狛
、
下
狛
の
地
名
が
残
る
。
当
時
、
渡
来
系
の
人
が

特
殊
な
生
活
集
団
を
作
っ
て
お
り
、
渡
来
人
と
日
本
女
性
の
交
渉
を
歌
っ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
歌
か
ら
は
、
瓜
つ
く
り
の
男
の
求
愛
の
熱
心
さ
が
読
み

取
れ
る
。
一
、
二
段
落
に
特
に
問
題
は
な
い
が
、
三
段
落
目
は
誰
の
言

葉
と
取
る
か
も
含
め
て
い
く
つ
か
の
間
馬
を
含
ん
で
い
る
。
以
下
そ
れ

①
「
な
り
や
し
な
ま
し
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
催
馬
楽
注
釈
書
の
嗜
矢
、
一
条
多
良
の
『
梁
塵
愚
案
抄
』
は

　
　
瓜
作
の
妻
に
な
り
や
せ
ま
し
と
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

と
求
愛
さ
れ
た
女
性
の
心
境
と
解
し
て
い
る
。
賀
茂
真
淵
『
催
馬
楽
考
』

も
同
様
の
解
で
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
、
小
西
甚
一
（
『
日
本
古
典
文

学
大
系
』
）
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
伊
勢
歌

　
　
一
〇
九
九

　
　
を
ふ
の
浦
に
片
枝
さ
し
覆
ひ
な
る
な
し
の
な
り
も
な
ら
ず
も
寝
て

　
　
語
ら
は
む

を
引
き

「
き
っ
と
話
が
つ
く
か
も
知
れ
な
い
わ
よ
」
と
訳
し
た
。
「
実
が
な
る
」

を
「
婚
姻
が
成
立
す
る
」
意
と
の
掛
詞
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
臼
田

甚
五
郎
（
旧
・
新
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
）
は

　
　
「
山
城
の
狛
の
里
の
あ
た
り
の
瓜
づ
く
り
　
ナ
ヨ
ヤ
、
ラ
イ
シ
ナ

　
　
ヤ
、
サ
イ
シ
ナ
ヤ
、
国
づ
く
り
　
瓜
づ
く
り
　
ハ
レ
。
瓜
づ
く
り
、

　
　
私
を
愛
人
に
し
た
い
と
言
う
。
ど
う
し
ょ
う
。
ナ
ヨ
ヤ
、
ラ
イ
シ

　
　
ナ
ヤ
、
サ
イ
シ
ナ
ヤ
、
ど
う
し
ょ
う
、
ど
う
し
ょ
う
、
ハ
レ
」

　
　
「
ど
う
し
ょ
う
。
ま
と
ま
る
で
し
ょ
う
か
、
瓜
が
熟
す
る
ま
で
に

　
　
よ
、
ラ
イ
シ
ナ
ヤ
、
サ
イ
シ
ナ
ヤ
、
瓜
が
熟
す
る
ま
で
、
瓜
が
熟
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す
る
ま
で
に
」

と
、
男
女
の
掛
け
合
い
と
取
り
、
「
な
る
」
は
婚
姻
が
ま
と
ま
る
こ
と
、

「
ま
し
」
は
　
「
ら
し
」
と
同
義
と
解
し
て
い
る
。
小
西
説
と
一
部
共
通

す
る
。
以
上
の
諸
注
は
、
婚
姻
が
ま
と
ま
る
こ
と
、
妻
に
な
る
こ
と
が

い
い
の
か
悪
い
の
が
は
っ
き
り
示
し
て
い
な
い
が
、
否
定
的
な
要
素
は

感
じ
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
池
田
弥
三
郎
（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
『
歌
謡
』
1
）

は
、
瓜
が
成
熟
す
る
こ
と
と
男
女
の
仲
が
成
立
す
る
こ
と
が
「
な
る
」

で
あ
る
と
し
、
先
の
旋
頭
歌
を
挙
げ
て

　
　
こ
の
旋
頭
歌
で
も
、
言
外
に
「
い
か
に
せ
ん
」
と
い
う
気
持
ち
が

　
　
あ
る
が
、
こ
の
ほ
う
は
、
玉
の
輿
へ
の
空
想
を
楽
し
ん
で
い
る
の

　
　
だ
が
、
催
馬
楽
の
ほ
う
は
、
瓜
作
り
の
求
婚
が
嬉
し
く
は
な
い

　
　
「
い
か
に
せ
ん
」
で
あ
る
。

と
述
べ
、
渡
来
人
と
日
本
人
の
文
化
・
宗
教
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
現

代
語
訳
も

　
　
…
困
る
じ
ゃ
な
い
。
い
け
好
か
な
い
。
ど
う
し
ょ
う
。
で
き
た
ら

　
　
し
い
ね
と
人
の
口
。
瓜
の
つ
ま
。
い
け
好
か
な
い
。

と
は
っ
き
り
拒
絶
の
歌
と
す
る
。
「
た
つ
ま
」
に
「
立
つ
」
と
「
妻
」

を
掛
け
て
い
る
と
見
て
い
る
。
折
口
信
夫
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十

八
巻
・
ノ
ー
ト
編
）
は

　
　
こ
れ
で
は
わ
か
ら
ぬ
。
「
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
か
も
し

と
し

れ
な
い
。
な
る
は
ず
が
な
い
の
だ
が
、
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
」

と
い
う
べ
き
だ
が
、
そ
こ
ま
で
導
く
内
容
が
こ
の
歌
に
な
い
。

　
　
文
法
の
乱
れ
か
け
て
い
る
時
分
で
、
「
ま
し
」
も
「
ら
し
」
も
は
っ

　
　
き
り
知
ら
ず
に
歌
っ
た
時
代
だ
。

と
述
べ
る
。
現
代
語
訳
は

　
　
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。
困
っ
た
こ
と
だ
。
瓜
が
立
つ
程
度

　
　
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
瓜
が
立
つ
程
度

　
　
に
。

と
い
う
独
特
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
「
ま
で
に
」
を
期
限
と
見
ず
、
程

度
と
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又

　
　
下
の
段
で
は
評
判
が
立
つ
と
い
っ
て
い
る
と
は
い
え
ぬ
が
、
ど
う

　
　
も
そ
う
い
う
気
分
ら
し
い
。

と
も
述
べ
る
。
二
人
の
噂
が
広
ま
っ
て
困
っ
た
こ
と
だ
、
と
捉
え
て
い

る
点
で
池
田
説
に
近
い
。
西
角
井
正
慶
（
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
十
四

『
日
本
の
歌
謡
』
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
瓜
作
人
に
対
し
て
遊
吟
す
る
口
吻
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
何
と
し
て

　
　
も
こ
の
嘩
子
詞
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
興
奮
が
よ
ろ
し
い
。
如
何
せ
ん

　
　
の
狼
狽
も
や
る
瀬
な
い
気
持
よ
り
は
ど
こ
か
滑
稽
味
が
あ
る
。

拒
否
と
は
言
え
、
女
の
心
は
軽
い
。
以
上
、
臼
田
以
外
は
女
の
独
白
と

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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さ
て
、
「
な
り
や
し
な
ま
し
」
の
意
味
を
考
察
す
る
た
め
に
、
和
歌

や
物
語
や
中
で
の
使
わ
れ
方
を
調
べ
て
み
よ
う
。
助
動
詞
「
ま
し
」
は

一
般
に
疑
問
の
助
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
た
場
合
は
た
め
ら
い
・
迷
い
の

気
持
ち
を
表
す
と
さ
れ
る
。
和
歌
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

　
　
六
〇
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
房
朝
臣

　
　
隠
沼
に
忍
わ
び
ぬ
る
我
が
身
哉
井
手
の
か
は
っ
と
成
や
し
な
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
後
撰
和
歌
集
』
）

　
　
一
七
九
七

　
　
　
題
知
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
信
朝
臣

　
　
い
に
し
へ
の
山
井
の
衣
な
か
り
せ
ば
忘
ら
る
＼
身
と
な
り
や
し
な

　
　
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
）

二
首
は
、
起
こ
り
う
る
事
態
を
想
定
し
、
そ
う
な
り
た
く
な
い
と
願
う

気
持
ち
で
あ
る
。
一
方

　
　
七
七
〇

　
　
　
題
知
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
観
法
師

　
　
し
の
ぶ
れ
ば
苦
し
が
り
け
り
篠
薄
秋
の
盛
り
に
な
り
や
し
な
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
）

　
　
六
七

　
　
　
は
じ
め
て
あ
へ
る
女
に
か
が
み
を
か
り
て
返
し
つ
か
は
す
と
て

　
　
み
て
の
ち
は
い
と
ど
心
ぞ
ま
す
鏡
か
げ
す
む
人
に
な
り
や
し
な
ま

　
　
U
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
基
俊
集
』
）

の
よ
う
に
、
で
き
る
こ
と
な
ら
そ
う
な
り
た
い
と
い
う
心
境
を
表
す
場

合
も
あ
る
。
「
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
、
な
り
た
く
な
い
」
、
「
な

れ
な
い
け
れ
ど
、
な
り
た
い
」
と
起
こ
り
う
る
事
態
に
よ
っ
て
気
持
ち

も
揺
れ
動
く
。
物
語
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
「
…
『
い
か
さ
ま
に
せ
む
、
法
師
に
や
な
り
な
ま
し
、
死
に
や
し

　
　
な
ま
し
、
滋
野
の
帥
の
や
う
に
憂
へ
を
や
申
さ
ま
し
』
と
な
む
思

　
　
ひ
騒
ぎ
し
。
…
」
　
　
　
　
　
　
　
（
『
宇
津
保
物
語
』
蔵
開
下
）

藤
壺
の
東
宮
入
内
が
決
ま
っ
た
と
き
の
自
分
の
心
境
を
回
想
し
て
、
涼

が
仲
国
に
語
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
ど
う
し
ょ
う
、
法
師
に
な
ろ

う
か
、
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
お
う
か
…
」
と
い
う
切
羽
詰
ま
っ
た
思
い

で
あ
る
。
「
山
城
」
の
「
な
り
や
し
な
ま
し
」
も
「
い
か
に
せ
ん
」
と

共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
た
め
ら
い
の
意
志
と
み
る
の
が
自
然
で

あ
る
。
歌
謡
は
歌
わ
れ
る
場
、
歌
い
手
の
立
場
に
よ
っ
て
多
様
に
解
釈

で
き
る
と
い
う
特
色
を
持
つ
。
一
部
が
歌
い
変
え
ら
れ
て
広
ま
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
「
山
城
」
に
限
っ
て
言
え
ば
問
題
の
部
分
は

「
婚
姻
が
ま
と
ま
る
で
し
ょ
う
か
」
で
も
「
噂
が
広
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」

で
も
な
く
、
「
（
な
り
た
く
な
い
が
）
瓜
つ
く
り
の
妻
に
な
っ
て
し
ま

お
う
か
」
と
訳
す
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
歌
全
体
は
女
性

の
独
白
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
な
る
」
に
「
瓜
の
実
が
な
る
」
が

掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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②
「
瓜
た
つ
」
に
つ
い
て

　
「
瓜
た
つ
」
は
瓜
が
熟
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
。
果
実
が
熟
す

る
の
は
一
般
的
に
は
「
熟
む
」
で
あ
り
、
「
た
つ
」
と
い
う
表
現
は
使

わ
な
い
が
、
『
梁
塵
愚
案
抄
』
が

　
　
瓜
の
な
り
た
つ
ま
で
猶
や
ま
ず
ほ
し
と
老
心
な
り

と
注
し
た
た
め
、
以
後
皆
そ
の
解
釈
に
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
『
催
馬
楽
考
』
も

　
　
瓜
の
お
ひ
た
つ
ま
で
に
し
ば
し
は
な
り
や
せ
ん
や
と
い
ふ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
す
る
。
橘
守
部
『
催
馬
楽
譜
入
文
』
は
先
注
を
退
け
、
三
段
目
を
男

の
言
葉
と
解
し
、
「
う
り
た
つ
」
を
女
が
初
め
て
男
に
逢
う
意
の
「
破

瓜
」
と
取
る
独
特
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
破
瓜
は
瓜
と
い
う
字
を
二

つ
に
割
る
と
八
が
二
つ
に
な
る
と
こ
ろ
が
ら
、
二
八
1
1
十
六
で
女
子
の

十
六
歳
、
又
は
八
八
1
1
六
十
四
で
男
子
の
六
十
四
歳
と
い
う
年
齢
を
示

す
も
の
で
、
処
女
貫
通
と
は
直
接
関
係
な
い
。
守
部
が
根
拠
と
し
た
の

は
中
国
の
「
楊
文
公
詩
」
と
『
轍
暁
録
』
、
後
に
改
め
て
問
題
に
す
る

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
三
つ
だ
が
、
か
ろ
う
じ
て
処
女
貫
通
の
意
味
に
取

れ
る
の
は
明
代
の
『
轍
影
響
』
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
「
民
家
の
処
女
。

初
（
め
て
）
寝
を
人
に
薦
む
る
こ
と
を
得
（
る
を
）
破
瓜
と
日
（
う
）
」

と
あ
り
、
遊
里
の
水
揚
げ
の
意
味
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

破
瓜
を
「
瓜
た
つ
」
と
読
む
の
は
無
理
で
あ
っ
て
、
瓜
は
「
わ
る
」
も

の
で
あ
る
。
安
倍
晴
明
が
、
道
長
に
献
上
さ
れ
た
早
瓜
の
毒
を
見
抜
い

た
説
話
で
は
、
刀
で
瓜
を
切
る
こ
と
も
「
わ
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
道
長
が
）
義
家
に
仰
て
、
瓜
を
わ
ら
せ
け
れ
ば
、
腰
刀
を
ぬ
き

　
　
て
わ
り
け
れ
ば
、
中
に
小
蛇
わ
だ
か
ま
り
て
あ
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
著
聞
集
』
悪
道
九
・
二
九
四
）

又
、
「
瓜
破
」
と
書
い
て
「
う
り
わ
り
」
と
読
む
地
名
や
姓
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

『
入
文
』
の
後
に
出
た
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
言
』
も
破
瓜
説
は
取
ら
ず

　
　
瓜
の
花
落
よ
り
漸
大
く
成
を
瓜
立
と
い
ひ
け
ん
か
立
は
も
の
＼
成

　
　
立
也

と
す
る
。

　
近
代
に
な
っ
て
、
小
西
甚
一
が
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
頭
注
で

　
　
瓜
が
熟
す
る
。
ほ
か
に
用
例
を
見
な
い
け
れ
ど
も
前
後
の
関
係
か

　
　
ら
推
し
て
、
熟
す
る
こ
と
ら
し
い
。
旧
説
は
「
立
つ
」
と
し
て
解

　
　
す
る
が
、
む
し
ろ
「
経
つ
」
の
方
か
ら
来
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い

　
　
か
。
瓜
の
花
が
落
ち
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
間
に
と
い
っ

　
　
た
心
持
。

と
説
い
た
。
こ
れ
が
決
定
打
と
な
り
、
以
降
、
「
経
つ
」
か
「
立
つ
」

か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
熟
す
る
」
の
解
釈
が
定
着
す
る
。
「
日
本
国

宏
大
辞
典
」
も
「
う
り
た
つ
」
で
立
項
し
、
「
瓜
が
熟
す
る
」
の
意
味

を
付
す
。
つ
ま
り
用
例
が
な
い
が
、
他
に
良
い
解
釈
が
な
い
の
で
状
況

か
ら
そ
う
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
近
年
二
つ
の
説
が
出
た
。
ま
ず
、
松
本
宏
司
の
論
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文
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

　
「
熟
す
」
の
意
味
は
前
後
の
文
脈
か
ら
の
推
定
で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う

に
期
限
を
設
定
し
た
の
か
が
説
明
で
き
な
い
。
「
た
つ
」
を
「
献
上
す

る
」
と
い
う
意
に
取
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
魚
心
　
五
十
鈴
の
宮
に
　
御
膳
た
つ
と
　
打
つ
な
る
瓢
は
宮

　
　
も
轟
に
　
　
　
　
　
　
（
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
延
暦
二
十
三
年
）

神
に
供
え
る
食
料
「
お
お
み
け
」
を
献
上
す
る
こ
と
を
「
御
饅
た
つ
」

と
表
現
し
て
い
る
。

　
　
松
が
崎
　
絶
え
ぬ
氷
室
に
　
天
皇
の
　
千
代
の
例
を
　
今
日
ぞ
た

　
　
て
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
百
番
歌
合
・
春
上
二
）

　
　
九
重
に
　
今
日
立
て
工
む
る
　
氷
こ
そ
　
風
に
も
解
け
ぬ
　
例
な

　
　
り
け
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
五
百
番
歌
合
・
一
九
）

二
首
は
氷
の
献
上
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
献
上
す
る
品
物
で
あ
れ
ば

何
で
も
そ
の
下
に
「
た
つ
」
を
直
接
つ
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

実
際
平
安
初
期
に
は
瓜
を
献
上
す
る
行
事
が
あ
っ
た
。
内
膳
司
が
直
接

経
営
す
る
菜
園
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜
を
決
め
ら
れ
た
期
間
に
納
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
『
帝
王
編
年
記
』
五
月
五
日
の
条
に
は
「
内

膳
司
献
早
瓜
事
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
早
々
を
献
上
す
る
の

は
桓
武
天
皇
が
新
た
に
設
け
た
山
城
の
御
園
と
決
ま
っ
て
い
た
。
以
上

か
ら
「
出
た
つ
」
が
献
上
の
意
味
で
あ
っ
た
な
ら
、
「
五
月
五
日
の
早

瓜
の
献
上
の
日
ま
で
に
」
と
解
せ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
期
限
を

こ
の
よ
う
に
設
定
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
、
こ
の
説
の
意
味
が
な
い
。

そ
こ
で
期
限
設
定
の
意
味
を
探
る
と
、
『
延
喜
式
』
な
ど
の
年
中
行
事

書
に
「
若
輩
両
者
。
献
花
根
」
の
割
注
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
初
物

が
実
ら
な
く
て
も
絶
対
に
こ
の
日
並
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

逆
に
言
え
ば
、
瓜
作
り
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
瓜
が
な
っ
て
こ
そ
面
目

が
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
瓜
献
上
直
前
の
瓜
作
り
の

気
持
ち
を
考
え
る
と
、
欲
し
い
と
言
っ
て
い
る
「
我
」
と
は
実
は
「
瓜

の
実
」
な
の
で
は
な
い
か
。
「
い
か
に
せ
ん
、
な
り
や
し
な
ま
し
」
は
、

擬
人
化
さ
れ
た
瓜
の
実
が
「
ど
う
し
ょ
う
か
、
実
っ
て
し
ま
お
う
か
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
求
愛
の
話
だ
と
思
わ
せ
て
最
後
で
事
実

が
わ
か
る
、
い
わ
ゆ
る
「
は
ぐ
ら
か
し
の
手
法
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
松
本
説
の
骨
子
で
あ
る
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
で
は
、
動

詞
「
献
つ
」
に

　
　
「
た
つ
」
に
本
来
「
さ
さ
げ
る
」
の
意
が
あ
る
と
す
る
ほ
か
、
「
た

　
　
て
る
（
立
）
」
と
同
語
源
で
、
出
発
さ
せ
る
の
意
の
も
の
か
ら
、

　
　
物
な
ど
を
他
に
至
ら
せ
る
、
献
上
す
る
の
意
に
変
化
し
た
も
の
と

　
　
考
え
る
説
も
あ
る
。

と
補
注
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
「
奉
る
」
も
動
詞
「
ま
つ
る
（
奉
）
」

の
上
に
出
発
さ
せ
る
の
意
の
動
詞
「
た
て
る
（
立
）
」
の
連
用
形
「
た
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て
」
の
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
松
本
説
の
補
強
材
料

と
な
る
だ
ろ
う
。
松
本
の
緻
密
な
考
証
で
、
「
瓜
た
つ
」
の
意
味
を
う

ま
く
説
明
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
一
首
の
解
釈
に
新
風
が
吹
き
込
ま
れ

た
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
献
上
す
る
」
意
味
の
「
た
つ
」
は
下
二

段
活
用
で
、
「
ま
で
」
に
付
く
と
き
は
連
体
形
「
た
つ
る
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
歌
謡
で
あ
る
か
ら
も
ち
ろ
ん
文
法
上
の
破
格
は
あ
り
得

る
が
、
松
本
が
こ
の
点
に
全
く
触
れ
て
な
い
の
が
疑
問
で
あ
る
。
破
格

は
当
然
と
し
て
無
視
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
新
説
を
出
す
以
上
、

こ
れ
を
避
け
て
は
説
得
力
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
次
に
木
村
紀
子
説
を
検
討
す
る
。
「
診
た
つ
」
を
「
瓜
た
つ
」
と
読

み
「
た
つ
」
は
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
燗
」
に
「
タ
ヅ
」
の

訓
み
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
「
瓜
が
熟
し
き
る
」
と
訳
し
、

女
の
盛
り
を
暗
喩
す
る
と
み
る
。
従
来
の
訳
と
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
が
、

辞
書
の
裏
づ
け
が
あ
る
分
、
強
み
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
燗
」
に
は
他
に
「
タ
ダ
ル
」
「
コ
ガ
ル
」
の
二
種
の
企
み
が
あ
る
。

「
た
つ
」
は
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
、
そ
の
他
の
辞
書
で
は
「
腫
れ
物
な

ど
の
痛
み
を
温
湯
で
蒸
す
」
、
又
は
「
船
底
を
燃
し
て
船
虫
を
駆
除
す

る
」
な
ど
と
い
う
意
味
の
例
し
か
挙
が
っ
て
い
な
い
。
中
世
以
降
多
く

用
い
ら
れ
る
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。
「
熟
む
」
が
一
般
的
で
あ
る
の
に
、

『
類
聚
名
義
抄
』
の
訓
み
の
み
を
以
て
根
拠
と
す
る
の
は
少
し
無
理
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
れ
も
他
動
詞
下
二
段
活
用
な

の
で
文
法
上
破
格
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
言
及
が
な
い
。

　
さ
て
、
平
安
朝
以
降
、
瓜
を
詠
み
込
む
歌
に
は
「
た
つ
」
が
瓜
の
縁

語
と
し
て
多
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
熟
す
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
に
引
用
す
る
よ
う
に

縁
語
の
ほ
と
ん
ど
は
瓜
生
山
と
の
関
係
か
ら
「
霧
が
立
つ
」
、
又
「
出

発
す
る
」
「
名
が
立
つ
」
「
物
を
断
つ
」
な
ど
で
、
直
接
瓜
の
生
態
に
関

係
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
果
た
し
て
和
歌
の
作
者
た
ち
は
「
瓜
た

つ
」
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
堤

　
　
　
　

和
博
が
、
瓜
が
形
態
上
立
ち
に
く
い
こ
と
を
掛
け
る
も
の
が
『
義
孝
集
』

に
多
い
と
し
て
、
例
を
挙
げ
る
の
が
目
を
引
く
。

　
　
二
三

　
　
　
左
衛
門
蔵
人
の
な
ほ
う
と
か
り
け
れ
ば
、
こ
う
り
ら
の
を
か
し

　
　
　
き
を
つ
つ
み
て
、
そ
れ
に
か
き
つ
く

　
　
な
ら
さ
れ
ぬ
み
は
そ
の
う
り
と
き
き
な
が
ら
よ
ひ
あ
か
月
と
た
つ

　
　
ぞ
く
る
し
き
　
　
　
　
（
『
後
拾
遺
集
』
は
「
た
つ
そ
つ
ゆ
け
き
」
）

　
　
四
七

　
　
　
ま
た
、
お
な
じ
と
こ
ろ
に
た
ち
よ
り
た
る
に
、
ま
ら
う
ど
の
あ

　
　
　
り
し
か
ば
、
た
ち
な
が
ら
か
へ
り
て
、
ま
た
あ
し
た
に
、
う
り

　
　
　
に
か
き
つ
く

　
　
こ
れ
を
み
よ
ひ
と
よ
は
ひ
と
め
つ
ら
か
り
き
た
ち
わ
ず
ら
ひ
し
う

　
　
り
に
や
は
あ
ら
ぬ
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四
八

　
返
し

た
ち
わ
び
て
は
ひ
か
へ
り
け
る
う
り
か
づ
ら
な
ら
し
が
ほ
に
や
人

の
み
て
け
む

七
一　

も
の
い
ひ
し
人
に
、
う
り
の
あ
り
し
を
と
り
て

　
　
た
つ
こ
と
の
も
の
う
が
り
つ
る
う
り
な
れ
ど
の
ち
や
な
ら
す
と
お

　
　
も
ひ
ぬ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ら
に
堤
は
、
『
小
大
君
集
』
八
四
の
歌
に
関
し
て
、
竹
鼻
績
が
『
義

孝
集
』
を
引
き
な
が
ら
、
「
瓜
が
容
易
に
立
て
な
い
の
に
対
し
て
言
っ

た
も
の
で
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
『
小
大
君
集
』

に
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
引
用
し
て
お
く
。
平
紅

蓮
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

　
　
八
三

　
　
　
お
な
じ
人
、
大
監
物
な
り
し
時
、
内
侍
所
に
御
軍
申
し
に
大
舎

　
　
　
人
の
ひ
き
具
し
て
来
る
に
、
典
侍
と
知
る
や
う
あ
り
て
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ぶ

　
　
　
に
あ
り
け
る
折
な
り
け
れ
ば
、
前
な
る
腿
酌
と
い
ふ
瓜
を
、
黄

　
　
　
な
る
色
紙
に
包
み
て
、
翁
に
、
こ
れ
た
て
ま
つ
れ
と
て
取
ら
せ

　
　
　
た
り
け
れ
ば
、
内
蔵
寮
に
つ
き
て
、
そ
こ
よ
り
い
ふ

　
　
山
城
の
鳥
羽
に
か
よ
ひ
て
見
て
し
か
な
瓜
つ
く
り
け
る
人
の
垣
根
を

　
　
八
四

　
　
　
返
し

　
　
と
こ
と
ば
に
ゆ
け
ば
な
り
け
り
瓜
作
り
そ
の
こ
と
と
な
る
た
て
り

　
　
し
や
君
（
四
句
目
「
そ
の
こ
と
な
き
に
」
の
本
文
が
多
い
1
筆

　
　
者
注
）

　
　
八
五

　
　
　
又
の
日
、
司
召
し
に
駿
河
守
に
な
り
て
よ
ろ
こ
び
申
し
に
ま
み

　
　
　
り
て
袖
よ
り
落
し
お
き
た
り
し
は
、
い
と
こ
そ

　
　
瓜
作
る
そ
の
ふ
も
知
ら
ず
人
知
れ
ず
落
つ
る
涙
や
そ
ぼ
つ
な
る
ら
ん

　
　
　
い
と
か
ら
く
も
と
あ
り
し
。

「
同
じ
人
」
は
平
甲
信
で
、
大
監
物
で
あ
っ
た
の
は
応
和
三
（
九
六
三
）

年
か
ら
天
元
二
（
九
七
九
）
年
ま
で
だ
が
、
八
五
の
駿
河
守
に
任
ぜ
ら

れ
た
と
い
う
詞
書
か
ら
、
一
応
一
連
の
作
は
天
元
二
（
九
七
九
）
年
の

も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
小
大
君
が
贈
っ
た
瓜
に
こ
と
よ
せ
て
、
兼

盛
が
会
い
た
い
と
言
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
山
城
介
で
あ
る
あ
な
た
は

鳥
羽
に
通
う
女
が
い
る
の
で
し
ょ
う
、
そ
こ
で
は
何
と
い
う
こ
と
な
く

立
っ
て
い
た
の
で
す
か
と
、
皮
肉
を
言
っ
た
。
兼
営
は
そ
の
よ
う
な
女

は
い
な
い
と
切
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
竹
鼻
は
理
由
を
明
確
に
し
て

い
な
い
が
、
八
四
番
歌
の
「
た
て
り
し
や
君
」
の
句
を
瓜
が
容
易
に
立

て
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
「
山
城
」
を
念
頭
に
、
「
瓜
は
た
つ
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
を
逆
手
に
取
っ
た
縁
語
の
言
葉
遊
び
の
歌
と
も
取
れ
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る
。
し
か
し
、
瓜
が
生
っ
て
い
る
と
き
蔓
の
先
で
横
に
な
っ
た
状
態
、

つ
ま
り
立
っ
て
い
な
い
状
態
に
連
想
が
働
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
た
ち
ぶ
う
り
」
は
小
さ
い
品
種
な
の
で
、
立
ち
に
く
か
っ
た
と
も
推

測
さ
れ
る
。
或
い
は
、
後
述
す
る
が
、
当
時
の
瓜
は
今
の
真
桑
瓜
と
違
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の
が
あ
り
、
立
ち
に
く
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
う
す
る
と
「
山
城
」
の
「
瓜
た
つ
ま
で
に
」
を
、
「
形
状
的
に

立
ち
に
く
い
瓜
が
立
つ
ぼ
ど
に
」
と
解
釈
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。

「
ま
で
」
を
期
限
で
は
な
く
、
程
度
と
し
、

　
　
ど
う
し
ょ
う
、
あ
の
立
ち
に
く
い
瓜
が
立
つ
く
ら
い
（
思
い
が
け
な

　
　
い
こ
と
だ
が
、
い
っ
そ
）
二
つ
く
り
の
妻
に
な
っ
て
し
ま
お
う
か
。

と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
『
和
名
抄
』
の
「
熟
瓜
」
に
「
保
曾

知
」
の
訓
が
あ
る
こ
と
が
手
掛
か
り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
真
桑
瓜

は
熟
す
と
自
然
に
ヘ
タ
が
落
ち
る
の
で
、
暦
の
緒
が
連
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
の
名
称
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
松
本
論
文
を
参
考
に
す
れ
ば
、
早

瓜
は
完
熟
を
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
献
上
の
た
め
に
「
蔓
を
断
ち
切
る
」

意
味
の
「
断
つ
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
案
は
、
瓜
の
蔓

を
「
断
つ
」
と
い
う
用
例
を
見
出
せ
な
い
こ
と
が
難
点
で
あ
る
。
本
来

の
ほ
そ
ぢ
（
暦
帯
）
は
「
切
る
」
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
時
に
竹
刀
を
以
て
、
其
の
児
の
暦
を
裁
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
）

　
　
枕
な
る
刀
の
小
刀
に
て
、
暦
の
緒
を
打
ち
切
り
つ
＼
、
か
き
抱
き

　
　
て
人
に
も
言
は
ず
、
外
へ
出
で
給
ひ
ぬ
と
見
し
ょ
り
ほ
か
、
又
二

　
　
度
そ
の
面
影
見
ざ
り
し
こ
そ
。
　
　
（
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
こ

平
安
時
代
、
「
た
つ
」
は
瓜
の
縁
語
と
意
識
さ
れ
は
し
て
も
、
「
瓜
た
つ
」

自
体
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
既
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

二

　
早
い
時
期
、
瓜
を
詠
み
込
む
歌
は
「
山
城
」
を
踏
ま
え
縁
語
を
連
ね

る
も
の
が
多
か
っ
た
。
忠
峯
と
躬
恒
が
詠
み
交
わ
し
た
歌
意
の
中
に

　
　
一
二
二

　
　
　
う
り
ふ
ざ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね

　
　
と
し
ふ
れ
ど
な
る
と
も
み
え
ぬ
う
り
ふ
ざ
か
春
の
か
す
み
の
た
て

　
　
ば
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
忠
冷
害
』
）

又　
　
一
六

　
　
　
あ
る
と
こ
ろ
の
屏
風
の
ゑ
に
、
し
が
の
や
ま
こ
え
の
と
こ
ろ

　
　
な
に
は
お
へ
ど
な
れ
る
も
み
え
ず
う
り
ふ
ざ
か
は
る
の
か
す
み
の

　
　
た
て
る
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
頼
基
集
』
）

　
　
一
六
九
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う
り
ふ
山
、
き
り
ふ
か
し

　
　
名
に
た
か
く
な
り
は
し
ぬ
れ
ど
う
り
ふ
ざ
か
き
り
の
み
た
て
ば
み

　
　
え
ず
も
あ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
恵
慶
法
師
集
』
）

と
、
屏
風
歌
や
題
詠
に
同
趣
向
の
歌
が
見
え
る
。
志
賀
の
山
越
え
に
瓜

生
坂
（
山
）
を
配
し
、
な
る
・
た
つ
の
縁
語
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
瓜
生
坂
（
山
）
は
山
城
の
狛
と
は
別
の
場
所
で
あ
る
が
、
音
の
縁

か
ら
好
ま
れ
て
詠
ま
れ
、
後
に
は
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
題
詠

や
屏
風
歌
に
限
ら
ず
こ
れ
ら
の
縁
語
の
使
用
は
少
な
く
な
い
。

　
　
三
七

　
　
ち
よ
も
へ
よ
た
ち
か
へ
り
つ
つ
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
に
く
ら
べ
し
う

　
　
り
の
す
ゑ
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
道
綱
母
集
』
）

　
　
＝
二
〇

　
　
う
り
う
ゑ
し
こ
ま
の
の
は
ら
の
み
そ
の
ふ
の
し
げ
く
な
り
行
く
な

　
　
つ
に
も
あ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
好
忠
集
』
）

の
よ
う
に
、
「
山
城
」
の
縁
語
を
駆
使
し
て
技
巧
を
凝
ら
し
た
歌
も
詠

ま
れ
た
が
、
特
に
瓜
つ
く
り
の
性
格
や
行
動
に
着
目
し
た
も
の
は
見
当

た
ら
な
い
。
「
山
城
」
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
瓜
の
縁
語
と
し
て
、
つ

ら
（
面
・
蔓
）
を
「
つ
ら
し
」
に
掛
け
た
最
初
の
歌
は
『
朝
忠
集
』
に

あ
る
。

　
　
五

　
　
　
お
な
じ
人
に

　
　
山
し
ろ
の
う
り
の
つ
ら
さ
は
み
ゆ
れ
ど
も
思
ふ
心
の
な
ら
ざ
ら
め

　
　
や
は

た
だ
こ
の
歌
は
縁
語
で
「
つ
ら
さ
」
を
引
き
出
し
て
い
る
だ
け
で
、
瓜

つ
く
り
の
性
格
に
ま
で
言
及
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
平
安
中
期
に
な

る
と
、
瓜
つ
く
り
を
好
色
だ
の
つ
れ
な
い
だ
の
と
す
る
歌
が
目
立
つ
よ

う
に
な
る
。
以
下
そ
の
点
を
検
討
す
る
。

　
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
次
の
贈
答
歌
が
あ
る
。

　
　
五
五
七

　
　
　
三
位
国
章
小
さ
き
瓜
を
扇
に
置
き
て
、
藤
原
か
ね
の
り
に
持
た
せ

　
　
　
て
、
大
納
言
朝
光
が
兵
衛
佐
に
侍
け
る
時
遣
は
し
た
り
け
れ
ば

　
　
音
に
聞
く
こ
ま
の
渡
の
瓜
作
り
と
な
り
か
く
な
り
な
る
心
哉

　
　
五
五
八

　
　
　
返
し

　
　
定
め
な
く
な
る
な
る
瓜
の
つ
ら
見
て
も
立
ち
や
寄
り
こ
む
こ
ま
の

　
　
す
き
者

藤
原
朝
光
は
天
暦
五
（
九
五
一
）
年
生
。
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
賦
。

藤
原
国
章
は
延
喜
十
九
（
九
一
九
）
年
生
。
寛
和
元
（
九
八
五
）
年
没
。

朝
光
が
兵
衛
権
佐
に
な
っ
た
の
は
安
和
二
（
九
六
九
）
年
で
翌
天
禄
元

年
十
月
に
少
将
に
な
っ
て
い
る
（
～
同
四
年
七
月
）
の
で
、
こ
の
歌
は

安
和
二
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
き
に
国
章
五
十
一
歳
、
朝
光
十
九

歳
で
あ
る
。
瓜
つ
く
り
の
心
が
「
と
な
り
か
く
な
り
」
な
る
と
い
う
の
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は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
瓜
が
「
定
め
な
く
な
る
」
と
は
ど
う

い
う
様
子
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
。
新
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、

「
定
め
な
く
な
る
な
る
瓜
」
を
「
さ
ま
ざ
ま
に
な
る
瓜
」
と
す
る
。
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
繁
夫
『
拾
遺
和
歌
集
』
も
「
瓜
は
な
り
方
が
一
定
せ
ず
、
様
々
な
姿

で
な
る
」
と
す
る
だ
け
で
、
な
り
方
の
実
態
が
具
体
的
に
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
む

　
『
食
欲
図
譜
』
に
よ
る
と
、
日
本
の
真
桑
瓜
は
中
国
北
部
の
も
の
が

も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
同
図
典
に
現
在
の
成
陽
の
市
場
の
真
桑

瓜
の
写
真
が
載
る
が
、
色
・
形
・
大
き
さ
と
も
さ
ま
ざ
ま
で
品
種
改
良

す
る
以
前
は
日
本
の
も
の
も
当
然
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
確
か
に
瓜
の

色
・
形
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
歌
も
あ
る
。

　
　
一
一
〇

　
　
う
り
の
あ
お
き
な
る
を
、
を
し
の
か
へ
り
み
む
き
た
る
よ
し
を
、

　
　
こ
れ
は
い
か
が
い
ふ
べ
き
と
あ
し
で
に
か
き
て
ま
ゐ
ら
せ
た
り

　
　
つ
れ
ば
、
み
や
よ
り

　
う
り
ふ
の
の
さ
は
に
す
み
ぬ
る
を
し
ど
り
の
雲
み
に
か
よ
ふ
心
あ

　
る
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
小
大
君
集
』
）

『
恵
慶
法
師
集
』
に
も

　
八
四

　
　
と
り
の
こ
の
や
う
な
る
う
り
を
、
あ
る
所
に
た
て
ま
つ
る
と
て

　
わ
が
き
み
の
ま
す
べ
き
ち
よ
の
し
る
し
に
は
つ
る
の
こ
に
こ
そ
う

　
り
も
な
り
け
れ

が
あ
る
。
又
『
和
泉
式
部
導
引
』
に

　
　
三
五
四

　
　
　
ほ
か
な
る
は
ら
か
ら
の
も
と
に
、

い
と
に
く
さ
げ
な
る
う
り
の
、

　
　
　
ひ
と
の
か
ほ
の
か
た
に
な
り
た
る
に
か
き
つ
け
て

と
い
う
詞
書
を
も
つ
歌
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
形
が
珍
し
い
か
ら
、

め
で
た
い
も
の
と
し
て
、
或
い
は
不
快
な
も
の
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
取
り

立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
瓜
は
親
蔓
、
子
堕
、
藤
蔓
と
蔓
を
延

ば
し
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
実
が
な
る
の
で
あ
ち
こ
ち
に
定
め
な
く
な

る
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。
さ
て
『
今
鏡
』
冒
頭
部
に
、
語
り
手
と
な

る
姻
が
大
和
方
面
を
旅
し
て
い
た
聞
き
手
に

　
　
こ
の
わ
た
り
に
お
は
す
る
に
や

と
問
わ
れ

　
　
も
と
は
都
に
百
年
あ
ま
り
侍
て
、
そ
の
後
、
山
城
の
狛
の
わ
た
り

　
　
に
五
十
年
ば
か
り
侍
り
き
。
さ
て
後
、
思
ひ
か
け
ぬ
草
の
ゆ
か
り

　
　
に
、
春
日
野
わ
た
り
に
住
み
侍
な
り
。
住
み
か
の
、
と
な
り
か
く

　
　
な
り
し
侍
も
あ
は
れ
に

と
答
え
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
が
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
歌
を
始
め
、
い

く
つ
か
の
古
歌
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
以
後
の
姻
の
話

の
内
容
は
、
宮
仕
え
時
代
の
こ
と
に
終
始
し
て
お
り
、
狛
の
わ
た
り
に

住
む
必
然
性
は
な
い
。
作
者
は
、
教
養
の
あ
る
姻
を
登
場
さ
せ
た
か
っ
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た
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
と
な
り
か
く
な
り
」
が
あ
ち
こ
ち
変
わ

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
拾
遺
和
歌
集
』

の
歌
も
瓜
の
形
状
よ
り
、
生
り
方
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
可
能
性

が
大
き
い
。

　
さ
て
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
歌
に
戻
る
と
、
「
山
城
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

瓜
つ
く
り
の
詠
ま
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
山
城
」

の
男
は
女
性
を
困
ら
せ
る
ほ
ど
の
熱
心
な
求
婚
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
『
拾
遺
和
歌
集
』
歌
で
は
い
ろ
ん
な
女
性
に
目
移
り
す
る
好
色
な
男

に
な
っ
て
い
る
。
実
際
多
く
の
女
性
と
交
渉
の
あ
っ
た
朝
光
を
国
章
が

か
ら
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
朝
光
は
小
さ
い
瓜
を
見

て
、
何
故
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　
同
じ
『
拾
遺
和
歌
集
』
に

　
　
一
二
〇
一

　
　
　
大
納
言
朝
光
下
ろ
う
に
侍
け
る
時
、
女
の
も
と
に
忍
び
で
ま
か

　
　
　
り
て
、
あ
か
月
に
帰
ら
じ
と
言
ひ
け
れ
ば
　
東
宮
女
蔵
人
左
近

　
　
岩
橋
の
夜
の
契
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
く
る
わ
び
し
き
葛
木
の
神

と
い
う
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
小
大
君
（
左
近
）
と
朝
光
が
恋
愛
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
小
大
君
集
』
に
瓜
を
巡
る

朝
光
と
の
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
九
八

　
　
　
ち
ひ
さ
き
う
り
の
き
な
る
を
、
お
な
じ
色
の
か
み
に
つ
つ
み
て

　
　
　
あ
さ
み
つ
の
少
将
の
が
り
や
る
を
、
き
き
た
が
へ
て
よ
り
ひ
ら

　
　
　
に
と
ら
せ
た
れ
ば

　
　
雲
の
た
つ
う
り
ふ
の
里
の
女
郎
花
く
ち
な
し
色
は
く
ひ
そ
わ
づ
ら
ふ

　
　
九
九

　
　
　
心
と
き
め
き
し
て
い
ひ
た
り
し
か
ひ
な
け
れ
ば
、
返
し
も
せ
で

　
　
　
と
り
返
し
て
、
は
じ
め
の
人
の
が
り
や
る
と
て
、
「
我
が
と
な

　
　
　
い
ひ
そ
」
と
い
ひ
け
れ
ば

　
　
あ
り
所
こ
ま
か
に
い
づ
ら
し
ら
う
り
の
つ
ら
を
尋
ね
て
我
な
ら
さ

　
　
な
ん

　
　
一
〇
〇

　
　
　
「
左
近
の
君
に
」
と
の
た
ま
へ
り
し
か
ば
、
わ
れ
と
し
ら
れ
に

　
　
　
け
り
と
ね
た
く
て

　
　
う
り
所
こ
こ
に
は
あ
ら
じ
山
し
ろ
の
こ
ま
か
に
し
ら
ぬ
人
な
た
つ

　
　
ね
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
『
小
大
君
集
雷
干
』
に
よ
る
と
、
こ
の
や
り
と
り
は
小
大
君
の
気
持

ち
の
高
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
、
恋
愛
の
初
期
の
段
階
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い

う
。
朝
光
が
少
将
で
あ
っ
た
の
は
前
述
の
よ
う
に
天
禄
元
（
九
七
〇
）

年
十
月
か
ら
天
禄
四
（
九
七
三
）
年
七
月
で
あ
る
。
天
禄
四
年
二
月
に

朝
光
の
姉
の
娃
子
が
円
融
帝
に
入
内
し
、
四
月
に
女
御
と
な
り
、
七
月

に
立
后
し
て
い
る
。
『
全
釈
』
の
編
者
は
、
小
大
君
が
娃
子
入
内
に
伴
っ

て
彼
女
に
仕
え
る
こ
と
に
な
り
、
姉
の
も
と
を
訪
れ
る
朝
光
と
恋
愛
関
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係
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
『
小
大
君
集
』
に
は
、
瓜

を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
少
な
く
な
い
。
一
章
で
引
用
し
た
、
兼
盛
と
の
贈

答
も
そ
の
例
で
あ
る
。
八
三
番
歌
で
は
、
内
侍
介
の
領
地
に
生
っ
て
い

た
瓜
を
送
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
小
大
君
の
実
家
・
領
地
が

こ
の
近
辺
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
一
〇
〇
番
長
で
朝
光

が
贈
り
手
を
す
ぐ
悟
っ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

　
さ
て
『
全
釈
』
の
推
測
に
従
え
ば
、
二
人
の
恋
愛
が
始
ま
っ
た
の
は

天
禄
四
年
の
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
歌
も
皆
同
年
の
も
の
と
な
る
。

そ
の
他
の
歌
の
詞
書
か
ら
、
二
人
の
関
係
は
断
続
的
に
十
年
ほ
ど
続
い

た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
朝
光
と
小
大
君
の
知
り
合
っ
た
時
期
が
、
娃
子

入
内
以
前
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
国
章

が
既
に
小
大
君
と
の
恋
愛
が
始
ま
り
か
け
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、

ゆ
か
り
の
小
瓜
を
贈
っ
て
反
応
を
見
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
朝
光
は
そ

れ
を
か
わ
す
よ
う
に
「
と
な
り
か
く
な
り
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
あ
っ
ち
こ
っ
ち
女
性
に
目
移
り
し
ま
す
よ
と
。
『
馬
内
侍
集
』

に
よ
れ
ば
、
馬
内
侍
が
宮
仕
え
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
頃
、
兵
衛
佐
で

あ
っ
た
朝
光
と
詠
み
交
わ
し
た
歌
が
あ
り
、
二
人
が
恋
愛
関
係
に
あ
っ

た
形
跡
が
あ
る
。
女
性
関
係
の
多
い
朝
光
で
あ
る
が
、
兵
衛
佐
時
代
に

小
大
君
と
親
交
が
あ
っ
た
か
俄
か
に
は
判
断
し
難
い
。

　
さ
て
瓜
つ
く
り
の
捉
え
方
は
朝
光
と
同
時
代
か
ら
変
わ
り
始
め
、

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
影
響
を
受
け
た
後
世
の
歌
人
に
引
き
継
が
れ
て
い

く
。　

　
八
一

　
　
　
や
す
の
ぶ
、
ふ
み
お
こ
す
れ
ど
、
い
ひ
も
は
な
た
ね
ば
、
う
り

　
　
　
に
か
き
て

　
　
う
り
ふ
山
そ
の
ほ
ど
と
の
み
頼
め
つ
つ
久
し
く
な
る
は
つ
ら
き
わ

　
　
ざ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
馬
内
侍
集
』
）

　
　
＝
六

　
　
　
下
女
の
も
と
に
、
ち
ひ
さ
き
う
り
に
か
き
て

　
　
お
も
は
ず
に
つ
ら
く
も
あ
る
か
な
う
り
つ
く
り
い
か
に
な
る
よ
の

　
　
人
の
こ
こ
ろ
ぞ

　
　
＝
七

　
　
　
返
し

　
　
お
ぼ
っ
か
な
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
う
り
つ
く
り
つ
ら
く
な
る
べ
き
こ

　
　
と
し
な
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
高
遠
集
』
）

　
　
八
五

　
　
　
こ
の
う
り
を
人
の
も
と
に
や
り
た
り
け
れ
ば

　
　
う
り
つ
く
り
今
は
つ
ら
さ
も
わ
す
ら
れ
て
よ
そ
に
な
れ
る
ぞ
恋
し

　
　
か
り
け
る

　
　
八
六

　
　
　
と
あ
る
返
し
を

一13一



　
　
山
し
ろ
の
と
ば
の
わ
た
り
の
瓜
つ
く
り
こ
ま
ほ
し
と
思
ふ
を
り
ぞ

　
　
お
ほ
か
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
定
募
集
』
）

　
　
一
四
九

　
　
　
こ
の
お
な
じ
人
、
や
ま
と
に
な
り
て
い
み
じ
う
す
さ
ま
じ
う
な

　
　
　
げ
か
し
と
思
ふ
に
、
か
く
の
た
ま
へ
り

　
　
大
和
を
ば
か
ら
し
と
い
ひ
し
君
な
れ
ば
こ
ま
の
す
き
も
の
あ
り
と

　
　
こ
そ
聞
け

　
　
一
五
〇

　
　
　
か
へ
し

　
　
う
り
つ
く
る
こ
ま
の
す
き
も
の
と
思
は
れ
て
や
ま
と
に
か
ら
く
な

　
　
れ
る
我
が
み
ぞ

　
　
三
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
経
衡
集
』
）

　
　
　
し
り
た
る
人
の
、
と
ほ
き
国
に
ま
か
る
と
て
、
あ
ご
だ
う
り
を

　
　
　
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、
う
り
に
か
き
て
か
へ
し
や
る

　
　
み
る
か
ら
に
つ
ら
さ
ぞ
ま
さ
る
あ
ご
だ
う
り
た
ち
わ
か
れ
ゆ
く
み

　
　
ち
と
お
も
へ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
顕
綱
集
』
）

　
　
＝
五

　
　
　
寄
恋
瓜

　
　
山
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
の
う
り
よ
り
も
つ
ら
き
人
こ
そ
た
た
ま

　
　
ほ
し
け
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
清
輔
集
』
）

こ
れ
ら
の
歌
は
直
接
「
山
城
」
の
影
響
下
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
朝

光
の
歌
を
介
さ
ね
ば
「
山
城
」
に
繋
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
朝
光
と
親
交
の
あ
っ
た
馬
内
侍
は
大
斎
院
に
仕
え
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
が
、
『
大
斎
院
前
御
集
』
『
大
斎
院
御
集
』
と
も
瓜
を
詠

ん
だ
歌
が
目
に
付
く
。

　
　
二
九
〇

　
　
　
み
な
づ
き
の
つ
い
た
ち
に
、
う
り
を
わ
り
て
こ
れ
か
れ
く
ふ
を

　
　
　
み
て

　
　
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
ど
り
に
と
る
う
り
な
れ
ば

　
　
　
と
い
へ
ば
、
み
ぶ

　
　
た
ち
い
で
ぬ
人
は
く
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず

　
　
　
と
て
く
ひ
あ
へ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
斎
院
前
御
集
』
）

　
　
四
一
・
四
二

　
　
　
お
な
じ
こ
ろ
、
は
こ
の
ふ
た
に
ち
ひ
さ
き
う
り
を
な
ら
べ
て
ま

　
　
　
ゐ
ら
す
と
て
、
こ
だ
い
ふ

　
　
た
ち
さ
は
る
し
る
し
ば
か
り
ぞ
あ
き
ぎ
り
の
う
り
ふ
の
山
に
も
の

　
　
な
れ
て
け
る

　
　
秋
霧
は
ふ
り
に
け
り
と
も
う
り
ふ
や
ま
た
ち
ひ
と
か
ら
ぞ
あ
は
れ

　
　
な
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
斎
院
御
集
』
）

瓜
の
贈
答
や
瓜
に
歌
を
書
き
付
け
た
日
常
詠
は
、
義
孝
の
歌
か
ら
目
に

付
き
始
め
、
選
子
の
サ
ロ
ン
と
一
条
朝
を
頂
点
と
す
る
宮
廷
サ
ロ
ン
の

時
代
に
盛
ん
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
の
繋
が
り
、
つ
ま
り
、
朝
光
・
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小
大
君
・
馬
内
侍
・
産
量
・
三
子
内
親
王
・
和
泉
式
部
・
赤
平
衛
門
ら

の
親
交
の
中
で
、
瓜
を
媒
体
と
す
る
和
歌
の
表
現
が
育
ま
れ
て
き
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
五
八
○

　
夕
ぐ
れ
に
、
ち
ひ
さ
き
う
り
を
斎
院
よ
り
給
は
せ
た
る
に
、
か

　
き
つ
け
て
ま
み
ら
す

夕
ぎ
り
は
た
つ
を
み
ま
し
や
う
り
ふ
山
こ
ま
ほ
し
か
り
し
わ
た
り

な
ら
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
和
泉
式
部
集
』
）

二
一
七

　
人
の
も
と
に
と
き
ど
き
く
る
を
と
こ
の
、
を
か
し
げ
な
る
う
り

　
　
　
を
も
て
き
て
え
さ
せ
た
る
を
、
い
か
に
い
は
ま
ほ
し
と
い
ひ
し

　
　
　
に
か
は
り
て

　
　
つ
ら
げ
な
る
気
し
き
と
み
る
に
う
り
ふ
異
な
ら
し
か
ほ
に
も
う
ち

　
　
み
た
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
赤
染
衛
門
集
』
）

　
扇
に
載
せ
た
り
、
紙
に
包
ん
だ
り
す
る
の
に
都
合
が
良
か
っ
た
の
か
、

小
瓜
を
や
り
取
り
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
早
瓜
と
は
限
ら
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
『
小
大
君
集
』
八
三
に
見
え
る
「
た
ち
ぶ
と
い
ふ
う
り
」

は
小
粒
な
品
種
だ
っ
た
よ
う
で
、
古
辞
書
に
も
載
る
。

　
　
『
類
聚
名
義
抄
』
腿
酌
　
タ
チ
ブ
ウ
リ

　
　
『
和
名
類
聚
抄
』
腿
酌
　
太
知
布
宇
利
　
小
室
名
也

朝
光
と
国
章
の
贈
答
は
瓜
を
媒
体
と
し
た
歌
の
や
り
と
り
の
先
駆
的
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
入
塾
し
た
の
は
、
朝
光
と

小
大
君
の
瓜
を
巡
る
交
際
が
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
私
家
集
で
少
な
か
ら
ぬ
瓜
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る

の
に
、
八
代
集
に
は
こ
の
贈
答
歌
以
外
は
、
先
に
引
い
た
『
義
孝
集
』

二
一
二
番
歌
が
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
入
要
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
又

『
拾
遺
抄
』
に
な
く
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
の
み
採
ら
れ
て
い
る
の
も
見

逃
せ
な
い
。
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
編
者
花
山
院
は
朝
光
を
重
用
し
て
い

た
。
皇
太
子
時
代
、
朝
光
邸
と
な
っ
て
い
た
閑
院
に
し
ば
し
ば
住
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

お
り
、
朝
光
の
娘
・
挑
子
を
女
御
に
し
て
も
い
る
。
朝
光
の
歌
は
、
瓜

つ
く
り
の
性
格
に
別
の
側
面
を
加
え
、
後
世
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う

意
味
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
千
五
百
番
歌
合
」
も
朝
光
の
歌
の
影
響
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
千
二
百
六
十
八
番
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讃
岐

　
　
涙
河
せ
き
や
る
か
た
や
し
が
の
う
ら
み
る
め
は
す
ゑ
も
た
の
み
な

　
　
け
れ
ば

　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
大
臣

　
　
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
の
う
り
ふ
の
よ
の
な
か
や
な
ら
し
は
は
て
で
人

　
　
の
つ
れ
な
き

　
　
　
左
歌
は
、
ふ
る
き
歌
ふ
た
つ
を
と
り
あ
は
せ
て
よ
ま
れ
て
侍
る

　
　
　
に
や
、
は
や
き
せ
に
み
る
め
お
ひ
せ
ば
わ
が
そ
で
に
な
み
だ
の

　
　
　
河
に
う
ゑ
ま
し
も
の
を
、
み
る
め
こ
そ
あ
ふ
み
の
う
み
に
か
た
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か
ら
め
ふ
き
だ
に
か
よ
へ
し
が
の
う
ら
か
ぜ
、
か
や
う
の
心
ば

　
　
　
へ
と
も
に
侍
る
か

　
　
　
右
歌
は
、
や
ま
し
ろ
の
こ
ま
の
わ
た
り
の
う
り
つ
く
り
と
な
り

　
　
　
か
く
な
り
な
る
心
か
な
、
と
よ
め
る
歌
の
心
に
て
、
こ
ま
の
う

　
　
　
り
ふ
の
よ
の
な
か
や
な
ど
、
を
か
し
く
よ
み
な
さ
れ
て
侍
る
な

　
　
　
る
べ
し
、
左
は
い
ま
す
こ
し
歌
合
の
歌
に
は
か
ち
侍
り
な
ん

催
馬
楽
で
な
く
『
拾
遺
和
歌
集
』
歌
を
引
き
、
二
つ
の
歌
を
取
り
合
わ

せ
た
甲
州
よ
り
劣
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
大
衆
化
と
判
者
の

見
識
が
窺
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
第
一
〇
三
回
黒
髪
古
典
研
究
会
（
平
成
十
九
年
十
二
月
一

日
・
於
熊
本
大
学
）
で
発
表
し
た
内
容
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
際
「
瓜
た
つ
」
に
つ
い
て
、
複
数
の
方
か
ら
ご
意
見
を
い
た

だ
い
た
。
大
根
な
ど
が
時
期
を
過
ぎ
て
中
に
隙
間
が
で
き
る
状
態
を
、

熊
本
方
言
で
「
す
（
巣
）
が
た
つ
」
と
言
う
。
又
、
染
色
用
語
で
藍
が

発
酵
す
る
こ
と
を
「
藍
が
た
つ
」
と
言
う
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
と

う
が
立
つ
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
「
瓜
た
つ
」
は
文
献
に
出
て
こ
な

い
が
、
瓜
が
何
ら
か
の
状
態
に
な
る
こ
と
を
表
す
言
葉
で
は
な
い
か
、

と
い
う
ご
指
摘
で
あ
る
。
発
表
後
も
調
査
・
考
察
を
重
ね
た
が
、
納
得

の
い
く
結
論
に
至
ら
な
か
っ
た
。
拙
稿
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
方
々
に

ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
瓜
を
歌
い
込
ん
だ
『
梁
塵
秘
抄
』
三
七
一
番
歌
の
解
釈
を

最
終
目
標
に
し
て
い
る
。

　
　
清
太
が
作
り
し
御
園
生
に
　
苦
瓜
甘
瓜
の
熟
れ
る
か
な
　
紅
南

　
　
瓜
　
ち
ぢ
に
枝
さ
せ
生
瓢
　
も
の
な
宣
び
そ
藪
茄
子

前
後
の
歌
を
含
め
て
難
解
と
さ
れ
、
瓜
の
種
類
の
列
挙
が
何
を
意
味
す

る
か
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
発
表
で
、
催
馬
楽
「
山
城
」

と
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
歌
を
介
し
て
、
こ
の
歌
を
解
釈
し
よ
う
と
試
み

た
。
今
回
は
そ
こ
ま
で
筆
を
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
考
察
を

深
め
、
「
瓜
の
歌
そ
の
二
」
と
し
て
論
文
に
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
い

る
。注旧注注注注注注

87654321
　
注

鍋
島
家
本

『
日
本
歌
謡
集
成
』
二

増
訂
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
一
〇

『
橘
守
部
全
集
』
七

『
日
本
歌
謡
集
成
』
二

「
催
馬
楽
『
山
城
』
考
」
日
本
歌
謡
研
究
第
三
十
三
号
　
一
九
九
三
年

『
催
馬
楽
』
東
洋
文
庫
　
二
〇
〇
六
年

「
瓜
を
詠
み
込
む
歌
」
1
付
・
『
師
輔
集
』
の
「
大
和
瓜
」
の
歌
－
　
伊

井
春
樹
偏
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
第
三
集
二
〇
〇
一
年
和

一16一



　
　
　
泉
書
院
　
こ
の
論
文
か
ら
は
「
瓜
た
つ
」
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
本

　
　
　
稿
を
書
く
上
で
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

注
9
　
竹
鼻
績
　
私
家
集
注
釈
叢
刊
1
『
小
大
君
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会
　
一

　
　
　
九
八
九
年

注
1
0
　
ト
部
兼
方
本
（
鎌
倉
時
代
中
期
）

注
1
1
　
和
歌
文
学
大
系
3
2
　
明
治
書
院
　
二
〇
〇
三
年

注
1
2
　
小
学
館
　
一
九
九
五
年

注
1
3
　
平
塚
ト
シ
子
他
偏
翰
林
書
房
　
二
〇
〇
〇
年
底
本
が
坂
田
文
庫
本

　
　
　
で
、
注
9
の
書
陵
部
蔵
本
と
歌
番
号
が
一
つ
ず
つ
ず
れ
て
い
る
。
例
え

　
　
　
ば
九
八
は
こ
の
本
で
は
九
七
で
あ
る
が
、
便
宜
上
注
9
の
歌
番
号
で
通

　
　
　
し
た
。

注
1
4
　
今
井
源
衛
　
『
花
山
院
の
生
涯
』
　
桜
楓
社
　
一
九
六
八
年

　
私
家
集
の
本
文
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
新
編
「
国
歌
大
観
」
に
よ
っ
た
。

一17一

（
お
お
き
　
も
も
こ
・
筑
紫
女
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
）
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