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『
古
今
集
』
物
名
の
部
は
、
「
鳥
」
「
虫
」
「
植
物
」
「
地
名
」
「
雑
名
」
の
歌
群
か
ら

成

る
。
こ
の
う
ち
「
雑
名
」
の
歌
群
は
、
「
百
和
香
」
「
す
み
な
が
し
」
「
お
き
火
」

「
ち
ま
き
」
と
い
っ
た
種
々
雑
多
な
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
物
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て

お
り
、
他
の
歌
群
に
比
べ
て
、
詠
み
込
ま
れ
た
物
の
名
に
ま
と
ま
り
が
な
く
、
「
鳥
」

「
虫
」
「
植
物
」
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
に
分
類
し
き
れ
な
か
っ
た
物
名
歌
を

集
め
た
、
い
わ
ば
そ
の
他
諸
々
の
物
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
い
う
性
格
を
持
つ
。

故
に
「
雑
名
」
の
歌
群
は
、
物
名
の
部
の
最
後
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
雑

名
」
と
性
格
の
近
い
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
が
そ
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
鳥
」
「
虫
」
「
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
配
列
順
は
、
「
鳥
」
「
虫
」
を
詠
み

込
ん

だ

歌
群
が
そ
れ
ぞ
れ
二
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
植
物
」
を
詠
み

込
ん
だ
歌
群
は
三
十
首
か
ら
成
る
。
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
が
八
首
、
「
雑
名
」

の

歌
群
が
五
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
撰
者
た
ち
は
、
最
も
規
模

の

大
き
い
「
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
を
部
立
の
中
央
に
置
き
、
そ
の
前
後
に
小

規
模
な
歌
群
を
置
く
こ
と
を
意
図
し
て
配
列
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、

物
名
の
部
は
巻
末
に
、
「
雑
名
」
の
歌
群
、
そ
の
前
に
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌

群
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
「
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
い
う
配
列
に
な
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

あ
ろ
う
。
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
「
鳥
」
よ

り
も
「
虫
」
の
方
が
「
植
物
」
に
近
い
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
「
鳥
」
を
詠
み
込

ん
だ

歌
群

は
、
「
う
ぐ
ひ
す
」
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
春
、
夏
の
鳥
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で

構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
「
う
つ
せ
み
」
と
い

う
夏
の
物
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
「
鳥
」
を

詠
み

込
ん

だ

歌
群
が
巻
頭
に
配
さ
れ
、
次
に
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
が
配
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
今
集
』
物
名
の
部
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
「
虫
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
「
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌

群
、
「
雑
名
」
の
歌
群
の
順
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
物
名
の
部
冒
頭
の
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

歌
群
を
示
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
う
ぐ
ひ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
敏
行
朝
臣

　
　
栩
心
か

ら
花
の
し
つ
く
に
そ
ほ
ち
つ
つ
憂
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
鳴
く
ら
む

　
　
　
　
　
ほ

と
と
ぎ
す

　
　
棚
来
べ
き
ほ
ど
時
す
ぎ
ぬ
れ
や
待
ち
わ
び
て
鳴
く
な
る
声
の
人
を
と
よ
む
る

　
　
　
　
　
う
つ
せ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
滋
春
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捌
波
の
う
つ
瀬
見
れ
ば
玉
ぞ
乱
れ
け
る
拾
は
ば
袖
に
は
か
な
か
ら
む
や

　
　
　
　
　
返

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
生
忠
苓

　
　
鵬
挟
よ
り
は
な
れ
て
玉
を
包
ま
め
や
こ
れ
な
む
そ
れ
と
移
せ
見
む
か
し

こ
れ
ら
四
首
の
う
ち
前
半
二
首
は
、
鋤
は
鶯
、
鵬
は
郭
公
と
鳥
を
詠
み
込
ん
で
い
る

の

に

対
し
、
姻
、
鵬
は
と
も
に
空
蝉
を
詠
じ
て
お
り
、
鵬
、
鵬
は
「
鳥
」
を
詠
み
込

ん

だ
歌
群
、
姐
、
鵬
は
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
栩
の
鶯
が
春
の
鳥
で
あ
る
の
に
対
し
、
鵬
の
郭

公
が
夏
の
鳥
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
首
は
鳥
の
現
れ
る
季
節
の
順
に
配
列
さ
れ

た

の

で

あ
ろ
う
。
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
砲
、
鵬
の
二
首
が
贈
答
歌
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
贈
歌
で
あ
る
砲
が
先
、
答
歌
で
あ
る
顕
が
後
の
順
に
配
列
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
棚
か
ら
鵬
の
作
者
は
、
い
ず
れ
も
撰
者
時
代
の
歌
人
で
あ
る
。

　
続
く
螂
か
ら
姫
ま
で
は
い
ず
れ
も
植
物
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
続
く
。
こ
れ
ら
の
歌

群
は
「
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
う
ち
、
錨
か

ら
銀
ま
で
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　

う
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
鵬
あ
な
憂
目
に
つ
ね
な
る
べ
く
も
見
え
ぬ
か
な
恋
し
か
る
べ
き
香
は
に
ほ
ひ
つ
つ

　
　
　
　
　
か
に

は

ざ
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
姻
か

づ

け
ど
も
波
の
な
か
に
は
さ
ぐ
ら
れ
で
風
吹
く
ご
と
に
浮
き
沈
む
玉

　
　
　
　
　
す
も
も
の
花

　
　
棚
い

ま
幾
日
春
し
な
け
れ
ば
う
ぐ
ひ
す
も
も
の
は
な
が
め
て
思
ふ
べ
ら
な
り

　
　
　
　
　
か

ら
も
も
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ぶ

　
　
鵬
逢
ふ

か

ら
も
も
の
は
な
ほ
こ
そ
悲
し
け
れ
別
れ
む
こ
と
を
か
ね
て
思
へ
ば

　
　
　
　
　
た

ち
ば
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
野
滋
蔭

　
　
蜘
あ
し
ひ
き
の
山
た
ち
は
な
れ
ゆ
く
雲
の
宿
り
さ
だ
め
ぬ
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

　
　
　
　
　

を
が
た
ま
の
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り

　
　
捌
み

よ
し
の
の
吉
野
の
滝
に
浮
か
び
い
つ
る
泡
を
か
玉
の
消
ゆ
と
見
つ
ら
む

　
　
　
　
　
や
ま
が
き
の
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
娚
秋
は
来
ぬ
今
や
ま
が
き
の
き
り
ぎ
り
す
夜
な
夜
な
鳴
か
む
風
の
寒
さ
に

　
　
　
　
　
あ
ふ
ひ
　
か
つ
ら

　
　
郷
か

く
ば
か
り
逢
ふ
日
の
ま
れ
に
な
る
人
を
い
か
が
つ
ら
し
と
思
は
ざ
る
べ
き

　
　
姐
人
目
ゆ
ゑ
の
ち
に
逢
ふ
日
の
は
る
け
く
は
わ
が
つ
ら
き
に
や
思
ひ
な
さ
れ
む

「植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
う
ち
、
刷
か
ら
靱
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
「
木
」
が

詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
捌
の

「梅
」
か
ら
娚
の
「
か
ら
も
も
の
花
」
ま
で
は
、
螂
、
姻
が
「
す
も
も
の
花
」

「
か

ら
も
も
の
花
」
と
い
う
よ
う
に
木
の
花
を
詠
じ
て
お
り
、
棚
、
卿
は
詞
書
で
は

「
う
め
」
「
か
に
は
ざ
く
ら
」
と
あ
り
「
木
」
を
詠
ん
だ
の
か
、
「
木
の
花
」
を
詠
ん

だ

の
か
分
か
ら
な
い
が
、
歌
の
内
容
は
「
梅
の
花
」
や
「
か
に
は
桜
の
花
」
を
詠
じ

て
い

る
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
木
の
花
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
「
木
の
花
」
を

詠
み

込
ん

だ
歌
群
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
姐
か
ら
姐
ま
で
の
歌
は
、
姐
が
「
を
が
た
ま
の
木
」
、
娚
が
「
や
ま
が
き
の

木
」
と
い
う
よ
う
に
い
ず
れ
も
「
木
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
木
の
花

は
際
立
っ
て
目
立
つ
花
で
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
姐
、
棚
は
「
木
の
花
」
よ
り
も

「
木
」
そ
の
も
の
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
郷
、
捌
に
詠

み

込

ま
れ
る
「
か
つ
ら
」
も
目
立
っ
た
花
を
付
け
る
木
で
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、

欄
、
靱
の
「
か
つ
ら
」
も
「
木
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
物
名
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
と
す
る
と
、
姐
か
ら
捌
ま
で
は
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
間
に
あ

る
仰
「
た
ち
ば
な
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
も
「
木
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
も
両
様
に
解
釈
で
き
る
。
姻
が
こ
の
位
置
に
置
か
れ
た
の
は
、

「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
両
方
に
属
し
、
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両
者
の
連
続
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
錨
か

ら
鵬
の
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
う
ち
、
郷
、
m
は
詞
書
だ
け
見

る
と
、
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
か
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
か
不
明
で
あ
る

が
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
歌
の
内
容
を
見
る
と
、
こ
の
二
首
は
「
木
の
花
」
を
詠

み
込
ん
だ
歌
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
螂
、
鵬
は
詞
書
に
「
す
も
も
の
花
」

「
か

ら
も
も
の
花
」
と
木
の
花
を
詠
ん
だ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
撰
者
た
ち
は
、

錨
か

ら
棚
ま
で
の
歌
群
が
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

明
確
に
示
そ
う
と
し
て
、
木
の
花
を
詠
み
込
ん
だ
と
明
記
さ
れ
な
い
二
首
を
前
に
配

置
し
、
木
の
花
を
詠
み
込
ん
だ
と
明
記
さ
れ
た
二
首
を
後
に
配
置
す
る
と
い
う
工
夫

を
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
「
鳥
」
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
は
、
前
に
あ
る
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん

だ

歌
群
が
二
首
と
も
題
と
歌
の
内
容
が
関
係
す
る
の
に
、
後
に
置
か
れ
た
「
虫
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　

詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
は
題
と
歌
の
内
容
が
関
係
を
持
た
な
い
の
と
同
様
、
「
木
の
花
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
も
、
前
半
二
首
の
題
と
歌
の
内
容
が
関
係
を
有
す
る
の
に
対

し
、
後
半
二
首
は
題
と
歌
の
内
容
と
が
関
係
を
持
た
な
い
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
先
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
錨
、
姻
の
二
首
は
「
う
め
」
の
方
が
「
か
に
は

ざ
く
ら
」
よ
り
先
に
開
花
す
る
こ
と
か
ら
、
「
う
め
」
を
詠
み
込
ん
だ
棚
が
先
に
配

さ
れ
、
「
か
に
は
ざ
く
ら
」
を
詠
じ
た
姻
が
後
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
配

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
郷
、
鵬
の
二
首
も
螂
の
「
す
も
も
の
花
」
の
方
が
開
花
時
期

が

早
い
こ
と
か
ら
、
鵬
の
「
か
ら
も
も
の
花
」
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

　
　
　
　
る
　

で
あ
ろ
う
。

　
刷
の

「
た

ち
ば
な
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
「
木
の
花
」

を

詠
み

込
ん
だ
歌
群
と
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
両
者
を
結
び
付
け
る
働
き
を

有
す

る
が
故
に
、
両
者
の
歌
群
の
真
ん
中
、
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最

後

で
、
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最
初
の
位
置
、
す
な
わ
ち
蜘
の
位
置
に
置
か

れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
錨
か
ら
棚
ま
で
の
歌
群
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
木
の
花
」

が

い

ず
れ

も
春
に
開
花
す
る
の
木
の
花
で
あ
る
の
に
対
し
、
蜘
に
詠
み
込
ま
れ
た

「
た
ち
ば
な
」
は
夏
に
開
花
す
る
木
の
花
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。

　
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
ま
ず
最
初
の
姐
、
娚
に
「
を
が
た
ま
の
木
」
「
や

ま
が
き
の
木
」
と
い
う
よ
う
に
「
木
」
と
い
う
語
を
付
し
た
詞
書
が
記
さ
れ
、
「
木
」

を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
「
を
が
た
ま
」
は
「
モ
ク
レ

ン

科
の
常
緑
高
木
。
高
さ
は
十
五
、
六
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
。
関
東
以
西
の
山
地
に

生

え
、
神
社
な
ど
に
植
え
る
。
幹
は
よ
く
枝
分
か
れ
し
、
長
楕
円
形
で
、
固
い
光
沢

の

あ
る
葉
を
密
に
つ
け
る
。
春
、
香
り
の
よ
い
径
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
黄
色
み

を
帯
び
た
花
が
、
葉
腋
か
ら
出
た
太
い
柄
の
先
に
一
つ
咲
き
、
花
の
終
わ
っ
た
あ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

び
つ
な
球
状
の
果
実
が
松
か
さ
状
に
つ
く
」
と
あ
り
、
「
や
ま
が
き
」
は
『
倭
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

抄
』
に
「
鹿
心
柿
　
夜
末
加
岐
　
柿
之
小
而
長
也
」
と
あ
り
、
「
カ
キ
ノ
キ
科
の
落

葉
高
木
。
本
州
、
四
国
、
九
州
の
山
地
に
生
え
る
。
カ
キ
の
変
種
。
カ
キ
に
似
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

果
実
は
ご
く
小
さ
く
、
渋
み
が
強
い
」
と
さ
れ
る
。

　
捌
、
娚
の
配
列
順
は
、
「
を
が
た
ま
」
が
春
花
を
咲
か
せ
て
夏
実
を
結
ぶ
の
に
対

し
、
「
や
ま
が
き
」
が
夏
花
を
咲
か
せ
て
秋
実
を
結
ぶ
と
い
う
よ
う
に
、
開
花
、
結

実
の
時
期
が
「
を
が
た
ま
」
の
方
が
「
や
ま
が
き
」
よ
り
も
先
で
あ
る
と
い
う
点
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
姐
、
娚
の
二
首
の
歌
群
の
前
の
姻
か
ら
蜘
ま
で
は
皆

作
者
判
明
歌
で
あ
り
、
姐
、
揺
の
歌
群
の
後
の
錨
、
靱
の
作
者
が
読
人
し
ら
ず
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
で
あ
る
側
が
前
に
、
読
人
し
ら
ず
の
歌
で
あ

る
鎚
が
後
に
配
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
を
が
た
ま
の
木
」
「
や
ま
が
き
の
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
続
く
の
は
、
「
あ
ふ

ひ
」
と
「
か
つ
ら
」
を
詠
み
込
ん
だ
娚
、
捌
で
あ
る
。
こ
の
二
首
に
詠
み
込
ま
れ
て

い

る
物
の
名
の
う
ち
、
「
か
つ
ら
」
は
木
で
あ
り
、
目
立
っ
た
花
を
付
け
な
い
こ
と

か

ら
、
「
を
が
た
ま
の
木
」
や
「
や
ま
が
き
の
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
同
様
「
木
」

3



／

を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
「
か
つ
ら
」
と
と
も
に
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
「
あ
ふ
ひ
」
は
草
花
で
あ
り
、
娚
、
捌
の
二
首
以
降
鰯
か
ら
螂
ま
で
は
、

い

ず
れ
も
「
草
花
」
を
詠
ん
だ
歌
が
続
く
こ
と
か
ら
、
娚
、
刷
の
二
首
は
「
木
」
を

詠
み

込
ん
だ

歌
群
の
最
後
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最

初
と
も
な
る
。
「
木
」
と
「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
二
首
を
こ
の
位
置
に
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
か
ら
「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
へ

の

移
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
娚
、
刷
の
配
列
は
、
娚
が
逢
う
こ
と
が
稀
に
な
っ
た
人
を
恨
む
歌
で
あ
る

の

に

対
し
、
銀
は
人
目
を
気
に
し
て
逢
え
な
い
の
を
私
の
せ
い
に
し
な
い
で
ほ
し
い

と
詠
ん
だ
歌
で
、
二
首
が
贈
答
歌
の
よ
う
な
趣
を
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
娚
、
銀

の

順
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
錨
か

ら
姐
ま
で
の
歌
群
は
、
冒
頭
の
鵬
が
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
人
の
歌
、
姻
か

ら
捌
ま
で
が
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
、
蜘
が
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
歌
、
紐
が
撰
者

時
代
の
歌
人
の
歌
、
鑑
か
ら
姐
ま
で
が
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
人
の
歌
と
な
る
。

　
な
お
、
「
あ
ふ
ひ
」
が
夏
に
花
開
く
草
花
で
あ
る
こ
と
、
「
「
あ
ふ
ひ
」
と
「
か
つ

ら
」
は
、
共
に
陰
暦
四
月
中
の
酉
の
日
に
行
な
は
れ
る
賀
茂
神
社
の
葵
祭
に
用
ひ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　

れ

る
も
の
で
、
い
つ
れ
も
夏
の
植
物
で
あ
る
」
こ
と
は
、
以
下
の
歌
群
と
の
接
続
を

考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

　
「
あ
ふ
ひ
」
「
か
つ
ら
」
を
詠
み
込
ん
だ
娚
、
靱
の
二
首
に
続
く
の
は
、
「
草
花
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

く
た
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
鰯
散
り
ぬ
れ
ば
の
ち
は
あ
く
た
に
な
る
花
を
思
ひ
知
ら
ず
も
迷
ふ
て
ふ
か
な

　
　
　
　
　

さ
う
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
錨
我

は
今
朝
う
ひ
に
ぞ
見
つ
る
花
の
色
を
あ
だ
な
る
物
と
い
ふ
べ
か
り
け
り

　
　
　
　
　

を
み
な
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り

　
　
知
白
露
を
玉
に
ぬ
く
と
や
さ
さ
が
に
の
花
に
も
葉
に
も
糸
を
み
な
へ
し

　
　
娚
朝
露
を
わ
け
そ
ほ
ち
つ
つ
花
見
む
と
今
ぞ
野
山
を
み
な
へ
し
り
ぬ
る

　
　
　
　
　
朱
雀
院
の
女
郎
花
合
の
時
に
、
「
を
み
な
へ
し
」
と
い
ふ
五
文
字
を
句

　
　
　
　
　
の

か

し
ら
に
お
き
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
棚
小
倉
山
峰
た
ち
な
ら
し
鳴
く
鹿
の
経
に
け
む
秋
を
知
る
人
ぞ
な
き

　
　
　
　
　
き
ち
か
う
の
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り

　
　
蜘
秋
ち
か
う
野
は
な
り
に
け
り
白
露
の
置
け
る
草
葉
も
色
か
は
り
ゆ
く

　
　
　
　
　

し
を
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
姐
ふ

り
は
へ
て
い
ざ
故
里
の
花
見
む
と
来
し
を
に
ほ
ひ
そ
移
ろ
ひ
に
け
る

　
　
　
　
　

り
う
た
む
の
は
な
　
　
　
　
　
・
　
　
　
と
も
の
り

　
　
坐
わ
が
屋
戸
の
花
踏
み
ち
ら
す
鳥
打
た
む
野
は
な
け
れ
ば
や
こ
こ
に
し
も
来
る

　
　
　
　
　
を
ば
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
螂
あ
り
と
見
て
頼
む
ぞ
か
た
き
う
つ
せ
み
の
世
を
ぱ
な
し
と
や
思
ひ
な
し
て
む

　
　
　
　
　
け
に
ご
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
田
部
名
実

　
　
幽
う
ち
つ
け
に
濃
し
と
や
花
の
色
を
見
む
置
く
白
露
の
染
む
る
ば
か
り
を

　
　
　
　
　
二
条
の
后
、
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
め
ど
に
削
り
花
さ
せ

　
　
　
　
　
り
け
る
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
　
　
　
　
　
文
屋
康
秀

　
　
緬
花
の
木
に
あ
ら
ざ
ら
あ
ど
も
咲
き
に
け
り
ふ
り
に
し
木
の
実
な
る
時
も
が
な

　
　
　
　
　
し
の
ぶ
ぐ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
利
貞

　
　
螂
山
高
み
つ
ね
に
嵐
の
吹
く
里
は
に
ほ
ひ
も
あ
へ
ず
花
ぞ
散
り
け
る

　
　
　
　
　
や

ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
篤
行

　
　
蜥
郭
公
峰
の
雲
に
や
ま
じ
り
に
し
あ
り
と
は
聞
け
ど
見
る
よ
し
も
な
き

　
　
　
　
　
か

ら
は
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
蝿
空
蝉
の
蜆
は
木
ご
と
に
と
ど
む
れ
ど
魂
の
ゆ
く
へ
を
見
ぬ
ぞ
悲
し
き

「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最
初
の
歌
鰯
は
「
く
た
に
」
を
読
み
込
み
、
続
く

4



『古今集』物名の部の構造

刷
は
「
さ
う
び
」
を
詠
み
込
む
。
「
く
た
に
」
は
ど
の
よ
う
な
植
物
を
指
す
の
か
諸

説

あ
っ
て
確
定
で
き
な
い
が
、
「
さ
う
び
」
は
「
薔
薇
」
で
、
バ
ラ
の
一
種
と
考
え

て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
乙
女
巻
の
六
条
院
の
東
北
の
町
の
庭
の
様
を
語

る
文
章
の
中
に
「
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
、
撫
子
、
薔
薇
、
く
た
に
な
ど
や
う
の
花
の
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ぐ
さ
を
植
え
て
、
春
秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
く
た
に
」
「
さ
う
び
」
は
と
も
に
夏
に
花
咲
く
草
花
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
先
の
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
は
、
「
う
め
」
「
か
に
は
ざ
く
ら
」
「
す

も
も
の
花
」
「
か
ら
も
も
の
花
」
と
春
の
木
の
花
が
続
き
、
そ
の
後
夏
に
花
咲
く

「
た
ち
ば
な
」
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
娚
か
ら
刷
で
は
「
あ
ふ
ひ
」
「
く
た
に
」

「
さ
う
び
」
と
夏
に
花
咲
く
草
花
が
並
べ
ら
れ
、
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で

春
の
花
か
ら
夏
の
花
が
順
に
並
べ
ら
れ
た
の
を
承
け
て
、
「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ

歌
群
で

は
ま
ず
「
夏
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
が
配
さ
れ
る
。

　
拙
、
鰯
の
配
列
の
順
序
は
、
娚
、
銀
が
読
人
し
ら
ず
の
歌
で
あ
る
の
を
承
け
て
、

六
歌
仙
の
一
人
遍
照
の
歌
で
あ
る
緬
が
先
に
置
か
れ
、
撰
者
貫
之
の
歌
で
あ
る
鰯
が

そ
の
後
に
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
「
木
と
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
偶
、
姐
に
詠
み
込
ま
れ
た
草
花
「
あ
ふ
ひ
」

が
和
語
で
あ
り
、
「
木
の
花
」
の
歌
群
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
う
め
」
「
か
に
は
ざ
く
ら
」

「
す
も
も
の
花
」
「
か
ら
も
も
の
花
」
「
た
ち
ば
な
」
が
和
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
く

た
に
」
「
さ
う
び
」
が
漢
語
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
よ
う
。

　
「
く
た
に
」
「
さ
う
び
」
を
詠
み
込
ん
だ
拙
、
鰯
に
続
く
、
蜥
、
紐
、
娚
は
い
ず
れ

も
「
を
み
な
へ
し
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
娚
か
ら
錨
の
「
夏
の
草
花
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
に
続
い
て
、
こ
こ
に
秋
の
草
花
の
代
表
と
も
い
え
る
「
を
み
な

へ
し
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
三
首
置
く
こ
と
で
、
こ
れ
以
降
が
「
秋
の
草
花
」
を
詠

み

込
ん
だ

歌
群
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
、
蜘
の
「
き
ち
か
う
」
は
「
桔
梗
」
、
姐
の
「
し
を
に
」
は
「
紫
苑
」
、
坐
の

「
り
う
た
む
」
は
「
竜
胆
」
で
い
ず
れ
も
秋
に
花
を
付
け
る
草
花
、
姻
の
「
を
ば
な
」

が
秋
の
草
花
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
姐
の
「
け
に
ご
し
」
は
『
和

名
抄
』
に
「
牽
牛
子
、
陶
隠
居
本
草
注
云
、
牽
牛
子
、
和
名
阿
左
加
保
」
と
あ
り
、

「朝
顔
」
の
こ
と
、
姫
の
「
め
ど
」
は
「
め
ど
は
ぎ
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
も

秋
の
草
花
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
姫
で
は
、
「
め
ど
」
は
「
削
り
花
」

を
挿
す
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
緬
の
「
し
の
ぶ
ぐ
さ
」

は
、
諸
注
「
の
き
し
の
ぶ
」
の
こ
と
と
す
る
が
、
「
の
き
し
の
ぶ
」
は
花
を
付
け
な

い
。
こ
の
「
し
の
ぶ
ぐ
さ
」
は
松
田
武
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
わ
す
れ
ぐ
さ
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

異
名
で
あ
り
、
秋
に
花
を
付
け
る
「
萱
草
」
の
こ
と
と
解
し
た
い
。
側
「
や
ま
し
」

は

「
は
な
す
げ
」
の
こ
と
、
螂
の
「
か
ら
は
ぎ
」
は
「
萩
」
の
一
種
で
、
い
ず
れ
も

秋
に
花
を
付
け
る
草
花
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
蜥
か
ら
螂
ま
で
は
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
配
列
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
歌
群
の
冒
頭
「
を
み
な
へ
し
」
詠
み
込
ん
だ
知
か
ら
棚
三
首
の
う
ち
最

初
の
二
首
は
、
蜥
が
秋
の
野
の
花
に
蜘
蛛
が
糸
を
か
け
た
こ
と
を
詠
じ
、
蹴
が
秋
の

花
を
見
よ
う
と
秋
の
野
山
に
分
け
入
っ
た
こ
と
を
詠
ず
る
と
い
う
よ
う
に
、
歌
の
内
容

そ
の
も
の
も
い
ず
れ
も
秋
の
草
花
を
詠
じ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
こ
れ
以
降
の
歌
群

が

「秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
あ
る
こ
と
を
示
す
効
果
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
側
、
螂
は
、
娚
が
「
野
山
」
を
詠
む
の
に
対
し
、
続
く
棚
が
「
小
倉
山
」

を
詠
む
と
い
う
共
通
性
を
有
す
る
が
故
に
、
知
が
前
、
棚
が
後
に
配
列
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
、
三
首
目
棚
は
「
朱
雀
院
の
女
郎
花
合
の
時
に
、
「
を
み
な
へ
し
」

と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
か
し
ら
に
お
き
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
を
有
し
て
い
る
。

各
句
最
初
の
字
で
物
の
名
を
表
す
の
は
折
句
と
呼
ば
れ
る
詠
法
で
あ
る
。
物
名
歌
と

は
、
一
首
の
歌
の
文
字
列
の
連
続
の
中
に
、
掛
詞
、
縁
語
を
含
む
そ
の
歌
の
意
味
内

容
を
示
す
語
と
異
な
っ
た
語
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
を
指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
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折
句
も
物
の
名
を
一
首
の
中
に
詠
み
込
ん
で
い
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
が
、
連
続
し

た
文
字
列
と
し
て
物
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
点
で
他
の
物
名
の
部
に
収
め
ら

れ

た
歌
と
相
違
す
る
。
ま
た
物
名
の
部
に
収
め
ら
れ
る
物
名
歌
は
、
詞
書
に
そ
の
歌

に

詠
み

込

ま
れ
た
物
の
名
の
み
を
記
す
の
が
一
般
的
だ
が
、
こ
の
歌
は
長
い
詞
書
を

有
す

る
点
で
も
特
異
で
あ
る
。

　
ま
た
、
緬
も
「
二
条
の
后
、
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
め
ど
に
削
り
花

さ
せ
り
け
る
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
い
う
長
い
詞
書
を
持
っ
た
歌
で
あ
り
、

「
め
ど
」
が
「
あ
ら
ざ
ら
め
ど
も
」
と
い
う
文
字
列
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点

で
物
名
歌
と
い
え
る
が
、
「
め
ど
」
の
花
が
詠
み
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
め
ど
」

に

削
り
花
を
挿
し
た
状
態
、
す
な
わ
ち
「
め
ど
」
に
木
を
削
っ
て
作
っ
た
造
花
を
挿

し
た
と
こ
ろ
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
中
で
、
棚
と
棚
が
他
の
歌

と
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
棚
と
姫
が
対
応
関
係

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
卿
か
ら
姻
ま
で
の
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
を
見

て
み

る
と
、
知
と
蜘
は
白
露
が
草
の
置
く
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
点
で
対
応
し
、
刷
と

姐
は
野
山
や
故
里
に
「
花
見
む
」
出
か
け
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
点
で
対
応
す
る
。

ま
た
、
蜘
と
幽
は
白
露
が
草
葉
や
花
の
色
を
染
め
る
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
点
で
共
通

性

を
持
ち
、
姐
と
靱
は
姐
が
「
ふ
る
里
の
花
」
の
移
ろ
い
を
詠
ず
る
の
に
対
し
、
錨

は
「
嵐
の
吹
く
里
」
の
花
の
散
る
様
を
詠
じ
て
共
通
す
る
。
姫
と
蜥
は
と
も
に
鳥
を

詠
じ
て
対
応
し
、
娚
と
姻
は
と
も
に
「
う
つ
せ
み
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
む
と
と
も

に

世
の
無
常
を
詠
じ
て
い
る
点
で
対
応
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
蜥
か
ら
娚
ま
で
の
歌
群
は
以
下
に
示
す
図
の
よ
う
に
、

二
首
一
組
の
対
応
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
卿

　
　
　
　
　
　
　
細

　
　
　
　
　
　
　
棚

　
　
　
　
　
　
　
捌

　
　
　
　
　
　
　
姐

　
　
　
　
　
　
　
姥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
1

　
　
　
　
　
　　
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
幽

　
　
　
　
　
　
　
姫

　
　
　
　
　
　
　
螂

　
　
　
　
　
　
　
蜥

　
　
　
　
　
　
　
姻

こ
の
図
か
ら
、
長
い
詞
書
を
持
つ
点
で
他
の
物
名
歌
と
異
な
る
棚
と
縄
の
対
応
関
係

を
除
い
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
さ
ら
に
整
然
と
し
た
構
成
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
佃

　
　
　
　
　
　
　
4
4
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r古今集』物名の部の構造

で

は
、
表
2
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
構
成
を
持
つ
歌
群
構
成
に
、
な
ぜ
斑
と
姫
の
よ

う
に
長
い
詞
書
を
持
つ
特
異
な
二
首
が
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
棚
か

ら
4
4
ま
で
が
、
「
を
ば
な
」
を
詠
み
込
ん
だ
姻
以
外
、
い
ず
れ
も
蜘
「
き
ち
か
う
」
、

姐
「
し
を
に
」
、
坐
「
り
う
た
む
」
姐
「
け
に
ご
し
」
と
漢
語
の
草
花
を
詠
じ
て
い

る
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
す

な
わ
ち
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
姻
か
ら
「
秋
の
草
花
」
を

詠
み

込
ん
だ
歌
群
が
始
ま
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
、
ま
ず
蜥
以
下
三
首
に
秋
の
代

表
的
な
草
花
で
あ
る
「
を
み
な
へ
し
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
配
置
し
、
そ
の
後
先
の

「
夏
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
後
半
二
首
、
刷
、
鰯
が
漢
語
の
草
花
「
く
た

に
」
「
さ
う
び
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
承
け
て
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん

だ

歌
群
前
半
に
漢
語
の
草
花
を
物
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
歌
を
配
し
、
歌
群
の
後
半

に

和
語
の
草
花
を
物
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
歌
と
配
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
姻
か
ら
幽
ま
で
の
歌
に
は
、
幽
を
除
き
全
て
漢
語
の
草
花
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
が
、
姐
か
ら
姐
ま
で
の
歌
群
を
挟
む
娚
と
姫
に
長
い
詞
書
を
持
つ
特
異
な
歌
が
配

置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
佃
と
緬
間
に
挟
ま
れ
た
歌
群
が
、
漢
語
の
草
花
を
詠
み

込
ん

だ
物
名
歌
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
前
半
、
漢
語
の
草
花
を
詠
み
込
ん

だ
物
名
歌
の
歌
群
の
中
に
「
を
ば
な
」
と
い
う
和
語
の
草
花
を
詠
み
込
ん
だ
蝿
が
配

置
さ
れ
た
の
は
、
漢
語
を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
の
中
で
姐
と
姐
が
対
応
し
、
た
め
に

漢
語
の
物
名
と
漢
語
の
物
名
が
対
応
し
た
組
が
生
じ
、
全
体
と
し
て
の
対
称
性
を
保

つ
た
め

和
語
の
物
名
と
和
語
の
物
名
が
対
応
し
た
組
を
作
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
刷
か
ら
螂
ま
で
の
関
係
は
次
の
よ
う
に

図
示
さ
れ
る
。

448　447　446　445　444　443　442　441　440　439　438　437　436　435

和和和和漢和漢漢漢和和和漢漢云五　三五　言五　言五　註£　言五　⊇五　言五　i五　き五　言五　三五　三五　き五
ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ　　ロロ

長
い
詞
書

長
い
詞
書

表
3

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
歌
の
内
容
の

な
ら
び
に
物
名
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
語
が
漢
語
か
和
語
か
を
考
慮
し
て
二
首
一
組

で
対
応
関
係
を
作
り
つ
つ
、
全
体
と
し
て
は
対
称
性
を
持
つ
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
そ
の
位
置
に
確
定
さ
れ
た
か
を
見

て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
蜘
の
位
置
に
は
そ
れ
と
対
応
す
る
卿
の
歌
と
類
似
し
た
歌

が
配

さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
「
白
露
を
玉
に
ぬ
く
と
や
さ
さ
が
に
の
花
に
も

葉
に

も
糸
を
み
な
へ
し
」
と
詠
じ
る
側
と
「
秋
ち
か
う
野
は
な
り
に
け
り
白
露
の
置

け
る
草
葉
も
色
か
は
り
ゆ
く
」
と
詠
じ
る
蜘
、
「
う
ち
つ
け
に
濃
し
と
や
花
の
色
を

見
む

置
く
白
露
の
染
む
る
ば
か
り
を
」
と
詠
じ
る
幽
を
比
べ
て
み
る
と
、
蜥
と
蜘
は
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「白
露
」
と
「
葉
」
の
語
を
共
有
し
、
卿
と
姐
は
「
白
露
」
と
「
花
」
の
語
を
共
有

す
る
と
い
う
よ
う
に
、
蜘
、
姐
は
い
ず
れ
も
卿
と
近
い
関
係
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
蜘
が
こ
の
位
置
に
置
か
れ
た
の
は
、
棚
を
こ
の
位
置
に
置
く
と
歌
の
詠
ま
れ

た

場
所
が
、
棚
の
山
に
続
い
て
蜘
は
野
、
姐
が
里
、
坐
が
宿
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

蜘
、
姐
、
姻
の
位
置
が
こ
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
幽
、
棚
、

蜥
の

位
置
も
自
ず
と
定
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
蝿
と
螂
の
対
に
つ
い
て
は
、
姐
と
幽
が

と
も
に
何
か
を
見
て
そ
れ
が
む
な
し
い
も
の
だ
と
詠
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
姐
と
姻

は
と
も
に
あ
る
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
詠
じ
て
い
る
点
で
共
通
性
を
持

つ
が
故
に
、
姐
が
前
幽
が
後
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
姻
が
人
の
死
を
詠
じ
て

い

る
点
も
、
幽
が
歌
群
の
最
後
に
置
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
る
理
由
と

な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
長
い
詞
書
を
持
つ
特
異
な
歌
の
間
に
漢
語
の
秋
の
草
花
が
配
置
さ
れ
て
い

る
点
に
注
目
す
る
と
、
夏
の
漢
語
の
草
花
を
詠
み
込
ん
だ
緬
、
鰯
も
、
長
い
詞
書
を

持
つ
脚
と
「
あ
ふ
ひ
」
「
か
つ
ら
」
を
詠
み
込
ん
だ
紐
、
姐
の
間
に
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
が
付
く
。
「
あ
ふ
ひ
」
と
「
か
つ
ら
」
と
い
う
二
つ
以
上
の
物
の
名
を

詠
み
込
ん
だ
歌
も
物
名
の
部
で
は
異
例
で
あ
る
。
物
名
の
部
は
漢
語
を
詠
み
込
ん
だ

歌
を
特
異
な
歌
で
囲
い
込
む
よ
う
に
し
て
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
な
お
卿
か
ら
螂
ま
で
の
作
者
は
、
蜥
か
ら
靱
ま
で
は
撰
者
の
歌
、
姐
が
読
人
し
ら

ず
時
代
の
歌
人
の
歌
、
仰
が
撰
者
の
歌
、
螂
が
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
人
の
歌
、
姐

か

ら
拠
ま
で
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
歌
、
側
が
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
、
螂
が
読
人

し
ら
ず
時
代
の
歌
人
の
歌
と
な
る
。

　
以
下
の
歌
群
は
、
姻
か
ら
娚
ま
で
が
一
ま
と
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
か

は
な
ぐ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ぶ

　
　
49
う
ば
た
ま
の
夢
に
な
に
か
は
な
ぐ
さ
ま
む
う
つ
つ
に
だ
に
も
飽
か
ぬ
心
を

　
　
　
　
　

さ
が
り
ご
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
向
利
春

　
　
刷
花
の
色
は
た
だ
ひ
と
さ
か
り
濃
け
れ
ど
も
か
へ
す
が
へ
す
そ
露
は
染
め
け
る

　
　
　
　
　
に

が

た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
げ
は
る

　
　
姐
命
と
て
露
を
頼
む
に
か
た
け
れ
ば
も
の
わ
び
し
ら
に
鳴
く
野
辺
の
虫

　
　
　
　
　
か

は
た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
景
式
王

　
　
娚
さ
夜
ふ
け
て
な
か
ば
た
け
ゆ
く
久
方
の
月
吹
き
か
へ
せ
秋
の
山
風

　
　
　
　
　
わ
ら
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
静
法
師

　
　
娚
煙

た
ち
も
ゆ
と
も
見
え
ぬ
草
の
葉
を
誰
か
わ
ら
び
と
名
づ
け
そ
め
け
む

こ
れ
ら
五
首
は
、
花
を
付
け
な
い
、
あ
る
い
は
目
立
っ
た
花
を
付
け
な
い
草
を
物
の

名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
つ
ま
り
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
首
目
姻
の
「
か
は
な
ぐ
さ
」
は
、
『
和
名
抄
』
に
「
水
苔
、
弁
色
立
成
云
、
水

苔
、
一
名
河
苔
和
名
加
波
奈
」
と
あ
り
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
以
下
の

四
首
が
花
を
付
け
な
い
、
あ
る
い
は
目
立
っ
た
花
を
付
け
な
い
草
を
物
の
名
と
し
て

詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
淡
水
に
生
え
る
藻
類
で
、
花
の
咲
か
な

い

草
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
二
首
目
棚
の
「
さ
が
り
ご
け
」
は
『
観
智
院
本
名
義
抄
』
に
「
松
羅
、
マ
ッ
ノ
コ

ケ
、
一
云
サ
ガ
リ
ゴ
ケ
、
又
云
サ
ル
ヲ
カ
セ
、
女
羅
、
同
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
さ

る
を
が
せ
」
の
こ
と
で
あ
り
、
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
は
な
い
。

　
三
首
目
姐
の
「
に
が
た
け
」
四
首
目
姻
の
「
か
は
た
け
」
に
つ
い
て
は
、
「
に
が

竹
」
「
か
は
竹
」
と
す
る
説
と
、
「
に
が
茸
」
「
か
は
茸
」
と
す
る
説
、
す
な
わ
ち
竹

と
す
る
説
と
茸
と
す
る
説
が
あ
り
、
諸
注
そ
の
両
説
を
並
記
す
る
。
娚
以
下
の
歌
を

見
る
て
み
る
と
、
姻
は
「
わ
ら
び
」
の
葉
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
姐
は
「
さ
さ
」

「
ま
つ
」
「
び
は
」
「
ば
せ
を
ば
」
と
葉
を
賞
美
す
る
植
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

娚
、
砲
に
葉
を
賞
美
す
る
植
物
が
五
つ
も
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
姐
、

掘
の

「
に

が

た
け
」
「
か
は
た
け
」
は
「
茸
」
で
は
な
く
、
葉
を
付
け
る
「
竹
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

見
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
竹
を
草
と
す
る
の
は
や
や
躊
躇
わ
れ
る
が
、
姻

8
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か

ら
姻
の
歌
群
の
最
初
の
一
首
姻
が
「
か
は
な
ぐ
さ
」
を
読
み
込
み
、
最
後
の
五
首

目
姻
が
「
わ
ら
び
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
『
古
今
集
』
の

撰
者
た
ち
は
「
竹
」
を
草
の
一
種
と
し
て
扱
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
五
首
目
姻
に
は
「
わ
ら
び
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
名
歌
で
は
な

い
。
物
名
歌
と
は
先
に
も
定
義
し
た
よ
う
に
、
一
首
の
歌
の
文
字
列
の
連
続
の
中
に
、

掛
詞
、
縁
語
を
含
む
そ
の
歌
の
意
味
内
容
を
示
す
語
と
異
な
っ
た
語
が
詠
み
込
ま
れ

て
い

る
歌
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
娚
に
詠
ま
れ
た
「
わ
ら
び
」
は
、
「
蕨
」
と
「
藁

火
」
の
掛
詞
で
あ
り
、
一
首
の
表
現
す
る
意
味
内
容
に
「
蕨
」
が
そ
の
ま
ま
活
か
さ

れ

て

お
り
、
物
名
歌
と
は
言
い
が
た
い
。

　
先
に

も
、
棚
や
姫
の
よ
う
に
、
折
句
や
特
別
な
詞
書
を
付
し
た
通
常
の
物
名
歌
と

異

な
っ
た
歌
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
漢
語
の
物
の
名
と
和
語
の
物
の
名
を
区
別

す

る
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
姻
も
歌
群

の

大
き
な
切
れ
目
を
示
す
た
め
に
置
か
れ
た
特
別
な
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

　
確
か
に

こ
の
娚
の
後
に
は
、
砲
、
鰯
と
「
複
数
の
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌

が
配
列

さ
れ
て
お
り
、
「
あ
ふ
ひ
」
と
「
か
つ
ら
」
を
詠
み
込
ん
だ
娚
、
刷
以
外
、

一
つ
の

物
の
名
ば
か
り
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
が
配
列
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
配
列

と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
蝿
の
「
か
は
な
ぐ
さ
」
を
詠
み
込
ん

だ

歌
以
降
、
蜘
か
ら
姫
ま
で
は
草
か
否
か
俄
に
断
定
で
き
な
い
歌
が
続
い
て
い
た
。

こ
う
し
た
配
列
に
お
い
て
、
娚
に
「
蕨
」
を
詠
み
込
み
、
か
つ
歌
詞
で
も
「
蕨
」
を

「
煙

た
ち
も
ゆ
と
も
見
え
ぬ
草
の
葉
」
と
詠
ず
る
歌
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ

ま
で
が
花
を
付
け
な
い
草
の
歌
群
、
す
な
わ
ち
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で
あ
る

こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
囎
か
ら
娚
の
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
こ
れ
以
降
の

砲
、
」
刷
の
「
複
数
の
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
が
異
質
な
歌
群
で
あ
る
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
，

　
「
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
次
に
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
を
配
列
し

た

よ
う
に
、
「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
次
に
は
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群

が
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
が
、
「
夏
の
草
花
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
「
秋
の
草
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
続
い
た
の
を
承
け
て
、

捌
か

ら
娚
ま
で
は
常
緑
の
植
物
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冬
と
い
う
季
節
を
表

そ

う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
輔
か
ら
姻
ま
で
の
配
列
の
順
序
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
娚
は
、
歌
の
特
殊
性
か
ら
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最
後
に

配
置
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
に
続
く
歌
群
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
。
姐
、
娚

は
と
も
に
「
た
け
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
か
ら
ま
と
め
て
配
列
さ
れ
る
。
「
さ
が
り

ご
け
」
を
物
の
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
捌
は
、
「
露
」
を
詠
じ
て
い
る
点
で
、
「
に
が

た
け
」
を
物
の
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
姐
と
連
続
す
る
。
「
か
は
な
ぐ
さ
」
を
物
の

名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
輔
は
「
た
け
」
を
物
の
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
姐
、
皿
よ
り
、

「
さ
が
り
ご
け
」
を
物
の
名
と
し
て
詠
み
込
ん
だ
捌
に
近
い
。
ま
た
「
か
は
な
ぐ
さ
」

と
い
う
物
の
名
は
「
草
」
と
い
う
語
を
含
ん
で
お
り
、
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群

の

冒
頭
に
置
く
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
な
点
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
、
囎

か

ら
娚
と
い
う
歌
の
配
列
が
な
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
続
く
姐
、
纈
の
歌
は
複
数
の
物
の
名
、
そ
れ
も
植
物
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
で

あ
り
、
「
複
数
の
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
さ
さ
　
ま
つ
　
び
は
　
ば
せ
を
ば
　
　
　
　
紀
乳
母

　
　
姐
い

さ
さ
め
に
時
待
つ
ま
に
ぞ
日
は
経
ぬ
る
心
ば
せ
を
ば
人
に
見
え
つ
つ

　
　
　
　
　

な
し
　
な
つ
め
く
る
み
　
　
　
　
　
　
　
兵
衛

　
　
纈
あ
じ
き
な
し
歎
き
な
つ
め
そ
憂
き
こ
と
に
あ
ひ
く
る
身
を
ば
捨
て
ぬ
も
の
か
ら

一
首
目
砲
に
詠
み
込
ま
れ
る
「
さ
さ
」
「
ま
つ
」
「
び
は
」
「
ば
せ
を
ば
」
は
、
先
に

も
述
べ
た
通
り
、
い
ず
れ
も
葉
を
賞
美
す
る
植
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

こ
の
う
ち
「
さ
さ
」
は
草
に
分
類
さ
れ
る
点
で
姻
か
ら
姻
ま
で
の
「
草
」
を
詠
み
込
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ん

だ
歌
群
と
連
続
性
を
示
す
の
に
対
し
、
「
ま
つ
」
「
び
は
」
は
明
ら
か
に
木
で
あ
っ

て
、
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
断
絶
を
示
す
。
ま
た
「
ば
せ
を
ば
」
は
草
か
木

か

判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
姐
、
娚
の
「
た
け
」
を
「
竹
」
と
し
、
「
草
」

と
し
て
分
類
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
「
草
」
に
分
類
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
す

る
と
、
娚
は
、
そ
れ
以
前
の
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
連
続
す
る
「
さ
さ
」
、

「
ば

せ

を
ば
」
、
さ
ら
に
木
で
あ
る
「
ま
つ
」
「
び
は
」
と
い
う
植
物
の
名
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
砲
は
「
さ
さ
」
「
ま
つ
」
「
び
は
」
「
ば
せ
を
ば
」
と
葉

を
賞
美
す
る
植
物
を
詠
み
込
ん
で
い
る
点
で
そ
れ
以
前
の
歌
群
姐
か
ら
娚
と
連
続
し

つ

つ
も
、
「
草
」
か
ら
「
木
」
へ
と
詠
み
込
ま
れ
る
物
の
名
が
変
化
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
以
前
の
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
か
ら
「
木
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
に
推
移

し
て
い
く
様
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
「
び
は
」
は
葉
を
賞
美
す
る
と
と
も
に
、
そ

の

実
を
賞
味
す
る
植
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
姐
に
続
く
纈
が
み
な
果
実
を
賞
味
す
る
木

を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
と
連
続
性
を
持
つ
。

　
姫
は
「
な
し
」
「
な
つ
め
」
「
く
る
み
」
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
木
」
を
詠

み

込
ん

で

お
り
、
し
か
も
詠
み
込
ま
れ
た
「
木
」
は
全
て
そ
の
果
実
を
賞
味
す
る
木

で

あ
る
。
こ
の
う
ち
「
な
し
」
は
春
に
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

螂
か

ら
娚
の
「
春
の
木
の
花
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
の
対
応
性
を
示
す
と
見
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
「
植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
は
、
春
の
植
物
、
夏
の
植
物
、
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

の

植
物
、
冬
の
植
物
を
詠
み
込
ん
だ
後
、
再
び
春
の
植
物
を
詠
み
込
ん
だ
歌
へ
と
回

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

帰
す
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
娚
か
ら
娚
の
「
草
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
お
よ
び
姐
、
纈
の
「
複
数
の

植
物
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
作
者
は
、
棚
か
ら
揺
ま
で
が
撰
者
時
代
の
人
物
、
．
娚
、

砲
が
六
歌
仙
時
代
の
人
物
、
姫
が
撰
者
時
代
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
刷
以
下

は
次
の
よ
う
な
歌
が
並
ぶ
。

　
　
　
　
　
か

ら
こ
と
と
い
ふ
所
に
て
春
の
立
ち
け
る
日
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
倍
清
行
朝
臣

　
　
纈
波
の
音
の
今
朝
か
ら
こ
と
に
聞
ゆ
る
は
春
の
し
ら
べ
や
あ
ら
た
ま
る
ら
む

　
　
　
　
　
い

か

が

さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
覧
王

　
　
姻
揖
に
あ
た
る
波
の
し
つ
く
を
春
な
れ
ば
い
か
が
さ
き
ち
る
花
と
見
ざ
ら
む

　
　
　
　
　
か

ら
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
保
経
覧

　
　
纈
か

の
方
に
の
い
つ
か
ら
さ
き
に
渡
り
け
む
波
路
は
あ
と
も
残
ら
ざ
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢

　
　
娚
波
の
花
沖
か
ら
咲
き
て
散
り
く
め
り
水
の
春
と
は
風
や
な
る
ら
む

　
　
　
　
　
か
み

や

が

は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
捌
う
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
や
か
は
る
ら
む
鏡
の
影
に
降
れ
る
白
雪

　
　
　
　
　

よ
ど
が
は

　
　
姐
あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
を
れ
ば
白
雲
の
い
か
に
せ
よ
と
か
晴
る
る
時
な
き

　
　
　
　
　
か

た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
み
ね

　
　
娚
夏
草
の
う
へ
は
繁
れ
る
沼
水
の
ゆ
く
方
の
な
き
わ
が
心
か
な

　
　
　
　
　
か

つ

ら
の
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
忠

　
　
娚
秋
く
れ
ば
月
の
桂
の
実
や
は
な
る
光
を
花
と
散
ら
す
ば
か
り
を

娚
の

詞
書
は
、
物
名
の
部
に
収
め
ら
れ
る
歌
の
詞
書
の
多
く
が
、
そ
の
歌
に
詠
み
込

ま
れ
た
物
の
名
を
記
す
の
み
で
あ
る
の
に
、
そ
の
詠
ま
れ
た
状
況
を
記
し
て
い
る
。

物
名
の
部
で
、
こ
の
よ
う
な
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
こ
に
歌
群
の
大
き
な

切
れ
目
が
存
す
る
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
纈
も
こ
こ
か
ら
新

た
な
歌
群
が
始
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
娚
か
ら
栂
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
物
の

名
の
う
ち
、
鰯
か
ら
捌
ま
で
は
全
て
地
名
で
あ
る
。
ま
た
、
棚
に
詠
み
込
ま
れ
た

「
か

つ

ら
の
み
や
」
建
物
で
は
あ
る
が
、
場
所
を
示
す
と
い
う
点
で
地
名
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
鰯
か
ら
娚
ま
で
の
歌
群
は
全
て
地
名
を
詠
み
込
ん
で
お

り
、
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
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八
首
の
配
列
の
仕
方
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
刷
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
詞
書
が
特
殊
で
あ
る
こ
と

の

他
に
、
他
の
六
首
が
詠
み
込
ん
で
い
る
地
名
が
「
崎
」
「
河
」
「
宮
」
と
い
う
よ
う

に

限
定

さ
れ
た
場
所
の
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
か
ら
こ
と
」
と
い
う
広
範
な
地
域

を

示
す
地
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
冒

頭
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
続
く
姻
は
「
い
か
が
さ
き
」
、
纈
、
姻
は
「
か
ら
さ
き
」
と
い
う
よ
う
に
い
ず
れ

も
「
岬
」
を
詠
じ
、
か
つ
三
首
と
も
い
ず
れ
も
波
を
詠
ん
で
い
る
い
る
点
で
共
通
す

る
。
ま
た
、
姻
、
姻
は
波
を
花
と
見
立
て
る
技
法
を
用
い
て
い
る
点
で
も
共
通
し
、

姻
か

ら
硯
の
三
首
は
纈
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

娚
と
娚
は
岸
に
寄
せ
る
波
を
詠
じ
て
対
応
し
、
姻
と
纈
は
舟
に
あ
た
る
波
を
詠
じ
て

対
応
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
鰯
か
ら
娚
の
四
首
は
図
に
示
す
よ
う
な
対
応
関
係
を
有

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
搦

（…

　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
を
見
る
と
、
こ
の
四
首
の
一
首
目
纈
と
対
に
な
る
姻
が
四
首
の
一
番
最
後
に
配

さ
れ
、
二
首
目
姻
か
ら
四
首
目
姻
が
三
首
目
拙
を
中
心
に
左
右
対
称
に
配
置
さ
れ
て

い

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
捌
、
姐
は
い
ず
れ
も
「
河
」
を
詠
み
込
ん
だ
物
名
歌
で
あ
る
。
刷
以
前
は
、
鰯
の

「
か

ら
こ
と
」
、
姻
の
「
い
か
が
さ
き
」
、
纈
、
娚
の
「
か
ら
さ
き
」
と
、
い
ず
れ
も

海
、
湖
に
近
接
し
た
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
娚
か
ら
纈
に
次
い
で

「
河
」
す
な
わ
ち
海
や
湖
と
と
も
に
水
に
関
連
し
た
「
河
」
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
捌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

姐
が
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

捌
、
姐
の
配
列
順
は
、
姐
の
歌
の
内
容
が
恋
の
歌
で
あ
り
、
続
く
棚
も
恋
の
歌
で

あ
る
こ
と
か
ら
捌
が
先
、
岨
が
後
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
捌
に
詠
み

込

ま
れ
た
「
か
み
や
が
は
」
が
都
の
中
を
流
れ
る
河
で
あ
り
、
「
淀
川
」
に
流
れ
込

む

支
流
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
「
か
み
や
が
は
」
を
詠
み
込
ん
だ
刷
を
先
に
置
き
、

次
に

「
よ
ど
が
わ
」
を
詠
み
込
ん
だ
岨
を
置
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

捌
は
、
「
か
た
の
」
と
い
う
「
野
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
地
名

が

「水
」
に
関
す
る
地
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
娚
は
「
野
」
を
詠
み
込
ん
だ
地
名

で

あ
る
の
で
、
「
水
」
に
関
す
る
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
後
に
置
か
れ
る
こ
と

に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最
後
の
歌
は
、
「
か
つ
ら
の
み
や
」
と
い
う
建
物

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
宮
」
と
い
う
建
物
も
場
所
を
表

す

と
い
う
点
で
は
地
名
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
れ
ま
で
　
詠
み
込
ま
れ
て

き
た
地
名
が
自
然
に
存
在
す
る
場
所
を
示
す
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
宮
」
は
人
工

的
に
作
ら
れ
た
場
所
を
示
す
名
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
鵬
は
当
然
「
地
名
」

を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
最
後
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
栂
は
光
を
花
と
見
立
て
る
技
法
を
用
い
て
お
り
、
白
髪
を
雪
に
見
立
て
る

捌
と
対
応
し
、
姐
と
娚
が
恋
の
思
い
を
詠
じ
て
対
応
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

地
名
を
詠
じ
た
歌
群
の
最
初
の
四
首
の
う
ち
纈
、
姻
、
娚
が
春
の
歌
で
あ
る
の
に
対

し
、
地
名
を
詠
じ
た
歌
群
の
最
後
か
ら
二
首
目
娚
が
夏
の
歌
で
あ
り
、
地
名
を
詠
じ

た
歌
群
の
最
後
の
歌
娚
が
秋
の
歌
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　

捌

鞭

　

娚
か

ら
栂
ま
で
の
作
者
は
、
纈
は
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
で
、
以
下
娚
ま
で
は
撰
者
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時
代
の
歌
人
で
あ
る
。

　
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
後
は
、
次
の
よ
う
な
物
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌

群
が
続
く
。

　
　
　
　
　
百
和
香
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
姻
花
ご
と
に
飽
か
ず
散
ら
し
し
風
な
れ
ば
い
く
そ
ば
く
わ
が
憂
し
と
か
は
思
ふ

　
　
　
　
　
す
み
な
が
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
し
げ
は
る

　
　
刷
春
霞
な
か
し
通
ひ
路
な
か
り
せ
ば
秋
く
る
雁
は
帰
ら
ざ
ら
ま
し

　
　
　
　
　
お

き
火
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
良
香

　
　
刷
流
れ

い

つ

る
方
だ
に
見
え
ぬ
涙
川
沖
ひ
む
と
き
や
底
は
知
ら
れ
む

　
　
　
　
　

ち
ま
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
千
里

　
　
蜥
の
ち
ま
き
の
お
く
れ
て
生
ふ
る
苗
な
れ
ど
あ
だ
に
は
な
ら
ぬ
た
の
み
と
そ
聞
く

　
　
　
　
　
「
は
」
を
は
じ
め
、
「
る
」
を
は
て
に
て
、
「
な
が
め
」
を
か
け
て
時
の

　
　
　
　
　
歌
を
よ
め
、
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
よ
み
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

僧
正
聖
宝

　
　
娚
花
の
な
か
目
に
飽
く
や
と
て
わ
け
ゆ
け
ば
心
ぞ
と
も
に
散
り
ぬ
べ
ら
な
る

姻
か
ら
螂
に
は
、
「
百
和
香
」
「
す
み
な
が
し
」
「
お
き
火
」
「
ち
ま
き
」
「
な
が
め
」

等
、
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
様
々
な
物
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
物
名
の
部
は
、

こ
れ
ま
で
「
鳥
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
「
虫
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、
「
植
物
」
を

詠
み

込
ん
だ
歌
群
、
「
地
名
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
と
続
い
て
き
た
が
、
9
姻
か
ら
棚

は
そ
の
他
諸
々
の
物
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
、
「
雑
名
」
の
歌
群
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
こ
れ
ら
五
首
は
、
磁
と
棚
が
花
の
散
る
様
を
詠
じ
て
対
応
関
係
を
有
し
、
刷
が
春

か

ら
秋
の
事
柄
を
詠
ず
る
の
に
対
し
、
姻
が
春
、
な
い
し
初
夏
か
ら
秋
に
わ
た
る
事

柄
を
詠
ず
る
と
い
う
よ
う
に
対
応
関
係
を
有
し
て
い
る
。

　
娚
が

「
「
は
」
を
は
じ
め
、
「
る
」
を
は
て
に
て
、
「
な
が
あ
」
を
か
け
て
時
の
歌

を
よ
め
、
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
よ
み
け
る
」
と
い
う
物
名
の
部
で
は
特
殊
な
詞
書
を

有
し
、
「
は
る
」
が
特
殊
な
形
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
砲
の
作
者
が
読

人
し
ら
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
五
首
の
歌
群
の
中
で
、
砲
が
歌
群

の

一
番
最
初
、
蜥
が
歌
群
の
一
番
最
後
に
配
置
さ
れ
る
の
が
も
っ
と
も
理
に
適
っ
た

配
列
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
歌
群
の
最
初
と
最
後
の
歌
の
配
列
が
決
ま
る
と
、
鰯
と
姻
の
対
が
砲

と
娚
の
配
列
の
内
側
に
配
列
さ
れ
、
五
首
全
体
が
刷
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
を

な
し
、
配
列
が
も
っ
と
も
均
整
の
と
れ
た
も
の
と
な
る
。
で
は
、
鰯
と
姻
の
ど
ち
ら

を
先
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
刷
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
百
和
香
」
に
近
い

の

は
、
姻
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
ち
ま
き
」
よ
り
刷
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
す
み
な
が
し
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
鰯
が
前
蜥
が
後
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
刷
か
ら
刷
の

配
列
順
は
こ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
砲
か

ら
棚
の
作
者
は
、
刷
が
読
人
し
ら
ず
、
対
称
構
造
の
中
心
と
な
る
螂
が
六
歌

仙
時
代
の
人
物
、
そ
の
他
は
撰
者
時
代
の
人
物
と
な
る
。

　
な
お
、
棚
は
「
は
」
の
字
を
歌
の
初
め
、
「
る
」
の
字
を
歌
の
終
わ
り
に
置
く
と

い

う
形
で
「
春
」
を
詠
み
込
む
と
同
時
に
、
歌
一
首
の
内
容
も
春
に
詠
ま
れ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
巻
十
物
名
の
部
が

　
　
　
　
　
う
ぐ
ひ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
敏
行
朝
臣

　
　
辺
心
か

ら
花
の
し
つ
く
に
し
ほ
ち
つ
つ
憂
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
鳴
く
ら
む

と
い
う
春
の
歌
で
始
ま
っ
て
い
た
の
と
対
応
す
る
七
、
『
古
今
集
』
の
巻
頭
歌
が
立

春
の
歌
で
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
と
も
対
応
し
よ
う
。
ま
た
巻
十
一
、
恋
一
の
部
が

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
娚
郭
公
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

と
い
う
夏
の
歌
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
も
連
続
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
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『古今集』物名の部の構造

　
注

（
1
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
（
風
間
書
院
、
昭
和
4
0
年
）
は
、
物
名
の

　
　
部

は
、
鳥
虫
・
植
物
名
（
前
半
部
）
、
地
名
・
雑
名
（
後
半
部
）
と
い
う
構
成
を
と
っ
て

　
　
い
る
と
す
る
。

（
2
）
『
古
今
集
』
は
『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
に
拠
る
。

（
3
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
蹴
頁
で
は
、
物
名
の
巻
頭
歌
四
首
に
つ

　
　
い
て
、
「
春
の
鶯
、
夏
の
郭
公
・
空
蝉
と
い
ふ
季
節
の
関
係
は
存
し
て
ゐ
る
。
又
鶯
と
郭

　
　
公
の
歌
の
意
味
は
、
題
の
鶯
と
郭
公
に
関
係
が
あ
る
が
、
空
蝉
の
二
首
の
内
容
は
、
直
接
、

　
　
空
蝉
と
は
な
ん
ら
関
係
が
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（
4
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
珊
頁
で
は
、
「
こ
の
四
首
と
な
っ
た
植
物

　
　
は
い
つ
れ
も
梅
・
桜
・
桃
と
い
っ
た
春
開
花
す
る
顕
花
植
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
ほ
ぼ

　
　
季
節
の
順
に
従
っ
て
並
べ
て
ゐ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
5
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
）
に
拠
る
。

（
6
）
『
倭
名
抄
』
は
、
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』
（
臨
川
書
店
、
昭
和
4
3
年
）
所
収
『
真
福
寺

　
　
本
』
に
拠
る
。

（
7
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
）
に
拠
る
。

（
8
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
鋤
頁
。

（
9
）
『
源
氏
物
語
』
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

（
1
0
）
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
鵬
頁
。
『
大
和
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な

　
　
章
段
が
あ
る
。

　
　
　
　

ま
た
、
在
中
将
、
内
に
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
御
息
所
の
御
方
よ
り
、
忘
れ
草
を
な
む
、

　
　
　
　

「
こ
れ
は
な
に
と
か
い
ふ
」
と
て
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、
中
将
、

　
　
　
　
　
　

忘
れ
草
生
ふ
る
野
べ
と
は
み
る
ら
め
ど
こ
は
し
の
ぶ
な
り
の
ち
も
頼
ま
む

　
　
　
　

と
な
む
あ
り
け
る
。
お
な
じ
草
を
忍
ぶ
草
、
忘
れ
草
と
い
へ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
な

　
　
　
　

む
、
よ
み
た
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
六
十
二
段
）

　
　
と
あ
る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
同
じ
歌
が
次
の
よ
う
な
詞
章
の
も
と
に
収
め
ら
れ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
　

む

か
し
、
男
、
後
涼
殿
の
は
さ
ま
を
渡
り
け
れ
ば
、
あ
る
や
む
ご
と
な
き
人
の
御

　
　
　
　

局
よ
り
、
「
忘
れ
草
を
忍
ぶ
草
と
や
い
ふ
」
と
て
、
い
だ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、

　
　
　
　

た
ま
は
り
て
、

　
　
　
　
　
　

忘
れ
草
お
ふ
る
野
辺
と
は
見
る
ら
め
ど
こ
は
し
の
ぶ
な
り
の
ち
も
頼
ま
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
段
）

　
　
『
伊
勢
物
語
』
諸
注
は
、
こ
の
段
か
ら
忘
れ
草
と
忍
ぶ
草
は
別
の
植
物
で
あ
り
、
『
大
和
物

　
　
語
』
が
間
違
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
が
、
こ
の
章
段
の
表
現
か
ら
そ
の
よ
う
に
断
定
で

　
　
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
伊
勢
物
語
』
と
『
大
和
物
語
』
の
表
現
か
ら
は
、
忘
れ
草
と
忍
ぶ

　
　
草
を
同
じ
草
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
H
）
片
桐
洋
一
は
、
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
講
談
社
、
平
成
1
0
年
）
で
『
宇
津
保
物
語
』

　
　
国
譲
下
巻
に
「
山
の
法
師
ば
ら
（
中
略
）
お
も
の
炊
が
せ
、
御
前
の
朽
ち
木
に
生
ひ
た
る

　
　
く
さ
び
ら
ど
も
美
物
に
せ
さ
せ
、
に
が
た
け
な
ど
調
じ
て
、
銀
の
金
椀
に
入
れ
つ
つ
参
れ

　
　
ば
、
君
達
興
じ
つ
つ
召
し
添
へ
参
る
」
と
あ
り
、
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
に
も
「
苦
菌
　
ニ

　
　
ガ
タ
ケ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
茸
の
可
能
性
は
高
い
と
し
な
が
ら
、
『
後
撰
集
』
雑
四
・

　
　
一
二
七
二
に
、

　
　
　
　
　
女
友
達
の
常
に
い
ひ
か
は
し
け
る
を
、
ひ
さ
し
く
訪
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
十
月
ば
か

　
　
　
　
　
り
に
、
「
あ
だ
人
の
思
ふ
と
言
ひ
し
言
の
葉
は
」
と
い
ふ
古
事
を
言
ひ
か
は
し
た

　
　
　
　
　
り
け
れ
ば
、
竹
の
葉
に
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
よ
み
人
知
ら
ず

　
　
　
　
う
つ
ろ
は
ぬ
名
に
流
れ
た
る
河
竹
の
い
つ
れ
の
世
に
か
秋
を
知
る
べ
き

　
　
と
あ
り
、
『
枕
草
子
』
の
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
の
段
に
も

　
　
　
　
夕
暮
れ
、
暁
に
、
か
は
た
け
の
風
に
吹
か
れ
た
る
、
目
さ
ま
し
て
聞
き
た
る
。

　
　
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
河
竹
」
の
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
し
、
『
名
義
抄
』
に
「
苦
竹

　
　
ヵ
ハ
タ
ヶ
宜
作
。
河
竹
同
也
。
竹
苦
竹
　
ヵ
ハ
ダ
ヶ
」
と
あ
り
、
『
和
名
抄
』
に
も
「
筈
茸

　
　
四
声
字
苑
云
筈
。
（
中
略
）
弁
色
立
成
云
、
苦
茸
・
加
波
多
介
。
（
中
略
）
竹
名
也
」
と
あ

　
　
る
の
を
見
る
と
、
「
に
が
た
け
」
と
「
か
は
た
け
」
は
、
同
名
異
名
で
、
ど
ち
ら
も
「
茸
」

　
　
で

は
な
く
「
竹
」
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

（
1
2
）
姻
も
常
緑
の
植
物
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
、
冬
の
植
物
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
3
）
松
田
武
夫
は
、
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
棚
頁
で
、
姻
、
鰯
に
詠
み
込
ま
れ
た

　
　
植
物
を
全
て
食
用
植
物
と
す
る
。

（
1
4
）
松
田
武
夫
は
、
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
棚
頁
で
娚
か
ら
姐
ま
で
の
六
首
は
、

　
　
「
い
つ
れ
も
海
や
川
に
関
係
あ
る
地
名
を
隠
題
と
し
た
歌
ば
か
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し

　
　
て
揚
げ
て
ゐ
る
」
と
す
る
。

13


