
歌
枕
＜
姉
歯
の
松
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の
形
成
過
程

一

広瀬朝光

　
歌
枕
で
知
ら
れ
た
姉
歯
の
松
は
、
宮
城
県
栗
原
郡
金
成
町
字
音
崎
の
地
に
あ

る
。
松
は
、
も
と
よ
り
代
々
植
え
継
い
だ
も
の
で
、
樹
齢
は
定
か
で
は
な
い
が
か

な
り
大
き
な
も
の
が
数
本
あ
り
、
郷
人
に
姉
歯
の
松
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ

の
中
の
ど
れ
な
の
か
と
尋
ね
て
は
見
た
が
、
は
か
ば
か
し
い
答
え
は
返
っ
て
こ
な

か
っ
た
。
松
の
傍
ら
に
、
金
成
町
教
育
委
員
会
の
立
て
た
姉
歯
の
松
の
解
説
を
施

し
た
立
て
札
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
書
き
写
し
て
き
た
。
左
の
文
面
は
、
そ
の

解
説
で
あ
る
。

　
　
　
姉
　
歯
　
の
　
松

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
松
島
か
ら
石
巻
へ
の
コ
ー
ス
の
叙
述
の
中
に

　
十
二
日
（
「
曾
良
日
記
」
に
は
、
元
禄
二
年
五
月
十
日
条
）
平
和
泉
と
心
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
き

　
し
あ
ね
は
の
松
・
緒
だ
え
の
橋
な
ど
聞
伝
て
、
人
跡
稀
に
維
兎
葛
莞
の
往
か

　
ふ
道
そ
こ
と
も
わ
か
ず
、
終
に
路
ふ
み
た
が
へ
て
、
石
の
巻
と
い
ふ
湊
に
出

　
づ
。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。

　
芭
蕉
が
心
ひ
か
れ
な
が
ら
立
ち
寄
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
歌
枕
「
姉
歯
の

松
」
は
、
こ
こ
栗
原
郡
金
成
町
字
梨
崎
に
あ
る
。
こ
の
歌
枕
は
「
伊
勢
物
語
」

（
第
十
四
段
）
に
あ
る
。

　
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

の
歌
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
に
「
．
粟
原
の
」
と
見
え
る
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
せ
い

ら
、
「
…
…
紫
の
大
明
神
の
御
前
に
て
祈
誓
申
さ
せ
給
ひ
て
、
姉
歯
の
松
を
見

て
栗
原
に
着
き
給
ふ
。
」
（
「
義
経
記
」
）
、
「
あ
こ
や
の
松
や
あ
ね
は
の
松
人
な
ら

ぽ
都
の
旅
に
誘
ふ
べ
き
と
…
…
」
（
「
小
町
草
紙
」
）
な
ど
、
栗
原
の
地
を
象
徴

す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
著
名
な
歌
枕
に
は
、
伝
承
も
多
く
生
ま
れ
、
東
下
り
の
業
平
が
、
小
野

小
町
の
妹
、
姉
歯
を
訪
ね
て
み
ち
の
く
へ
来
た
が
、
す
で
に
没
し
て
墓
に
松
が

植
え
て
あ
っ
た
と
い
う
話
（
「
義
経
記
」
）
1
地
方
的
に
は
気
仙
郡
高
田
の
長
者

　
む
す
め

の
女
、
朝
日
姫
が
、
宮
仕
え
に
の
ぼ
る
途
上
厚
層
の
地
で
没
し
た
の
を
、
妹
の

夕
日
姫
が
そ
の
墓
に
詣
で
て
松
を
植
え
た
と
い
う
話
i
筑
紫
の
松
浦
佐
用
姫
が

い
ざ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

伊
沢
の
水
神
の
い
け
に
え
の
た
め
身
を
売
っ
た
が
、
神
は
孝
心
に
賞
で
て
受
納

し
な
い
。
一
方
姉
が
妹
の
安
否
を
気
づ
か
っ
て
、
み
ち
の
く
へ
下
っ
た
が
、
梨

崎
の
地
で
没
す
る
。
佐
用
姫
は
姉
の
墓
を
訪
ね
、
一
寺
を
建
立
す
る
。
姉
歯
は

　
　
　
て
ん
か

姉
墓
の
転
託
で
あ
る
と
い
う
話
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
成
町
教
育
委
員
会

　
右
の
解
説
は
、
歌
枕
〈
姉
歯
の
松
〉
が
形
成
さ
れ
て
行
く
過
程
を
知
る
上
で
の

文
献
学
的
暗
示
を
与
え
て
い
る
。
「
伊
勢
物
語
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
在
原
業
平
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
業
平
と
同
世
代
の
美
女
小
野
小
町
、
そ
の
妹
姉
歯
と
の
結
び
つ
き
が
、
陸
奥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
え
ん

に
縁
の
あ
る
「
義
経
記
」
を
通
じ
て
語
ら
れ
て
い
る
点
に
、
こ
の
伝
説
の
敷
術
し
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て
行
く
源
泉
を
見
る
の
で
あ
る
。
悲
運
の
英
雄
源
義
経
が
姉
歯
の
松
と
関
連
づ
け

　
　
　
　
あ
か
し

ら
れ
て
い
る
証
は
、
現
在
も
梨
崎
の
地
に
残
る
弁
慶
腰
掛
石
、
義
経
硯
が
池
な
ど
、

恐
ら
く
は
後
世
に
至
り
故
事
附
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
名
称
が
、
あ
た
か
も
「
義
経

記
」
の
昔
を
再
現
す
る
か
の
よ
う
に
残
存
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
義
経
伝
説
に

関
し
て
は
、
『
義
経
伝
説
と
文
学
　
全
』
（
島
津
久
前
著
・
市
古
貞
次
解
説
・
昭
和

1
0
・
1
、
大
学
堂
書
店
）
の
大
著
が
あ
り
、
朝
日
姫
・
夕
日
姫
伝
説
、
松
浦
佐
用

姫
伝
説
、
猿
丸
太
夫
伝
説
（
『
民
俗
学
辞
典
』
柳
田
国
男
監
修
、
昭
和
2
6
・
1
、
東

京
堂
）
な
ど
は
、
こ
の
姉
歯
の
松
の
伝
承
に
何
等
か
の
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
姉
歯
の
名
称
の
起
こ
り
で
あ
る
が
、
元
来
人
名
で
あ
り
、
小
野
小

町
の
妹
の
名
前
で
あ
る
と
い
う
。
小
野
小
町
に
姉
が
い
た
ら
し
い
事
実
は
、
「
古

今
和
歌
集
」
巻
首
十
五
恋
歌
五
に
、

　
　
あ
ひ
し
れ
り
け
る
人
の
や
う
や
く
か
れ
が
た
に
な
り
け
る
あ
ひ
だ
に
、
や
け

　
　
た
る
ち
の
葉
に
ふ
み
を
さ
し
て
つ
か
は
せ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
ち
が
あ
ね

　
時
す
ぎ
て
か
れ
行
く
を
の
の
あ
さ
ち
に
は
今
は
お
も
ひ
そ
た
え
ず
も
え
け
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
和
歌
が
あ
り
、
こ
ま
ち
が
あ
ね
と
は
っ
き
り
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
間
違

い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
こ
の
小
町
が
姉
と
姉
歯
と
を
結
び
付
け
る
文
献
学
的
資
料

は
何
も
な
い
。
文
献
学
的
に
は
「
義
経
記
」
に
載
る
小
野
小
町
の
妹
が
姉
歯
と
い

う
名
前
で
あ
り
、
後
に
こ
れ
が
地
名
化
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
猿
丸
太
夫
伝
説
に
よ
る
と
、
太
夫
は
朝
日
長
者
の
子
で
、
小
野
姓
を
名
乗
り
、

下
野
二
荒
山
の
信
仰
と
関
連
が
あ
る
と
い
う
。
猿
丸
は
二
荒
山
の
神
の
孫
で
、

む
か
で

娯
舩
の
形
を
現
わ
し
て
攻
め
て
き
た
赤
城
神
を
弓
で
射
退
け
た
と
伝
え
ら
れ
、
二

荒
山
で
は
女
体
山
の
神
を
朝
日
と
呼
び
、
神
に
仕
え
る
巫
女
の
中
に
も
朝
日
を
名

乗
る
者
が
多
い
と
の
由
で
あ
る
。
こ
の
朝
日
に
対
応
す
る
の
が
夕
日
で
あ
り
、
長

者
の
栄
華
と
没
落
の
比
喩
と
し
て
、
蘭
引
用
い
ら
れ
る
。
二
荒
山
の
神
主
は
小
野

氏
で
猿
丸
の
子
孫
と
い
わ
れ
、
諸
国
の
神
官
で
小
野
姓
を
名
乗
る
者
は
多
い
と
い

う
。
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
は
、
そ
の
昔
、
玉
山
金
山
な
ど
も
あ
り
、
長
者
伝
説

が
あ
っ
て
も
一
向
に
お
か
し
く
も
な
い
土
地
柄
で
あ
り
、
朝
日
姫
・
夕
日
姫
伝
説

も
、
「
義
経
記
」
に
載
る
小
野
小
町
の
妹
姉
歯
の
伝
説
か
ら
派
生
し
た
説
話
で
あ

り
、
下
野
二
荒
山
の
信
仰
と
も
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
玉
山
金
山
は
陸

前
高
田
市
竹
駒
町
に
あ
り
、
藤
原
三
代
の
時
代
か
ら
著
名
で
あ
っ
て
、
平
泉
の
金

色
堂
の
建
立
も
当
山
の
産
金
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
、
竹
駒
明
神
の
開
創
に
つ
い

て
は
行
基
勧
請
と
の
社
伝
も
あ
り
、
行
基
に
よ
る
天
平
産
金
説
話
、
平
泉
と
の
関

連
説
話
、
平
重
盛
の
育
王
山
献
金
説
話
、
豊
臣
秀
吉
の
経
営
説
話
な
ど
、
様
々
な

金
山
秘
話
を
伝
え
て
い
る
。
朝
日
姫
・
夕
日
姫
伝
説
発
祥
の
地
が
陸
前
高
田
市
で

あ
る
関
係
も
あ
っ
て
か
、
市
内
に
は
姉
歯
の
橋
の
名
称
も
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
け
に
え

　
松
浦
佐
用
姫
伝
説
は
、
貧
し
さ
の
た
め
に
人
に
売
ら
れ
た
娘
が
、
水
神
の
生
賛

と
し
て
捧
げ
ら
れ
、
人
柱
と
な
り
水
中
に
沈
め
ら
れ
る
説
話
で
、
橋
、
堤
の
工
事

の
際
に
人
身
御
供
と
し
て
殺
害
さ
れ
る
残
酷
物
語
で
あ
る
。
こ
の
種
の
話
は
、
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
よ

北
各
地
に
残
っ
て
お
り
、
殺
さ
れ
る
娘
の
名
前
が
佐
用
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い

る
が
、
姉
歯
の
松
の
伝
承
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
模
様
で
あ
る
。

二

　
さ
て
、
歌
枕
〈
姉
歯
の
松
〉
が
、
初
め
て
文
献
資
料
に
顔
を
出
す
の
は
、

勢
物
語
」
第
十
四
段
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
伊
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む
か
し
、
お
と
こ
、
み
ち
の
国
に
す
ぼ
ろ
に
行
き
い
た
り
に
け
り
。
そ
こ
な

　
る
女
、
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
覚
え
け
ん
、
せ
ち
に
思
へ
る
心
な
ん
あ
り
け

　
る
。
さ
て
、
か
の
女
、

　
　
中
く
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ぽ
か
り

　
歌
さ
へ
そ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん
、
い
き
て
寝

　
に
け
り
。
夜
深
く
出
で
に
け
れ
ぽ
、
女
、

　
　
夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
り

　
　
つ
る

　
と
い
へ
る
に
、
お
と
こ
、
京
へ
な
ん
ま
か
る
と
て
、

　
　
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ぽ
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

　
と
い
へ
り
け
れ
ぽ
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、
「
思
ひ
け
ら
し
」
と
そ
い
ひ
居
り
け
る
。

　
こ
の
話
は
、
在
原
業
平
が
み
ち
の
く
の
栗
原
郡
姉
歯
の
辺
の
女
と
一
夜
を
過
ご

し
た
時
の
事
柄
で
あ
る
。
都
人
と
辺
鄙
な
み
ち
の
く
の
片
田
舎
の
女
と
の
贈
答
歌

は
、
都
の
歌
人
藤
原
清
輔
に
も
関
心
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
の
手
に
な
る
歌
論
書

「
奥
義
抄
」
に
も
、
「
夜
も
明
け
ば
」
・
「
栗
原
の
」
二
首
を
引
い
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
「
伊
勢
物
語
」
に
載
る
和
歌
と
は
若
干
の
語
句
の
相
違
が
あ
り
、
そ
の
点
注

目
さ
れ
る
。

　
「
夜
も
明
け
ば
」
の
一
首
は
、
ω
「
き
つ
」
を
狐
と
す
る
、
藤
原
清
輔
の
「
奥

義
抄
」
に
よ
る
説
と
、
②
「
き
つ
」
を
方
言
と
見
倣
し
、
水
槽
の
意
味
に
取
る
江

戸
時
代
の
国
学
者
平
田
篤
胤
、
近
代
の
国
語
学
者
小
林
好
日
の
説
の
二
説
が
あ

り
、
解
釈
の
上
で
二
義
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
三
十
九
　
わ
が
や
ど
の
き
つ
に
は
め
な
で
く
だ
か
け
の
ま
だ
き
に
な
き
て
せ
な

　
　
　
　
　
を
や
り
け
る

　
き
っ
と
は
き
つ
ね
な
り
。
か
け
と
は
鶏
也
。
く
だ
と
は
家
を
い
ふ
と
そ
も
の
し

　
れ
り
し
人
は
申
し
侍
り
し
か
ど
、
は
じ
め
に
宿
と
よ
み
て
又
家
の
鳥
と
い
は
む

　
こ
と
い
か
父
。
も
し
く
だ
は
く
つ
と
い
へ
る
に
や
。
五
音
の
字
也
。
く
づ
に
は

　
と
り
と
よ
め
る
に
や
と
も
き
こ
ゆ
。
（
「
奥
義
抄
」
上
）

　
藤
原
清
輔
の
解
釈
に
よ
る
と
、
「
き
つ
」
は
狐
の
意
と
し
、
し
か
も
和
歌
の
初

句
を
「
わ
が
や
ど
の
」
と
記
し
て
い
る
の
に
、
く
だ
か
け
（
家
の
鳥
）
と
詠
む
の

は
お
か
し
い
と
難
じ
て
も
い
る
の
で
、
或
は
「
伊
勢
物
語
」
に
載
る
こ
の
和
歌
の

初
句
は
「
わ
が
や
ど
の
」
で
あ
っ
て
、
後
に
「
夜
も
明
け
ば
」
と
誰
か
の
手
に
よ

　
か
い
ざ
ん

り
改
憲
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
き
つ
」
を
狐
と
す
る
説
は
、
「
は
め
な
で
」

　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
「
食
め
な
で
」
、
ま
た
は
「
は
め
な
ん
」
と
本
文
を
訂
正
し
て
、
「
狐
に
食
わ
せ

て
し
ま
お
う
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
き
つ
」
を
東
北
方
言
と
見
倣
し
、
水
槽
の
意
に
取
る
見
方

は
、
「
は
め
な
で
」
を
「
嵌
め
な
で
」
（
「
な
で
」
は
完
了
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然

形
「
な
」
に
打
消
の
接
続
助
詞
「
で
」
の
付
い
た
も
の
）
と
し
、
「
は
め
な
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

お
く
べ
き
か
」
と
す
る
説
、
或
は
「
嵌
め
な
む
」
と
本
文
を
訂
正
し
て
、
「
水
槽

に
ぶ
ち
込
ん
で
や
ろ
う
」
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
。
江
戸
時
代
の
秋
田
出
身
の
国

学
者
平
田
篤
胤
（
安
永
五
・
八
・
二
四
～
天
保
一
四
・
閏
九
・
一
一
、
　
一
七
七
六

～
一
八
四
三
）
誕
生
以
前
に
、
「
伊
勢
物
語
」
第
十
四
段
に
つ
い
て
、
東
北
方
言

説
を
指
摘
し
た
人
物
と
し
て
、
仙
台
藩
の
儒
者
佐
久
問
黒
馬
源
義
和
（
洞
巌
）
が

い
る
。
彼
の
著
書
『
奥
羽
聖
蹟
聞
老
志
』
巻
之
八
栗
原
郡
－
姉
歯
松
1
に
は
、
「
伊

勢
物
語
」
第
十
四
段
の
全
文
を
掲
げ
た
後
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
按
．
前
後
二
首
及
終
篇
詞
死
所
〆
述
二
方
言
一
而
万
寿
以
視
申
往
時
土
語
之
実
上
　
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

　
審
下
往
時
之
人
難
二
里
婦
之
賎
一
亦
能
倣
二
風
俗
一
骨
二
和
歌
一
以
述
中
其
情
上
於
〆
是
始
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ニ

　
知
下
命
二
国
風
干
準
歌
】
而
王
化
之
十
二
辺
塞
一
塁
上
畝
也
（
下
略
）

右
の
文
面
を
残
し
、
方
言
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
ど
の
言
葉
が
方
言
で
あ

る
の
か
、
ま
た
そ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
い
た
め
に
、
単
な
る
指

摘
の
み
で
終
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
方
言
説
が
『
奥
羽
観
聴
聞
老
志
』
（
享

保
四
年
黒
米
、
一
七
一
九
）
、
次
い
で
、
佐
藤
信
要
著
「
封
内
名
蹟
志
」
（
寛
保
元

年
十
二
月
、
一
七
四
一
）
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
ま

た
栗
原
郡
金
成
町
姉
歯
梨
崎
に
住
む
農
家
の
主
婦
に
よ
る
と
、
当
地
で
は
「
き
つ
」

は
水
槽
の
意
味
で
は
な
く
、
昔
、
農
家
で
馬
を
飼
っ
て
い
た
頃
は
、
馬
屋
の
近
く

　
　
　
　
も
み
が
ら

に
、
藁
や
籾
殻
を
入
れ
る
場
所
が
在
り
、
そ
の
入
口
は
幅
一
間
ほ
ど
の
二
本
の
柱

で
仕
切
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
二
本
の
柱
に
は
溝
が
掘
ら
れ
、
そ
の
溝
に
板
を
嵌
め

込
む
様
式
（
必
要
に
応
じ
て
、
板
は
何
枚
も
用
い
、
取
り
外
し
は
自
由
な
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。
）
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
場
所
を
「
き
つ
」
と
呼
ぶ
と
の
話
を

紹
介
し
て
置
き
た
い
。
こ
の
解
釈
は
、
『
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
　
大
和
物
語
』

（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
書
店
）
の
頭
注
・
補
注
、
並
び
に
東
条
操
編
『
全
国

方
言
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
）
の
説
明
と
は
大
い
に
異
な
る
が
、
板
を
嵌
め
込
む

（
藁
や
籾
殻
を
置
い
て
い
る
）
様
式
の
場
所
（
物
置
）
、
即
ち
「
き
つ
」
に
鶏
を
押

し
込
め
る
と
解
釈
す
る
方
が
、
現
実
的
で
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
全
国

方
言
辞
典
』
に
よ
る
と
、
東
北
地
方
で
、
「
き
つ
」
或
は
「
き
っ
つ
」
を
水
槽
の

意
に
取
る
解
釈
は
な
く
、
「
き
つ
ち
」
に
水
槽
（
岩
手
・
秋
田
県
仙
北
郡
）
の
意

味
が
あ
る
が
、
宮
城
県
で
は
、
「
き
つ
」
・
「
き
っ
ち
」
・
「
き
っ
つ
」
は
、
板
蔵
・

櫃
の
意
に
な
っ
て
い
る
。

　
藤
原
清
輔
は
「
奥
義
抄
」
に
お
い
て
、
「
以
下
六
首
は
伊
勢
物
語
歌
也
」
と
書

き
、
三
十
七
「
い
で
幽
い
な
ぽ
」
（
「
伊
勢
物
語
」
第
三
十
九
段
）
、
三
十
八
「
山

の
み
な
」
（
「
伊
勢
物
語
」
第
七
十
七
段
）
、
三
十
九
「
わ
が
や
ど
の
」
（
「
伊
勢
物

語
」
第
十
四
段
）
、
四
十
「
も
X
と
せ
に
」
（
「
伊
勢
物
語
」
第
六
十
三
段
）
・
「
あ

ふ
み
な
る
」
（
同
百
二
十
段
）
、
四
十
一
「
や
ま
し
ろ
の
」
（
「
伊
勢
物
語
」
百
二
十

二
段
）
、
四
十
二
「
み
よ
し
の
二
」
（
「
伊
勢
物
語
」
十
段
）
な
ど
、
六
項
目
、
合

計
七
首
の
和
歌
に
つ
い
て
注
釈
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
中
の
「
い
で
X
い
な

ぽ
」
・
「
わ
が
や
ど
の
」
・
「
あ
ふ
み
な
る
」
・
「
や
ま
し
ろ
の
」
な
ど
の
四
首
は
、

「
伊
勢
物
語
」
に
載
る
和
歌
と
、
部
分
的
に
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。
既
に
指
摘

し
た
「
わ
が
や
ど
の
」
一
首
も
、
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

　
次
い
で
、
「
栗
原
の
」
、
一
首
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。

　
　
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ぽ
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

　
「
伊
勢
物
語
」
に
載
る
こ
の
和
歌
の
真
意
は
、
栗
原
に
あ
る
姉
歯
の
松
が
、
も

し
も
人
間
で
あ
る
の
な
ら
ぽ
、
都
へ
の
土
産
話
が
て
ら
、
さ
あ
一
緒
に
都
へ
参
り

ま
し
ょ
う
と
お
誘
い
し
た
い
の
で
す
が
、
あ
な
た
で
は
あ
ま
り
に
田
舎
臭
く
て
連

れ
て
い
か
れ
ま
せ
ん
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
栗
原
の
」
一
首
の
類
歌
は
、
「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
二
十
　
大
歌
所
御

歌
の
中
の
野
寄
、
み
ち
の
く
う
た
の
項
に
見
ら
れ
る
。

　
　
お
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の
人
な
ら
ば
宮
こ
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し

　
　
を

　
右
の
和
歌
は
、
上
句
（
五
七
五
）
の
初
句
・
第
二
句
、
即
ち
「
お
ぐ
う
さ
き
み

つ
の
こ
じ
ま
の
」
部
分
を
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
」
と
置
き
換
え
れ
ば
、
「
伊

勢
物
語
」
に
載
る
和
歌
と
同
一
表
現
に
な
る
。
こ
の
現
象
の
説
明
に
は
、
「
伊
勢

物
語
」
と
「
古
今
和
歌
集
」
の
ど
ち
ら
が
先
に
成
立
し
て
、
他
に
影
響
を
与
え
た

か
の
問
題
を
も
内
包
す
る
の
で
、
簡
単
に
は
断
じ
ら
れ
な
い
。
栗
原
の
姉
歯
（
宮
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城
県
栗
原
郡
金
成
町
沢
三
面
崎
）
と
小
黒
崎
美
豆
小
島
（
宮
城
県
玉
造
郡
岩
出
山

町
小
黒
崎
）
と
は
、
と
も
に
宮
城
県
の
県
北
に
位
置
し
、
距
離
的
に
も
隣
接
地
域

に
あ
る
の
で
、
第
三
句
目
ら
第
五
句
（
五
七
七
）
の
部
分
（
人
な
ら
ぽ
宮
こ
の
つ

と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
）
は
、
歌
謡
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。　

藤
原
清
輔
は
「
奥
義
抄
」
の
中
で
、
古
今
歌
百
十
六
首
に
注
釈
を
施
し
て
い
る

が
、
そ
の
百
十
二
番
目
に
を
ぐ
う
さ
き
の
名
が
見
え
る
。

　
百
十
二
　
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
小
島
の
人
な
ら
ぽ
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま

　
　
　
　
し
を

　
こ
れ
は
小
黒
さ
き
と
云
ふ
所
の
滋
雨
。
こ
れ
が
め
で
た
き
所
な
れ
ぽ
人
に
て
あ

　
ら
ま
し
か
ば
、
都
へ
ぐ
し
て
の
ぼ
り
な
ま
し
と
よ
め
り
。
つ
と
と
は
万
葉
に
は

　
裏
と
か
き
て
よ
め
り
。
つ
x
み
も
た
る
物
と
云
ふ
也
。
人
な
り
と
も
い
か
父
つ

　
工
み
も
つ
べ
き
。
さ
れ
ど
も
田
舎
な
ど
よ
り
土
産
を
も
て
き
て
人
に
み
す
る
を

　
ぽ
、
此
た
び
の
っ
と
な
り
と
云
ふ
心
也
。

　
小
黒
崎
の
美
豆
小
島
に
つ
い
て
は
、
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
巻
之
八
に
、
佐
久

間
洞
巌
が
そ
の
景
観
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
美
豆
小
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
同
所
浜
山
小
黒
崎
西
南
一
四
五
町
蟹
玉
鍛
冶
沢
東
南
玉
造
川
中
一
丘
山
皆
三
二
青
松
一

　
是
乃
小
黒
崎
也
。
其
下
流
有
二
一
洲
【
々
中
有
一
一
高
丘
一
高
二
丈
余
東
西
五
六
歩
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ニ

　
北
八
九
間
丘
上
有
二
蒼
松
三
株
一
河
水
蜜
二
巴
其
下
一
翠
色
落
レ
陰
急
流
漏
々
白
沙

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
芳
草
殆
非
二
凡
境
一
焉
如
二
海
島
一
愈
故
三
方
誤
而
用
二
海
浜
之
状
一
者
多
若
二
太
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
皇
家
隆
之
面
一
可
7
視
郷
党
亦
見
下
浜
二
面
島
干
海
畔
一
之
情
上
以
南
二
美
豆
小
島
一
蓋

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
美
心
墨
為
二
見
之
訓
一
也
。

　
「
を
ぐ
う
さ
き
」
の
一
首
が
著
名
な
の
は
、
こ
の
和
歌
が
「
古
今
和
歌
集
」
巻

第
二
十
　
大
歌
所
御
歌
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
美
豆
小
島
の
地

名
の
「
み
つ
」
に
、
掛
詞
と
し
て
「
水
」
・
「
見
つ
」
・
コ
ニ
つ
」
の
意
味
を
掛
け

て
、
作
歌
で
き
る
と
い
う
面
白
味
が
加
わ
っ
て
い
た
事
実
も
無
視
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
都
の
歌
人
達
に
と
っ
て
見
知
ら
ぬ
陸
奥
の
姉
歯
の
松
や
美
豆
小
島
の
辺
の

女
性
を
、
「
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」
と
歌
っ
て
誘
う
の
も
、
大
い
に

興
味
を
そ
そ
る
題
材
で
あ
っ
た
の
に
相
違
な
い
。

　
か
く
し
て
、
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
」
歌
と
、
「
お
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま

の
」
歌
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
歌
と
な
っ
て
、
後
世
の
歌
人
達
に
和
歌
の
題
材
を

提
供
し
、
歌
い
継
が
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
小
黒
崎
美
豆
小
島
は
江
合
川

の
中
洲
に
在
り
、
こ
の
川
は
、
そ
の
昔
、
玉
造
郡
を
流
れ
る
と
き
に
は
玉
造
川

（
或
は
玉
造
江
）
、
荒
雄
村
（
現
在
の
古
川
市
）
附
近
を
流
れ
る
と
き
に
は
荒
雄
川

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
現
在
は
古
川
市
に
あ
る
野
合
橋
に
因
ん
で
、
江
合
川
の
名
称

に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

三

　
歌
物
語
で
あ
る
「
伊
勢
物
語
」
に
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
」
一
首
が
詠
ま
れ

て
か
ら
以
降
、
中
古
で
は
伝
奇
物
語
で
あ
る
「
宇
津
保
物
語
」
に
、
一
首
だ
け
姉

歯
の
松
を
詠
ん
だ
和
歌
が
見
ら
れ
る
。

　
き
く
人
は
あ
ね
は
の
松
の
風
な
れ
や
む
か
し
の
こ
ゑ
を
思
出
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
宇
津
保
物
語
」
1
初
秋
）

　
こ
の
歌
は
、
「
琴
の
音
を
聞
い
て
い
る
人
は
、
陸
奥
の
姉
歯
の
松
の
あ
た
り
に

吹
き
つ
け
る
風
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
昔
こ
の
松
の
樹
の
下
に
葬
っ
た
人
の
声
（
小
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野
小
町
の
姉
の
姉
歯
を
指
す
か
）
を
思
い
出
す
私
（
平
中
納
言
正
明
）
で
あ
る
こ

と
だ
な
あ
。
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
和
歌
の
次
に
、
小
野
小
町
め
か
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
む
　

　
松
風
の
む
か
し
の
こ
ゑ
に
き
こ
ゆ
る
は
八
十
嶋
よ
り
や
吹
き
つ
た
ふ
覧

と
平
中
納
言
文
正
が
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
は
、
小
野
小
町
は
出
羽
の
国
司
の
娘

で
、
彼
女
の
死
後
、
屍
は
八
十
島
に
埋
め
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。

　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ

　
古
今
目
録
云
小
野
小
町
者
出
羽
国
司
女
也
云
々
数
十
滞
在
レ
京
好
色
也
。
然
而

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
帰
二
本
国
一
死
去
故
滞
在
二
八
十
島
】
歎
小
野
者
品
等
住
所
歎
古
今
有
一
一
小
野
姉
一
章

　
ニ

　
歌
云

　
　
時
過
て
か
れ
ゆ
く
小
野
の
あ
さ
ち
に
は
今
は
お
も
ひ
そ
絶
す
も
え
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
奥
羽
観
詩
嚢
老
志
』
巻
之
八
）

中
世
に
入
る
と
、
姉
歯
の
松
の
歌
謡
も
や
や
増
し
て
来
て
、
「
千
五
百
番
歌
合
」
、

「
夫
々
和
歌
集
」
、
紀
行
文
「
都
の
つ
と
」
な
ど
に
、
そ
の
名
を
見
出
せ
る
。

　
千
三
百
八
十
六
番
　
左
二
季
能
卿
　
右
　
丹
後

　
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
を
誘
ひ
て
も
都
は
い
っ
と
し
ら
ぬ
旅
哉

　
哀
な
る
す
父
の
篠
屋
の
丸
寝
哉
跡
留
む
べ
き
隈
と
や
は
み
し

　
凡
て
唯
劣
り
と
云
で
有
ぬ
べ
し
あ
ね
は
の
松
も
す
ゴ
の
篠
屋
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
千
五
百
番
歌
合
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
　
挙

　
か
く
は
か
り
二
つ
も
り
ぬ
る
我
よ
り
も
姉
は
の
松
は
老
ぬ
ら
ん
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
夫
木
和
歌
集
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
明

　
ふ
る
郷
の
人
に
か
た
ら
む
栗
原
や
姉
羽
の
松
の
う
ぐ
ひ
す
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
夫
木
和
歌
集
」
）

　
み
ち
の
国
に
て
あ
ね
は
の
は
し
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
因
法
師

　
く
ち
ぬ
ら
ん
あ
ね
は
の
橋
も
あ
さ
な
く
浦
か
せ
ふ
き
て
寒
き
浜
辺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
中
木
和
歌
集
」
）

　
な
さ
け
お
ほ
き
草
木
の
か
げ
に
は
、
言
の
は
を
か
き
あ
つ
め
て
、
あ
ね
は
の
松

　
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
都
の
つ
と
と
な
づ
け
侍
り
ぬ

　
　
　
貞
治
六
年
春
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
　
久

　
元
来
、
本
歌
で
あ
る
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
」
一
首
は
、
初
句
・
二
句
目
よ

る
音
数
律
（
五
七
）
の
限
定
化
、
そ
れ
に
「
都
の
つ
と
」
と
い
っ
た
固
定
観
念
が

加
わ
る
た
め
に
、
歌
人
に
と
っ
て
は
変
化
を
施
し
づ
ら
い
題
材
で
あ
っ
た
ろ
う
。

智
能
卿
の
歌
は
、
本
歌
の
典
型
的
な
本
歌
取
で
あ
っ
て
新
鮮
味
が
な
く
、
祐
挙
の

歌
は
暗
い
印
象
を
与
え
る
。
長
明
と
能
因
の
歌
は
奇
を
て
ら
っ
た
感
じ
が
あ
り
、

現
実
離
れ
し
て
い
る
。
能
因
の
歌
は
、
海
浜
の
情
景
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
金
成

町
姉
歯
梨
崎
の
地
の
実
景
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
或
は
陸
前
高
田
に
あ
る
姉
歯
橋

を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
も
不
明
確
と
い
え
る
。
宗
久
の
紀
行
文
、
「
都
の

つ
と
」
は
、
姉
歯
の
松
の
本
歌
に
あ
や
か
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
書
名
で
あ
り
、
謡

曲
や
狂
言
に
も
、
こ
れ
に
類
す
る
例
が
多
い
。

　
在
原
業
平
と
小
野
小
町
、
そ
の
妹
の
姉
歯
と
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
と
が
結
び
つ

く
の
は
、
文
献
学
的
に
は
「
義
経
記
」
が
最
初
で
あ
る
。

　
　
あ
い
か
は
の
津
に
著
か
せ
給
ひ
て
、
道
は
又
二
つ
候
。
最
上
郡
に
か
N
り

　
て
、
伊
奈
の
関
を
越
え
て
、
宮
城
野
の
原
、
榴
の
岡
、
千
賀
の
塩
釜
、
松
島
な

　
ど
申
す
名
所
く
を
見
給
ひ
て
は
、
三
日
、
横
道
に
て
候
。
そ
れ
よ
り
の
ち
さ

　
う
た
う
、
亀
割
山
を
越
え
て
は
、
む
か
し
出
羽
の
郡
司
が
娘
小
野
の
小
町
と
申
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す
者
の
住
み
候
ひ
け
る
玉
造
、
室
の
里
と
申
す
と
こ
ろ
、
又
小
町
が
関
寺
に
候

　
ひ
け
る
時
、
業
平
の
中
将
東
へ
下
り
給
ひ
け
る
に
、
妹
の
姉
歯
が
許
へ
文
書
き

　
　
こ
と
っ
て

　
て
言
伝
し
に
、
中
将
下
り
給
ひ
て
、
姉
歯
を
尋
ね
給
へ
ぽ
、
空
し
く
な
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

　
年
久
し
く
な
り
ぬ
と
申
せ
ば
、
「
姉
歯
が
標
は
な
き
か
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

　
あ
る
人
「
墓
に
植
へ
た
る
松
を
こ
そ
姉
歯
の
松
と
は
申
し
候
へ
」
と
申
し
け
れ

　
ぽ
、
中
将
姉
歯
が
墓
に
行
き
て
、
松
の
下
に
文
を
埋
め
て
読
み
給
ひ
け
る
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
と

　
　
栗
原
や
姉
歯
の
松
の
人
な
ら
ぽ
都
の
土
産
に
い
ざ
と
言
は
ま
し
も
の
を

　
と
詠
み
給
ひ
け
る
名
木
を
御
覧
じ
て
は
、
松
山
一
つ
だ
に
も
超
え
つ
れ
ぽ
、
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
衡
の
館
は
近
く
候
。
理
に
柾
げ
て
こ
の
道
に
か
二
ら
せ
給
ふ
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
義
経
記
」
巻
第
七
）

　
「
義
経
記
」
巻
第
七
に
よ
れ
ぽ
、
義
経
主
従
は
合
川
の
津
（
羽
前
国
最
上
郡
矢

向
村
本
合
海
、
今
は
新
庄
市
の
内
）
か
ら
亀
割
山
（
羽
前
最
上
郡
船
形
村
の
北
、

現
在
は
最
上
町
に
属
す
る
、
標
高
五
九
四
米
）
を
経
て
、
せ
ひ
の
内
（
瀬
見
温
泉

附
近
か
）
で
一
泊
し
、
翌
日
栗
原
寺
（
陸
前
国
栗
原
郡
栗
原
村
）
に
着
き
、
そ
れ

か
ら
姉
歯
を
経
て
平
泉
へ
と
向
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
中
に
昔
話
が
あ
り
、
小

野
小
町
が
近
江
国
の
逢
坂
山
の
関
寺
に
い
る
頃
、
在
原
業
平
は
東
国
に
下
向
し
、

小
町
の
妹
姉
歯
を
玉
造
郡
の
室
の
里
（
現
在
の
宮
城
県
古
川
市
か
。
）
に
訪
れ
た

と
こ
ろ
、
既
に
死
ん
で
い
て
、
墓
に
植
え
た
松
こ
そ
姉
歯
の
松
で
あ
る
と
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
と

れ
、
「
栗
原
や
姉
歯
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
土
産
に
い
ざ
と
言
は
ま
し
も
の
を
」

の
一
首
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
歌
枕
姉
歯
の
松
は
、
業
平
・

小
町
伝
説
に
加
え
て
、
義
経
伝
説
と
も
融
合
し
、
旅
を
す
る
武
士
や
商
人
、
修
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん

者
達
の
手
に
よ
り
、
各
地
に
伝
説
が
喧
伝
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
　
日
数
つ
も
れ
ぽ
み
ち
の
く
の
、
し
の
ぶ
の
里
に
程
近
し
。
都
を
ば
、
霞
と
共

に
出
で
し
か
ぞ
、
け
ふ
白
川
の
関
に
も
著
き
に
け
り
。
げ
に
や
命
ほ
ど
、
つ
れ

な
き
も
の
は
よ
も
あ
ら
じ
。
遠
き
東
の
旅
衣
、
き
つ
つ
や
怨
む
る
か
ひ
も
な

し
。
都
に
て
身
の
昔
を
み
ち
の
く
や
、
し
の
ぶ
の
山
の
し
の
ぶ
ず
り
、
袖
に
も

う
つ
し
と
父
め
ぼ
や
と
、
宮
城
野
の
小
萩
が
花
の
、
む
ら
ず
x
き
、
な
び
く
煙

は
塩
釜
の
、
八
十
島
か
け
て
千
賀
の
浦
波
、
安
積
の
沼
の
か
つ
み
草
、
緒
絶
の

橋
や
阿
武
隈
川
の
、
わ
た
り
し
て
ゆ
き
み
の
里
の
程
近
し
。
は
な
か
の
桜
た
け

く
ま
の
、
松
の
木
立
も
み
き
と
聞
く
、
、
あ
こ
や
の
松
や
あ
ね
は
の
松
人
な
ら

ぽ
、
都
の
旅
に
誘
ふ
べ
き
と
、
よ
み
し
歌
の
枕
を
せ
め
て
、
筆
に
う
つ
し
て

も
、
見
ば
や
と
思
ひ
し
言
の
葉
の
、
今
は
目
に
見
る
こ
と
の
う
れ
し
け
れ
ど

も
、
い
た
づ
ら
に
、
歌
枕
、
よ
む
と
て
も
、
誰
か
小
町
が
歌
と
て
、
も
て
あ
そ

ぶ
人
も
な
し
。
（
「
小
町
草
紙
」
）

　
　
　
す
み
の
え
か
ら
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
じ
　
　
あ
ず
ま

　
高
砂
住
吉
辛
崎
や
、
都
の
富
士
も
東
ぞ
と
、
三
保
の
松
原
栗
原
や
、
姉
歯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
と

松
の
人
な
ら
ぽ
、
都
の
苞
に
誘
ひ
な
ん
、
あ
は
れ
阿
古
屋
の
松
風
の
、
名
高
き

や
上
な
か
る
ら
ん
。
（
「
阿
古
屋
松
」
）

　
名
所
は
都
に
聞
え
た
る
、
安
積
の
沼
に
は
か
つ
み
ぐ
さ
、
信
夫
の
里
に
は
文

字
黒
石
、
思
う
人
に
は
引
か
で
み
せ
ぼ
や
、
姉
歯
の
松
の
一
枝
。
塩
釜
浦
わ
に

雲
は
れ
て
、
誰
も
月
を
ぽ
松
島
。
い
と
ど
さ
み
し
き
秋
の
暮
に
、
月
出
ず
る
ま

で
ひ
ま
な
き
を
、
い
ざ
さ
し
お
い
て
休
ま
ん
、
い
ざ
さ
し
お
い
て
休
ま
ん
。

（「

ｬ
名
狂
言
」
）

　
弁
慶
「
そ
の
時
弁
慶
表
に
進
み
。
い
か
に
土
佐
坊
た
し
か
に
聞
け
。
さ
て
も

書
き
つ
る
虚
起
請
の
。
罰
を
忽
ち
与
ふ
べ
し
。
い
ざ
一
太
刀
と
呼
ぽ
は
れ
ぽ
。

姉
歯
「
大
将
討
た
せ
て
叶
は
じ
と
。
好
む
打
物
ひ
っ
さ
げ
て
。
弁
慶
を
目
懸
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

て
懸
り
け
れ
ぽ
。
弁
慶
「
天
晴
器
量
の
仁
体
か
な
。
さ
て
汝
は
誰
そ
と
尋
ぬ
れ
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ぽ
。
姉
歯
「
も
の
そ
の
物
に
あ
ら
ね
ど
も
。
正
尊
が
内
に
名
を
得
た
る
。
陸
奥

　
の
国
の
住
人
に
。
姉
歯
の
平
次
光
景
な
り
と
。
大
音
上
げ
て
ぞ
名
乗
り
け
る
。

　
（
「
正
尊
」
）

　
中
世
の
軍
記
物
「
義
経
記
」
や
御
伽
草
子
「
小
町
草
紙
」
、
或
は
謡
曲
「
阿
古

屋
松
」
、
狂
言
「
小
名
狂
言
」
な
ど
に
は
、
姉
歯
の
松
が
既
に
名
所
歌
枕
と
し
て

　
　
　
か
い
し
ゃ

人
口
に
膳
亡
し
て
い
る
有
様
が
感
じ
ら
れ
、
「
伊
勢
物
語
」
第
十
四
段
に
載
る
本

歌
の
影
響
が
、
文
芸
の
各
分
野
に
亘
っ
て
い
る
事
実
を
知
る
の
で
あ
る
。
謡
曲

「
正
尊
」
で
は
、
弁
慶
と
姉
歯
平
次
光
景
と
の
問
答
が
あ
り
、
義
経
主
従
の
伝
説

と
姉
歯
の
地
名
と
が
結
び
つ
い
て
、
人
名
と
化
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
は
伝
説
が
、
そ
の
土
地
に
定
着
し
て
普
遍
化
し
て
行
く
過
程
を
示
し
て

お
り
、
中
世
以
降
、
近
世
に
か
け
て
、
在
原
業
平
や
小
野
小
町
、
そ
の
妹
姉
歯
、

或
は
義
経
主
従
の
伝
説
に
類
型
的
な
物
語
が
付
加
さ
れ
る
。
朝
日
姫
・
夕
日
姫
伝

説
、
松
浦
佐
用
姫
伝
説
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
姉
妹
の
愛
情
を
描
い
た
美
談
で
、
姉

の
死
後
、
妹
が
そ
の
墓
を
訪
れ
る
物
語
で
あ
る
。
　
こ
の
二
話
は
、
近
世
中
期
の

『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
（
佐
久
聞
洞
巌
、
享
保
四
年
、
一
七
一
九
）
、
「
封
内
名
蹟
志
」

（
佐
藤
信
要
、
寛
保
元
年
、
一
七
四
…
）
、
「
東
遊
雑
記
」
（
古
川
古
松
軒
、
寛
政
元

年
、
一
七
八
九
）
の
自
著
に
、
そ
の
概
略
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
話
の
大
筋
は
把

め
よ
う
。

　
姉
歯
松

　
去
二
沢
辺
東
一
十
二
町
余
在
二
梨
崎
村
一
有
二
長
松
樹
一
是
也
古
松
乃
四
十
余
年
前
枯

　
槁
蕪
魏
後
人
継
三
所
／
植
新
松
也
古
老
相
伝
是
乃
筑
紫
肥
前
産
松
浦
佐
用
姫
者

　
　
　
カ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
之
姉
某
墓
上
松
熱
雲
日
小
野
小
町
姉
往
昔
有
／
寺
号
二
松
語
山
竈
蔵
寺
【
是
乃
妹

　
子
為
二
亡
姉
二
所
／
建
精
舎
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
）

姉
歯
松

郷
説
に
、
用
明
帝
の
朝
に
、
美
婦
を
京
師
に
献
ず
。
気
仙
郡
高
田
よ
り
献
ず
る

所
の
美
女
、
不
幸
に
し
て
路
上
病
に
罹
り
て
、
此
の
村
落
に
死
せ
り
。
郷
人
憐

み
て
此
期
に
葬
り
、
松
を
植
て
し
る
し
と
せ
り
。
其
癖
容
色
糞
便
に
勝
れ
り
、

重
て
是
を
京
都
に
召
連
し
か
ぽ
、
上
京
の
時
此
上
に
て
、
亡
姉
の
墓
を
見
て
悲

み
に
堪
ず
、
涕
泣
し
て
去
れ
り
。
後
姉
歯
に
改
む
。
一
説
、
小
野
小
町
の
姉
此

所
に
没
せ
し
を
、
小
町
亡
姉
の
為
に
寺
を
建
、
松
北
山
寵
蔵
寺
と
い
ふ
と
云

り
。
（
「
封
戸
名
蹟
志
」
）

　
世
に
知
る
姉
歯
の
松
は
姉
歯
村
と
言
ふ
に
あ
り
。
つ
く
も
橋
よ
り
凡
一
里
、

南
北
に
相
対
せ
り
。
言
伝
ふ
、
用
明
天
皇
の
御
時
に
是
よ
り
奥
何
某
の
女
に
美

人
有
て
都
へ
召
さ
る
。
此
所
に
て
や
ま
ひ
に
伏
し
て
死
す
。
里
人
哀
れ
み
て
山

中
に
葬
る
。
其
後
袖
垣
を
め
さ
る
。
此
所
に
来
り
姉
の
墳
に
詣
ふ
で
つ
か
し
る

し
の
松
を
植
る
。
土
人
是
を
姉
墳
松
と
称
す
。
古
木
に
て
、
幾
度
も
枯
れ
て
う

へ
っ
ぎ
し
松
な
が
ら
一
抱
へ
廃
り
有
雅
な
る
松
二
本
あ
り
。
今
村
の
名
に
書
は

姉
羽
村
と
記
す
。
墳
の
字
を
賞
し
も
の
な
る
べ
し
。
松
の
傍
に
義
経
腰
掛
石
あ

り
。
予
地
理
を
見
る
に
、
此
筋
古
し
へ
の
古
道
な
ら
ん
か
。
今
往
来
せ
る
街
道

は
昔
時
は
沼
に
て
も
有
て
、
其
沼
を
よ
け
て
勝
手
よ
き
方
へ
往
来
せ
し
と
思
は

れ
、
つ
く
も
橋
の
掛
り
し
所
、
ま
た
此
道
筋
も
む
か
し
の
古
道
な
る
べ
し
。

　
か
く
ば
か
り
鞭
つ
も
り
ぬ
る
我
よ
り
も
姉
羽
の
松
の
老
ぬ
ら
ん
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
　
隆

　
古
郷
の
人
に
語
ら
ん
荘
原
や
姉
羽
の
松
の
鶯
の
こ
ゑ
　
　
用
明
天
皇
御
製

此
二
首
は
案
内
者
の
覚
へ
書
に
有
り
し
を
写
す
。
解
し
が
た
き
う
た
也
。
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古
松
軒

　
　
み
ち
の
く
の
姉
羽
の
松
は
誰
ゆ
へ
に
い
う
か
へ
す
し
て
世
を
や
ふ
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
東
遊
雑
記
」
）

　
松
浦
佐
用
姫
伝
説
は
、
『
奥
羽
観
蹟
聞
雄
志
』
に
書
か
れ
て
お
り
、
朝
日
姫
・

夕
日
姫
伝
説
は
「
封
内
名
蹟
志
」
に
詳
し
く
、
小
野
小
町
の
姉
の
死
に
関
し
て

は
、
こ
の
二
著
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
「
東
遊
雑
記
」
で
は
、
美
人
の
姉

妹
の
名
を
記
し
て
は
い
な
い
。
十
八
世
紀
の
三
著
に
共
通
す
る
事
項
は
、
姉
の
死

後
、
墓
の
上
に
松
が
植
え
ら
れ
、
妹
が
姉
の
墓
を
詣
で
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

顧
慮
し
て
み
る
と
、
「
義
経
記
」
に
伝
え
る
小
野
小
町
の
妹
、
姉
歯
と
あ
る
の
は
、

姉
の
書
き
間
違
い
で
は
な
い
か
と
も
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
古
今
和
歌
集
」
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

第
十
五
恋
歌
五
に
載
る
こ
ま
ち
が
あ
ね
の
記
録
と
併
せ
て
、
再
考
す
べ
き
事
柄
で

も
あ
る
。
な
お
、
「
東
遊
雑
記
」
の
引
用
和
歌
並
び
に
歌
人
名
に
は
記
述
上
の
間

違
い
が
あ
り
、
ま
た
問
題
点
を
も
内
包
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
　
挙

　
か
く
ば
か
り
年
積
り
ぬ
る
我
よ
り
も
あ
ね
は
の
松
は
お
い
ぬ
ら
む
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
吊
木
和
歌
抄
」
巻
第
二
十
九
　
松
）

　
　
こ
の
歌
は
伊
勢
へ
く
だ
り
け
る
に
大
の
の
は
ら
の
す
葺
き
わ
け
ゆ
け
ぼ
す
ゑ

　
に
橋
あ
り
名
を
み
だ
れ
ば
し
と
云
ふ
と
云
々
　
　
　
　
　
　
　
　
鴨
　
長
明

　
ふ
る
さ
と
の
人
に
か
た
ら
む
く
り
原
や
あ
ね
は
の
松
の
鶯
の
こ
ゑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
三
木
和
歌
抄
」
巻
第
二
十
二
　
原
）

　
右
の
引
用
和
歌
と
歌
人
名
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
「
ふ
る
さ
と
の
」
一
首
は

詞
書
を
読
む
と
判
明
す
る
よ
う
に
、
鴨
長
明
が
都
か
ら
伊
勢
へ
下
っ
て
行
っ
た
と

き
に
詠
ん
だ
も
の
で
、
第
三
句
・
第
四
句
の
「
く
り
原
や
あ
ね
は
の
松
の
」
と
歌

わ
れ
て
い
る
地
名
は
、
陸
奥
の
栗
原
郡
沢
辺
梨
崎
と
は
異
な
る
場
所
で
あ
る
ら
し

い
。
一
考
を
要
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
近
世
に
入
っ
て
か
ら
、
松
尾
芭
蕉
が
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
奥
の
細
道
の

旅
に
出
て
、
平
泉
を
訪
れ
た
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
彼
の
紀
行

文
「
奥
の
細
道
」
に
は
、

　
十
二
日
、
平
和
泉
と
心
ざ
し
、
あ
ね
は
の
松
・
緒
絶
え
の
橋
な
ど
聞
き
伝
へ

　
て
、
人
跡
稀
に
、
雑
兎
萄
莞
の
往
き
か
ふ
道
、
そ
こ
と
も
分
か
ず
。
終
に
道
踏

　
み
た
が
へ
て
、
石
の
巻
と
い
ふ
湊
に
出
づ
。

　
　
南
部
道
遙
か
に
見
や
り
て
、
岩
手
の
里
に
泊
る
。
小
黒
崎
・
み
つ
の
小
嶋
を

　
過
ぎ
て
、
鳴
子
の
湯
よ
り
羽
前
の
関
に
か
玉
り
て
、
出
羽
の
国
に
越
え
ん
と

　
す
。

と
あ
り
、
曾
良
の
随
行
日
記
を
参
照
す
る
と
、
芭
蕉
は
石
巻
か
ら
北
上
川
沿
い
に

北
上
し
、
鹿
又
、
飯
野
川
、
柳
津
（
現
、
津
山
町
）
、
登
米
、
上
沼
、
涌
津
・
金

沢
（
現
、
花
泉
町
内
）
、
一
関
を
経
て
、
五
月
十
三
日
に
平
泉
へ
到
着
し
て
い
る
。

帰
途
は
一
関
か
ら
三
迫
、
岩
崎
、
真
坂
（
現
、
一
迫
町
）
、
岩
出
山
、
宮
、
鍛
冶
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
と
ま
え

沢
．
名
生
子
（
現
、
鳴
子
町
内
）
、
直
前
を
経
由
し
た
た
め
に
、
芭
蕉
は
姉
歯
の

松
を
見
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
が
、
小
黒
崎
美
豆
の
小
島
に
は
羽
前
街
道
筋
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
な
お

る
た
め
に
立
寄
れ
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
和
歌
と
し
て
は
、
加
藤
枝
直
の
「
あ
づ

ま
う
た
」
（
享
和
元
年
、
一
八
〇
一
）
、
加
納
諸
平
の
「
柿
園
詠
草
」
（
嘉
永
六
年
、

一
八
五
三
）
、
橘
守
部
の
「
橘
守
部
歌
集
」
（
安
政
元
年
、
一
八
五
四
）
な
ど
に
、

各
一
首
宛
姉
歯
の
松
を
詠
ん
だ
歌
を
見
出
せ
る
。

　
　
姉
の
み
ち
の
く
へ
ま
か
る
と
て
や
が
て
帰
ら
む
と
い
ひ
て
年
月
ふ
れ
ど
帰
ら
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ざ
り
け
る
を
恨
む
る
妹
に
代
り
て
よ
め
る

　
　
塩
釜
の
恨
み
け
り
と
も
知
ら
ず
し
て
あ
ね
は
の
松
の
千
代
を
待
て
と
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
あ
づ
ま
う
た
」
黙
想
　
雑
歌
）

　
　
　
　
寄
　
松
　
恋

　
　
さ
よ
深
く
い
で
し
心
の
奥
み
え
て
あ
ね
は
の
松
に
秋
風
ぞ
ふ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
柿
園
詠
草
」
）

　
　
も
ろ
と
も
に
君
も
千
代
ま
せ
み
ち
の
く
の
あ
ね
は
の
松
を
は
ら
か
ら
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
橘
守
部
歌
集
」
雑
歌
）

　
右
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
姉
妹
の
愛
情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
歌
の
影

響
の
跡
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
や
や
新
鮮
味
が
あ
る
。
「
塩
釜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
」
・
「
も
ろ
と
も
に
」
の
各
一
首
は
、
千
代
の
言
葉
の
使
い
方
に
面
白
味
が
あ

り
、
前
者
に
は
姉
と
の
再
会
を
待
ち
望
む
妹
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
後
者

に
は
兄
弟
姉
妹
が
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
、
お
互
い
長
生
き
を
す
る
よ
う
に
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
を
帯
し
て
い
る
。
　
「
さ
よ
深
く
」
の
一
首
は
、
秋
風
に
苦
心
の
跡
を
見
出
せ
る

が
、
「
宇
津
保
物
語
」
第
十
一
巻
初
秋
に
載
る
「
き
く
人
は
あ
ね
は
の
松
の
風
な

れ
や
む
か
し
の
こ
ゑ
を
思
出
る
は
」
の
和
歌
の
心
を
踏
ん
で
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

四

　
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
」
歌
は
、
「
伊
勢
物
語
」
か
ら
「
義
経
記
」
を
経
て
、

御
伽
草
子
の
「
小
町
草
紙
」
、
謡
曲
、
狂
言
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
、
伝
奇
的
要
素

を
加
え
な
が
ら
も
主
と
し
て
歌
物
語
の
世
界
で
活
用
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し

て
「
を
ぐ
う
さ
ぎ
み
つ
の
小
島
の
」
歌
は
、
本
歌
が
「
古
今
和
歌
集
」
に
あ
る
た

め
か
、
主
と
し
て
和
歌
の
世
界
で
、
し
か
も
帝
を
中
心
と
す
る
堂
上
方
の
身
分
の

高
い
人
々
に
よ
り
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
詠
み
継
が
れ
た
様
子
で
あ
る
。
「
古

今
和
歌
集
」
巻
第
二
十
　
大
歌
所
御
歌
に
載
る
「
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の

人
な
ら
ば
宮
こ
の
つ
と
に
い
ざ
と
は
い
は
ま
し
を
」
の
和
歌
は
、
詠
法
上
ω
「
を

ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の
」
、
②
「
み
つ
の
こ
じ
ま
の
」
、
③
「
小
黒
崎
ぬ
ま
の

ね
ぬ
な
は
」
の
三
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
方
が
わ
か
り
易
い
の
で
、
こ
れ
以
下
こ

の
方
法
に
従
っ
て
論
述
す
る
。

ω
「
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
」
七
首

　
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
小
島
の
人
な
ら
ぽ
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
二
十
　
大
歌
所
御
歌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
　
隆

　
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
小
島
の
夕
霧
に
棚
無
し
小
舟
行
方
知
ら
ず
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
壬
二
集
」
中
四
季
之
部
）

　
　
宝
治
二
年
百
首
歌
に
肝
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
上
天
皇

　
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
小
島
に
あ
さ
り
す
る
た
つ
ぞ
鳴
く
な
る
波
立
つ
ら
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
続
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
八
　
雑
歌
　
中
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
を
ぐ
ろ
崎
み
つ
の
小
島
に
す
ま
ば
こ
そ
都
の
つ
と
に
人
も
さ
そ
は
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
夫
木
和
歌
集
」
巻
第
二
十
三
　
島
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
二
位
家
　
隆

　
壬
二
集

　
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の
夕
霧
に
棚
な
し
小
舟
行
方
し
ら
ず
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
　
内
　
侍
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心
あ
り
て
な
く
に
は
あ
ら
じ
を
ぐ
ろ
崎
み
つ
の
小
島
の
た
つ
の
も
ろ
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
）

　
右
の
六
首
に
見
え
る
小
黒
崎
美
豆
小
島
は
地
名
で
あ
り
、
都
を
遙
か
に
隔
て
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
み

み
ち
の
く
の
土
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
み
つ
」
に
は
コ
ニ
つ
」
・
「
見
つ
」
（
「
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ

ず
」
の
意
も
含
む
か
）
・
「
水
」
の
意
が
掛
詞
と
し
て
懸
っ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
、

実
際
に
現
地
を
見
た
こ
と
の
な
い
都
人
に
と
っ
て
、
未
知
の
土
地
の
出
来
事
に
い

ろ
く
と
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
無
上
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
ろ

う
。
読
人
知
ら
ず
の
和
歌
を
除
い
て
、
他
の
和
歌
に
は
本
歌
の
影
響
が
見
ら
れ

ず
、
歌
人
が
新
し
い
題
材
を
求
め
て
詠
法
に
新
境
地
を
開
こ
う
と
す
る
意
欲
が
目

に
つ
く
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の
」
、
或
は
「
を
ぐ
う

さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
に
」
と
三
十
一
文
字
の
和
歌
の
中
で
、
二
野
に
亘
っ
て
十
二

文
字
の
音
数
律
を
割
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
の
詠
法
は
、
変
化
を
求
め
づ
ら
い
の
か
次

第
に
廃
れ
て
行
き
、
「
謡
言
和
歌
集
」
以
降
、
近
世
に
か
け
て
は
わ
ず
か
一
首
を

見
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
島
　
　
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
田
知
紀

　
み
や
こ
人
つ
と
は
と
い
は
ぽ
小
黒
並
み
つ
の
小
島
の
花
を
か
た
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
し
の
ぶ
ぐ
さ
」
二
編
　
下
巻
　
春
歌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ん

　
こ
の
和
歌
に
も
、
本
歌
の
影
響
の
跡
（
「
つ
と
」
土
産
の
意
）
が
見
え
、
斬
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

さ
と
い
え
ぽ
、
「
み
つ
の
小
島
の
花
」
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。

②
「
み
つ
の
こ
じ
ま
の
」
五
首

　
　
　
　
島
　
　
螢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
　
　
隆

　
螢
と
ぶ
み
つ
の
小
島
の
旅
人
は
都
を
恋
ふ
る
玉
や
う
く
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
壬
二
心
」
上
之
下
　
詠
百
首
和
歌
）

　
　
　
　
百
首
御
歌
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖
徳
院
御
歌

　
人
な
ら
ぬ
岩
木
も
さ
ら
に
悲
し
き
は
み
つ
の
こ
じ
ま
の
秋
の
夕
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
続
古
今
和
歌
集
」
巻
石
十
七
　
雑
歌
　
上
）

　
　
　
　
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
中
に
　
　
　
　
光
明
峯
寺
入
道
前
摂
政
大
臣

　
さ
そ
ふ
べ
き
み
つ
の
小
島
の
人
も
な
し
ひ
と
り
ぞ
帰
る
み
や
こ
恋
ひ
つ
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
新
製
撰
和
歌
集
」
巻
第
八
　
騒
旅
歌
）

　
　
　
　
百
首
歌
よ
み
侍
り
し
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
務
卿
尊
良
親
王

　
い
ざ
と
だ
に
言
ふ
人
な
く
て
数
な
ら
ぬ
み
つ
の
小
島
の
松
は
古
り
に
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
新
葉
和
歌
集
」
巻
第
十
七
　
雑
歌
　
中
）

　
　
　
　
島
　
春
　
曙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
田
知
紀

　
ふ
た
つ
な
き
都
の
つ
と
に
眺
め
お
が
む
み
つ
の
小
島
の
春
の
曙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
し
の
ぶ
ぐ
さ
」
三
編
　
春
部
）

　
既
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
「
を
ぐ
う
さ
き
み
つ
の
こ
じ
ま
の
」
で
は
、
音
数
律

（
五
七
）
の
面
で
の
制
約
が
厳
し
い
た
め
に
、
「
を
ぐ
う
さ
き
」
の
地
名
を
省
略

し
、
若
干
の
言
葉
の
自
由
を
得
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
こ
の
「
み
つ
の
こ
じ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

の
」
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
。
家
隆
の
歌
に
は
、
題
材
を
島
々
と
し
、
螢
の
飛
び
交
う

有
様
の
表
現
と
し
て
、
ま
る
で
玉
が
浮
い
て
い
る
よ
う
だ
と
語
り
、
夜
空
に
も
青

い
光
を
放
っ
て
飛
ぶ
螢
の
美
し
さ
を
的
確
に
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
詠

法
は
前
代
の
和
歌
に
は
無
い
題
材
を
扱
い
な
が
ら
も
、
本
歌
の
姿
を
も
匂
わ
せ
て

お
り
、
「
旅
人
」
・
「
都
を
恋
ふ
る
」
な
ど
の
語
句
を
用
い
る
手
法
に
よ
り
、
古
代

の
情
緒
を
も
漂
わ
せ
て
い
る
。
順
徳
院
御
歌
は
「
人
な
ら
ぬ
岩
木
も
さ
ら
に
」
と

在
来
の
解
法
で
歌
い
な
が
ら
、
川
辺
に
お
け
る
秋
の
夕
暮
の
閑
寂
さ
を
表
現
す
る

の
に
成
功
し
て
い
る
。
「
さ
そ
ふ
べ
き
」
・
「
い
ざ
と
だ
に
」
の
二
首
は
、
古
歌
を
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追
懐
し
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
都
に
連
れ
て
行
く
よ
う
な
女
性
に
め
ぐ
り
会
え
ぬ

も
ど
か
し
さ
を
嘆
い
て
い
る
歌
で
あ
る
。
「
ふ
た
つ
な
き
」
の
一
首
は
、
近
世
の

叙
景
歌
で
、
本
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る
平
凡
な
歌
で
あ
る
。
こ
の
五
首
は
、
音

数
律
に
つ
い
て
い
え
ば
歌
人
達
に
か
な
り
自
由
に
歌
え
る
余
地
を
与
え
は
し
た
も

の
の
、
名
所
歌
枕
の
見
地
か
ら
は
、
地
名
で
あ
る
小
黒
崎
を
省
略
し
た
関
係
上
、

ど
こ
の
「
み
つ
の
こ
じ
ま
の
」
歌
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
欠
陥
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
や

生
じ
る
結
果
と
な
り
、
あ
ま
り
流
行
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

⑧
「
小
黒
崎
ぬ
ま
の
ね
ぬ
な
は
」
他
、
五
首

　
左
京
大
夫
経
忠
の
八
条
の
家
に
て
か
は
つ
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
源
　
俊
頼

　
を
ぐ
う
さ
き
ぬ
た
の
ね
ぬ
な
は
踏
み
し
だ
き
ひ
も
ゆ
ふ
ま
し
に
蛙
鳴
く
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
散
木
奇
歌
集
」
第
二
　
夏
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
頼
朝
臣

　
散
木
奇
歌
集

　
を
ぐ
ろ
崎
み
な
の
ね
ぬ
な
は
踏
み
し
だ
き
ひ
も
ゆ
ふ
ま
玉
に
蛙
鳴
く
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
夫
木
和
歌
抄
」
巻
第
八
　
夏
雑
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
頼
朝
臣

　
小
黒
崎
あ
さ
き
と
だ
え
の
み
を
つ
く
し
立
て
る
姿
も
ふ
り
ぬ
と
は
み
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
夫
木
和
歌
抄
」
巻
第
二
十
六
　
崎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
俊
朝
臣

　
小
黒
崎
ぬ
ま
の
ね
ぬ
な
は
苦
る
し
き
に
こ
の
よ
に
し
け
る
心
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
頼
朝
臣

　
小
黒
崎
ぬ
ま
の
ね
ぬ
な
は
ふ
み
し
だ
き
日
も
ゆ
ふ
ま
し
に
蛙
鳴
く
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
）

　
俊
頼
の
歌
に
は
、
三
首
の
重
複
歌
が
あ
る
。
「
ぬ
ま
（
沼
）
」
、
「
ぬ
た
（
沼
地
）
」
、

「
み
な
（
田
舎
）
」
、
「
ね
ぬ
な
（
根
尊
菜
1
1
じ
ゅ
ん
さ
い
の
古
名
）
」
の
意
味
が
判
明

す
れ
ば
、
歌
の
大
意
は
「
小
黒
崎
の
沼
地
に
あ
る
じ
ゅ
ん
菜
は
踏
み
つ
け
ら
れ
て

し
ま
い
、
夕
暮
に
な
る
と
蛙
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
来
る
こ
と
だ
な
あ
。
」
と
い

う
こ
と
で
、
一
般
に
和
歌
の
題
材
と
し
て
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
「
ね
ぬ
な
」
．

「
か
は
つ
」
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
同
様
に
「
あ
さ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
い

と
だ
え
の
み
を
つ
く
し
」
（
し
ぼ
ら
く
御
無
沙
汰
し
た
川
の
杭
）
も
、
変
っ
た
趣

向
の
歌
で
あ
る
。
歌
の
意
味
は
、
「
小
黒
崎
に
も
し
ぼ
ら
く
御
無
沙
汰
し
て
い
る

が
、
川
の
杭
が
川
面
に
立
っ
て
い
る
姿
も
、
き
っ
と
身
を
使
い
果
た
し
て
古
び
て

い
る
だ
ろ
う
が
、
ま
あ
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の

人
が
注
目
し
な
い
「
み
を
つ
く
し
」
（
濡
標
、
通
行
す
る
船
に
通
り
易
い
水
脈
を

知
ら
せ
る
た
め
に
立
て
た
杭
、
「
身
を
尽
し
」
の
意
が
懸
詞
と
な
っ
て
い
る
。
）
に

眼
を
向
け
る
な
ど
、
俊
頼
の
歌
風
は
他
の
歌
人
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
独
自
の
境

地
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
他
へ
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
で
は
な
く
、
「
ね
ぬ

な
」
・
「
み
を
つ
く
し
」
の
二
語
は
、
小
黒
崎
に
関
し
て
い
え
ば
、
後
世
の
歌
人

の
誰
も
が
こ
れ
を
用
い
て
い
な
い
。

五

　
歌
枕
〈
姉
歯
の
松
〉
と
歌
枕
〈
小
黒
崎
〉
と
は
、
本
歌
の
初
句
・
第
二
句
（
五

七
）
を
除
き
、
第
三
句
・
第
四
句
・
第
五
句
（
五
七
七
）
の
語
句
「
…
…
人
な
ら

ぽ
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」
を
同
じ
く
す
る
。
両
地
域
は
宮
城
県
の
県

北
の
栗
原
郡
・
玉
造
郡
に
属
し
、
姉
歯
の
松
と
小
黒
崎
美
豆
小
島
の
距
離
も
至
近

で
あ
り
、
前
者
は
陸
前
高
田
に
行
く
古
の
街
道
筋
に
当
っ
て
お
り
、
後
者
は
古
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川
・
鳴
子
を
経
て
出
羽
に
赴
く
羽
前
街
道
の
道
筋
に
あ
る
。
古
来
、
数
多
く
の
旅

人
達
が
、
こ
の
街
道
を
往
来
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
旅
人
達
は
栗
原
郡
・
玉

造
郡
に
ま
た
が
る
歌
謡
を
口
ず
さ
み
、
五
七
七
の
上
の
二
句
に
適
当
な
言
葉
を
挿

入
し
て
、
声
高
ら
か
に
歌
い
、
笑
い
な
が
ら
旅
を
続
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
中
に
こ
の
歌
謡
が
、
旅
人
達
の
口
か
ら
ロ
へ
と
伝
わ
り
、
い
つ
し
か
都
の
歌
人

達
の
耳
に
入
り
、
〈
姉
歯
の
松
〉
は
、
旅
の
歌
人
在
原
業
平
と
小
野
小
町
の
姉
の

姉
歯
と
結
び
つ
い
て
「
伊
勢
物
語
」
に
引
歌
と
し
て
、
郡
名
・
地
名
を
含
め
て
挿

入
さ
れ
、
〈
小
黒
崎
〉
は
地
名
・
地
形
を
明
確
に
し
た
形
で
、
「
古
今
和
歌
集
」

巻
第
二
十
　
大
歌
所
御
歌
の
部
立
に
、
東
嵜
、
み
ち
の
く
う
た
と
し
て
記
載
さ
れ

た
。
こ
れ
以
降
、
二
つ
の
歌
枕
は
、
全
く
別
個
の
和
歌
と
し
て
区
別
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
が
別
の
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
歌
枕
〈
姉
歯
の
松
〉
は
、
歌
物
語
の
「
伊
勢
物
語
」
に
載
り
、
業
平
・
小
町
の

伝
説
と
結
び
つ
い
て
軍
記
物
「
義
経
記
」
に
そ
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
か
ら
、
余

計
以
前
に
も
増
し
て
著
名
に
な
り
、
御
伽
草
子
、
謡
曲
、
狂
言
な
ど
、
主
と
し
て

語
り
物
系
の
文
献
に
そ
の
名
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
歌
枕
〈
小
黒
崎
〉
は
、
勅
撰
和
歌
集
の
「
古
今
和
歌
集
」
に
そ
の
本
歌

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
せ
い
か
、
天
皇
や
堂
上
方
の
高
位
の
身
分
の
人
々
に
よ
っ
て

歌
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
語
り
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
庶
民
的
な
色
彩
は
薄
く
、
わ

ず
か
に
近
世
に
至
り
、
井
原
西
鶴
が
浮
世
草
子
コ
目
玉
鉾
」
（
元
禄
二
年
）
に
、

　
　
　
○
小
黒
崎

　
を
ぐ
ろ
崎
三
つ
の
小
嶋
の
人
な
ら
は
都
の
つ
と
に
い
さ
と
い
は
ま
し

　
　
　
○
美
豆
小
嶋

　
人
な
ら
ぬ
岩
木
も
更
に
か
な
し
き
は
み
つ
の
小
嶋
の
秋
の
夕
く
れ

右
の
二
首
を
証
歌
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
二
首
と
て
も
、

「
古
今
和
歌
集
」
巻
第
二
十
　
大
歌
所
御
歌
と
「
続
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
七
の

順
徳
院
御
歌
で
あ
り
、
本
来
的
に
歌
枕
〈
小
黒
崎
〉
は
、
和
歌
の
世
界
に
お
い

て
、
中
古
・
中
世
に
栄
え
、
堂
上
方
の
没
落
、
戦
国
の
世
の
戦
乱
の
巷
の
中
に
、

や
が
て
消
え
行
く
命
運
に
あ
り
、
滅
び
の
光
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
6
1
・
3
・
3
0
）


