
は
じ
め
に

古
典
和
歌
に
お
け
る
鐘
の
意
象

ー
鐘
の
宗
教
性
に
つ
い
て

1

（
そ
の
三）

本
稿
は
「
古
典
和
歌
に
お
け
る

ぶぎ
の
意
象
（
そ
の一
）

ー
「
暁
の

(
1
)
 

鐘」
と
「
入
相
の
鐘」

ーー」
と
「
古
典
和
歌
に
お
け
る
鐘
の
意
象
（
そ
の

(
2)
 

二）

l|聴
覚
素
材
と
し
て
の
特
徴

�」
の
続
稿
で
あ
る。
前
二
稿
に
お

い
て、
中
国
古
典
詩
歌
の
分
析
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
意
象」
と
い
う
概
念
を

借
用
し
て
論
を
進
め、
（
そ
の一
）
に
お
い
て
は、
鎌
倉
時
代
ま
で
に
成
立

し
た
歌
集
に
見
ら
れ
る
鐘
を
詠
み
込
ん
だ
延
ペ
ニ
六一
首
の
和
歌
の
検
証
を

通
じ
て、
r
入
相
の
錦
の
意
象
に
は
主
に
無
常
感
が
含
ま
れ
て
い
る」
の
に

対
し、
「
暁
の
鐘
は
大
自
然
の
景
色
や
現
象
を
連
想
さ
せ、
そ
の
意
象
に
早

朝
の
消
々
し
さ
と
静
け
さ
が
看
取
さ
れ
る」
と
い
う
結
論
を
得
た。
ま
た（
そ

の
二）
に
お
い
て
は、
新
た
な
資
料
を
加
え、
和
歌
に
お
け
る
語
の
取
り
合

わ
せ
と
意
象
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら、
鐘
と
鹿、
鐘
と
嵐

の
組
み
合
わ
せ
の
検
証
を
通
し
て、
鎚
が
ほ
か
の
聴
党
素
材
と一
緒
に
歌
に

詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
二
瓜
な
い
し
三
重
の
音
響
効
果
を
作
り
出

し、
歌
の
本
来
の
趣
を
引
き
立
て
る
と
い
う
和
歌
の
聴
覚
素
材
と
し
て
の
銃

を
ん
な
の
も
と
に
て
あ
か
月
か
ね
を
き
き
て

の
特
徴
を
論
じ
て
み
た。

し
か
し、
鐘
を
論
じ
る
時、
元
来
仏
教
法
具
と
し
て
日
本
に
渡
来
し
て
き

た
と
言
わ
れ
る
鐘
の
特
質
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う。
坪
井
良
平
氏

著
f

日
本
の
梵
筵」
に
よ
る
と、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
「
純
然
た
る
非
宗

教
の
用
途
の
銃」
は
戦
国
時
代
が
終
わ
っ
て
各
地
に
諸
侯
が
築
城
し
た
際
に

造
ら
れ
た
「
城
鐘」
で
あ
り、
最
初
の
報
時
鐘
は

寛永―
一
年（一
六
三
四）

K

3
)

 

に
造
ら
れ
た
「
大
阪
町
中
鐘」
だ
と
言
う。
と
な
る
と、
そ
れ
以
前
の
錘

ー

そ
の
響
き
が
歌
人
た
ち
の
心
を
と
ら
え、
数
多
く
の
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た

の
は、
い
ず
れ
も
宗
教
ゆ
か
り
の
鉗
だ
っ
た
と
言っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い。
鐘
11
寺
院
11
仏
教
と
い
う
の
が
当
時
の
人
々
の
鐘
に
対
す
る
認
識
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
本
稿
は
鐘
の
こ
の
よ
う
な
特
質
に
注
目
し
つ
つ、

錐
の
宗
教
性
が
ど
の
よ
う
に
古
典
和
歌
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か、
言
い
か

え
れ
ば
宗
教
性
と
い
う
側
面
か
ら
錨
の
意
象
を
論
じ
て
み
た
い
と
思
う。

迷
夢
を
覚
ま
す
鐘

劉

小一
条
院

俊
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あ
か
月
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ
こ
れ
を
い
り
あ
ひ
と
お
も
は

ま
し
か
ば

(r
後
拾
辿
和
歌
集』
雑
ニ
・
九一
八）

こ
の
一
首
に
つ
い
て
新
H
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
辿
和
歌
集」
（
岩
波

柑
店）
は、
r
住
吉
物
語・
上
に、
女
君
の
乳
母
子
侍
従
と
主
人
公
の
少
将

(

4
)

 

の
述
歌
と
し
て」
こ
の
歌
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が、
こ
の
歌
に
関
す

る
r
袋
草
紙」
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
は
雪
及
し
て
い
な
い。

あ
る
人
云
は
く、
「
こ
れ
は
述
歌
な
り。
院、
暁
に
怖
り
給
ふ
と
て、

・
ロ
ず
さ
ぴ
給
ひ
け
る
に、
末
は
女
の
申
し
け
る
と
云
。々
た
だ
し
ま
た

．

旧
脱
に
は、
こ
の
歌
に
よ
り
て
罪
業
甚
だ
派
き
の
由
と
云
。々
し
か
れ

ば
皆
院
の
御
作
か。

（『
袋
草
紙」
巻
上〉

連
歌
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き、
暁
の
鏡
の
音
を
冊
い
て、
こ
れ
を
恋
人
に

迎
う
時
刻
を
告
げ
る
入
相
の
銃
の
音
に
思
え
た
ら
と
願
う
気
持
を
歌
っ
た
こ

の
歌
が、
な
ぜ
r
罪
梁
甚
だ
重
き」
と
言
わ
れ
た
か
に
注
目
し
た
い。
中
村

元
箸
『
仏
教
語
大
辞
典」
（
東
京
瑚
棺）
に
は、
鐘
は
「
寺
院
に
お
い
て、

み
な
に
合
図
す
る
た
め
に
打
つ」
と
あ
る
が、
盾
百
丈
山
快
海
法
師
硲

r勅

作
百
丈
梢
規」

法
器
章
に
は
「
暁
漿
は
耶
長
夜
を
破
り
睡
眠
を
許
む、
硲
繋・

(5)
 

は
即
ち
昏
荷
を
此
し
冥
昧
に
疎
す」
と
あ
る。
す
な
わ
ち、

寺
院
の
節
の

音
は
各
行
iJi
の
時
間
な
ど
を
知
ら
せ
る
ほ
か、
朝
夕
の
筵
の
音
は
衆
生
の
迷

砂
を
党
ま
し、
種
々
の
煩
悩
や
悪
業
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
賊
め
る
も
の
と
い

う
の
で
あ
る。
し
か
し、
前
掲
の
歌
の
作
者
は
こ
の
よ
う
な
戒
め
の
錨
の
音

を
圃
き、
罪
業
を
悟
る
ど
こ
ろ
か、
五
戒
で
誡
め
る
「
邪
淫」
と
も
受
け
取

ら
れ
る
女
と
の
途
涌
の
合
圏
だ
っ
た
ら
と
顕
う
の
で
あ
っ
て、
「
そ
の
姿
に

苅
弁
上
人

(

6
〉

仏
教
で
い
う
罪
の
訛
さ
を
認
め
た
も
の」
な
の
で
あ
る。
r
袋
卒
紙』
の
「
罪

業
甚
だ
煎
き
こ
云
々
は
こ
の
よ
う
な
鈍
の
効
用
を
踏
ま
え
た
言
葉
で
あ
る
に

述
い
な
く、
当
時
の
人
々
の
雑
に
対
す
る
認
識
の
一
面
を
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る。

鐘
の
音
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
古
典
和
歌
に
反
映
さ

れ、
紐
の
音
は
人
々
を
現
枇
の
迷
拶
か
ら
北
ま
し、
仏
教
の
境
地
を
悟
ら
せ

る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
楊
合
が
あ
る。
紙
幅
の
関
係
で
こ
こ
に
は
勅
撰
集

を
中
心
に
次
の
三
首
を
挙
げ
て
お
く。

藤
原
宗
経
朝
臣

暁
の
か
ね
ぞ
あ
は
れ
を
う
ち
そ
ふ
る
う
き
世
の
ゆ
め
の
さ
む
る
ま
く
ら

に

(r
新
勅
撰
和
歌
梨」
雑
歌―-
·
―
―
七
四）

題
し
ら
ず

後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣

山
寺
の
あ
か
つ
き
が
た
の
か
ね
の
お
と
に
な
が
き
ね
ぶ
り
を
さ
ま
し
て

し
か
な

（
r続
後
揺
和
歌
集』
雑
歌
中·
-

＝＝--
）

夜
法
文
を
梢
談
す
る
に、
時
う
つ
り
ゆ
き
て
後
夜
の
か
ね
を
き

き
て
よ
め
る

の
り
の
こ
ゑ
に
き
き
ぞ
わ
か
れ
ぬ
な
が
き
夜
の
ね
ぶ
り
を
さ
ま
す
あ
か

つ
き
の
か
ね

(r
玉
策
和
歌
集」
釈
教
歌・
ニ
七
二
六）

「
な
が
き
ね
ぶ
り」
「
ゆ
め」
と
は
俗
世
の
煩
悩
に
執
滸
し
て
そ
の
無
常
を

悟
ら
ず、
ま
さ
に
迷
郎夕
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る。
銃

は
そ
の
よ
う
な
人
々
の
迷
う
心
を
払
い、
仏
の
悟
り
に
目
槌
め
さ
せ
る
「
し
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か
ね
の
お
と
を
き
き
て

あ
か
つ
き
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
う
れ
し
け
れ
な
が
き
う
き
よ
の
あ
け
ぬ

と
お
も
へ
ば

(r
続
古
今
和
歌
梨」
釈
教
歌・
七
五
五）

こ
の
歌
は
泌
き
枇
の
無
明
長
夜
が
明
け、
や
っ
と
人
を
真
に
目
党
め
さ
せ

る
「
う
れ
し」
い
音
と
し
て
鐘
を
捉
え
て
い
る。
「
か
な
し」
や
「
あ
は
れ
」

な
ど
の
雁
を
伴っ
て
詠
み
込
ま
れ
る
用
例
が
多
い
中
で、
鉗
の
音
を
直
接「
う

れ
し」
と
詠
む
の
は
極
め
て
異
例
で
あ
り、
箭
見
の
限
り
他
に
用
例
を
見
出

し
が
た
い。

鎌
倉
時
代
ま
で
に
成
立
し
た
歌
集
の
う
ち、
こ
の
よ
う
な
「
迷
拶
を
さ
ま

す」
意
味
合
い
を
持
つ
筵
の
用
例
は、
延
ベー
五
首
ほ
ど
見
ら
れ、
決
し
て

多
い
と
は
言
え
な
い。
し
か
し
元
来、
仏
教
法
具
で
あ
る
鐘
の
特
質
を

考え

る
と、
こ
れ
ら
は
古
典
和
歌
に
お
け
る
錨
の
意
象
を
分
析
す
る
に
当
た
っ
て

見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い一
群
の
歌
で
あ
る
と
と
も
に、
い
ず
れ
も
錢
倉
時

代
に
入
っ
て
か
ら
成
立
し
た
歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い。

節
の
音
で
「
長
き
夜
も
明
け
ぬ」
と
詠
ま
れ
る
歌
は
r
千
戟
集』
に
も
見
ら

れ
る
が、
本
税
の
四
で
述
べ
る
よ
う
に、
そ
れ
は
死
者
を
哀
悼
す
る
歌
で
あ

り、
右
に
学
げ
た
歌
の
よ
う
に
現
他
に
生
き
る
人
々
が
5W
住
の
極
楽
往
生
の

た
め、
無
党
の
「
浮
枇
の
郎ク」
を
党
ま
し、
仏
道
に
目
＂丸
め
る
と
い
う
前
掲

俯
都
源
侶

る
べ」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
同
類
の
歌
は
r
秋
篠
月
消
集」
r
拾
王
集』

r
夫
木
和
歌
抄」
『
山
家
染』
がず
に
も
見
ら
れ
る
が、
ま
た
節
は
迷
加ダ
か
ら

目
伐
め
無
明
長
夜
が
明
け
た
こ
と
を
告
げ
る
「
う
れ
し」
い
音
と
し
て
も
詠

ま
れ
て
い
る。

の
歌
と
は
趣
を
異
に
じ
て
い
る。
し
た
が
っ
て
紐
の
意
象
に
含
ま
れ
て
い
る

「
迷
郎夕
を
党
ま
す
L、
あ
る
い
は
「
警
鉗」
と
も
言
え
る
き
わ
め
て
宗
教
的

な一
面
は、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
現
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か。

で
は、
鎌
倉
以
前
に
お
い
て
は
鈍
の
意
象
に
含
ま
れ
る

ぶ翌控
と
い
う

一
面
が
な
ぜ
現
れ
な
か
っ
た
の
か。
そ
れ
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
流
行
し
た

末
法
思
想
や
浄
土
信
仰
の
隆
盛
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る。
周
知

の
と
お
り、
末
法
と
は
釈
隙
滅
後、
正
法、
像
法
を
経
て
か
ら
の
第
三
時
期

で
あ
り、
仏
法
が
衰
滅
す
る
時
期
と
さ
れ
て
い
る。
大
野
達
之
助
氏
に
よ
る

と、
平
安
後
期
ま
で
末
法
思
想
は
知
織
と
し
て
し
か
意
紐
さ
れ
て
お
ら
ず、

人
々
は
ま
だ
深
刻
な
厭
枇
思
想
を
抱
い
て
な
か
っ
た。
し
か
し、
摂
関
政
治

か
ら
院
政
の
時
代
に
か
け
て、
律
令
体
制
の
崩
壊、
地
方
に
起
き
る
反
乱、

都
付
近
で
の
典
福
寺
と
延
麻
寺
の
術
突
な
ど、
政
治・
社
会
が
不
安
定
に
な

り、
治
安
状
況
も
悪
化
す
る。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で、
「
股
族
も
民
衆

も
よ
う
や
く
末
法
の
批
が
到
来
し
た
と
い
う
実
感
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た」

で
�
）

の
で
あ
る。
一
方、
九
世
紀
半
ば
頃
か
ら
貨
族
階
級
に
起
こ
っ
た
浄
土
倍

仰
は、
は
じ
め
は
そ
れ
ほ
ど
悲
観
的
な
も
の
で
は
な
く、
特
に
摂
関
政
治
の

最
盛
期、
翡
族
文
化
の
中
で
は
む
し
ろ

ぶ而
美
的
な
現
世
的」
で
あ
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
る。
し
か
し、
前
述
の
よ
う
な
社
会
状
況
に
な
る
と、
人
々

は
無
前
の
人
生
を
離
れ、
常
住
の
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
飢
う
よ
う
に

な
り、
浄
土
信
仰
も
厭
世
的
な
厭
離
級
土・
欣
求
浄
土
の
極
め
て
悲
観
的
な

特
色
を
持
つ
よ
う
に
な
る。
一
―
七
五
年
に
法
然
が
比
恢
山
を
推
れ
て
浄
土
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宗
を
開
立
し、
阿
弥
陀
仏
の
本
顧
を
信
じ、
も
っ
ば
ら
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を

唱
え
て
西
方
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
い
た。
そ
の
教
義
は
貴
族

階
級
の
み
な
ら
ず、
俯
俗、
老
若
男
女
の
別
な
く
広
く
授
透
し
て
い
っ
た。

ほ
ぼ
同
じ
時
期、
人
々
は
戦
乱
に
苦
し
み、
生
離
死
別
の
苦
を
味
わ
い、
民

衆
は
現
世
の
苦
界
か
ら
逃
れ
よ
う
と、
栢
楽
浄
土
に
救
い
を
求
め、
浄
土
信

仰
が一
層
深
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る。
「
無
明
長
夜、
こ
の
批
は
極
楽
浄
土
に

生
ま
れ
変
わ
っ
て、
真
に
目
覚
め
る
ま
で
の、
暗
間
の
眠
り
に
過
ぎ
ぬ。
称

名
念
仏
を
怠
ら
ぬ
者
の
み
が、
来
世
に
望
み
を
持
ち
得
る。
こ
の
徹
底
し
た

．
悲
惨
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
上
に
成
り
立
つ
の
が、
当
時
の
仏
教」
で
あ
っ
た
と

い
う。
言
い
か
え
れ
ば、
救
い
を
求
め
る
な
ら、
ま
ず
現
世
の
「
迷
夢」

を
目
党
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い。
こ
の
よ
う
な
仏
教
観
が
和
歌
に
反
映
し、

鐘
の
意
象
に
「
警
鐘」
の一
面
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る。

し
か
し、
鐘
を
詠
み
込
ん
だ
古
典
和
歌
に
見
ら
れ
る
宗
教
性
は
決
し
て「
警

鉗」
に
限
ら
ず、
鎌
倉
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
も
な
い。
厭
離
稼
土・

欣
求
浄
土
の
根
本
に
つ
な
が
る
「
無
常
感」
が
は
や
く
も
平
安
時
代
か
ら
多

く
の
歌
に
反
映
さ
れ
て
お
り、
鐘、
特
に
入
相
の
統
に
「
無
常
感」
の
意
象

'
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は、
す
で
に
「
古
典
和
歌
に
お
け
る
「
鎧」
の
意
象」

（
そ
の一
）

ー
「
暁
の
鐙」
と
「
入
相
の
鐘」」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る

カ
こ
れ
ら
の
歌
が
惑

受性
盟
か
で
感

僻的
で
あ
る
の
に
対
し
て、
「
警
維」

屯｝の
意
味
合
い
を
持
つ
歌
は
理
性
的
で、
無
明
長
夜
の
郎ク
か
ら
人
々
を
目
挫
め

さ
せ
る
と
い
う
積
極
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る。

鏑
と
釈
教
歌

以
上
「
迷
渉
を
党
ま
す」
と
い
う
危
度
か
ら
鐘
の
宗
教
性、
言
い
か
え
れ

ば
鐘
と
仏
教
の
関
辿
を
検
証
し
て
み
た
が、
宗
教
性
を
論
じ
る
な
ら、
釈
教

歌
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
そ
こ
で
本
節
で
は、
釈
教
歌
に

お
け
る
鐘
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
存
在
と
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
う。本

稿
を
作
成
す
る
た
め
に
新
た
に
調
査
し
直
し
た
と
こ
ろ、
『
古
今
和
歌

集』
と
r
後
撹
和
歌
集』
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い
の
は、
前
回
の

調査
結
果

と一
致
す
る
が、
r
続
後
拾
逍
和
歌
集』
ま
で
の
十
六
代
集
所
収
の
鉗
を
詠

み
込
ん
だ
歌
は一
0
0
首
存
し、
前
回
の
六
0
例
よ
り
四
0
例
も
増
え
て
い

る。
そ
の
う
ち
「
か
ね」
と
い
う
仮
名
表
記
の
用
例
が
七
四
首、
「
錨」
と

い
う
漢
字
表
記
の
用
例
が
二
六
首
あ
る。
部
立
別
の
歌
数
を
示
せ
ば、
春
部

四
首、
秋
部
九
首、
冬
部
八
首、
哀
侶
部
五
首、
粒
旅
部
四
首、
恋
部
十
六

首、
雑
部
五
十
首、
釈
教
部
四
首
と
な
る。
雑
部
の
全
体
の
半
数
を
占
め
る

五
十
首
に
対
し
て
釈
教
部
に
は
四
首
し
か
入
っ
て
い
な
い。
仏
教
法
具
と
し

て
の
鐘
の
特
質
か
ら
考
え
れ
ば‘
1
0
0
首
中
の
四
首
と
い
う
結
果
に
意
外

な
念
を
抱
く
の
も
無
理
は
な
か
ろ
う。

釈
教
歌
の
定
義
に
つ
い
て、
r
岩
波
仏
教
辞
典』
（
岩
波
世
店）
に
は
「
広

＜
仏
教
に
関
す
る
和
歌
全
般
を
指
し
て
い
う」
と
あ
り、
「
仏
教
的
な
内
容

を
込
め
た」
歌
は
は
や
く
も
『
万
薬
集』
に
見
ら
れ
る
と
付
け
加
え
て
い
る。

こ
の
解
説
に
基
づ
け
ば、
今
ま
で
論
じ
て
き
た
「
無
常」
や
「
迷
歩
を
伐
ま
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お
と
か
は

す」

意
味
合
い
を
持
つ
鐙
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
も
釈
教
歌
と
見
な
し
て
よ
い
と

‘

思
わ
れ
る。

実
際、

釈
教
部
が
明
確
に
部
立
さ
れ
て
い
な
い
r
千
載
和
歌
集』

以
前
の
一

部
の
歌
を
釈
教
歌
と
見
な
す
の
は、

今
日
で
は
む
し
ろ
一

般
的
な

見
方
で
あ
ろ
う。

鐘
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
み
に
関
し
て
言
え
ば、

釈
教
部
が

部
立
さ
れ
て
い
な
い
歌
集
は
と
も
か
く
と
し
て、
r
千
載
和
歌
集」

以
後
の

各
勅
撰
集
に
釈
教
歌
と
見
な
さ
れ
て
も
よ
い
歌
は
多
く
存
す
る
の
に、

釈
教

歌
部
に
は
四
首
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
な
ぜ
な
の
か。

こ
の

疑
問
を
解
く
に
あ
た
っ
て
は、

釈
教
歌
の
内
容
と
本
質
及
ぴ
維
の
聴
党
素
材

と
し
て
の
特
徴
と
い
う
三
つ
の
方
面
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う。

久
保
田
淳
氏
の
「
法
文
歌
と
釈
教
歌」
に
よ
れ
ば、

釈
教
歌
は
「
経
旨
歌
・

教
理
歌
・

法
緑
歌
・

述
懐」

の
四
種
に
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

r
千
載
和
歌
集』

か
ら
r
続
後
拾
泄
和
歌
集』

ま
で
の
各
勅
撰
集
の
釈
教
部

に
収
め
ら
れ
た
歌
を
検
討
し
て
み
る
と、

仏
教
経
典
か
ら
抜
き
出
し
た
要
句

や
経
典
そ
の
も
の
を
歌
題
に
し
て、

そ
の
内
容
を
詠
む
い
わ
ゆ
る
経
旨
歌
及

ぴ
教
理
歌
・

法
緑
歌
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る。

た
と

え
ば
『
新
勅
撰
和
歌
集』

と
『
玉
業
和
歌
集』

に
は、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う

な
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

法
橋
行
賢

つ
く
づ
く
と
く
る
る
そ
ら
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
す
も
き
く
べ
き
か
ね
の

(
r
新
勅
揖
和
歌
集』

雑
歌
ニ
・
一
ー

八
0)

前
参
議
雅
有

あ
だ
な
れ
ど
け
ふ
の
命
も
あ
り
過
ぎ
ぬ
い
つ
を
か
ぎ
り
ぞ
入
相
の
か
ね

(
r
玉
葉
和
歌
集』

雑
歌
ニ
・
ニ
―

四
四）

こ
の
二
首
は
ど
ち
ら
も
無
常
を
詠
ん
だ
歌
で、
「
広
く
仏
教
に
関
す
る
和

歌」

と
い
う
定
義
に
照
ら
せ
ば
釈
教
歌
で
あ
り、

そ
の
中
の
述
懐
歌
に
当
た

る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
二
首
は
い
ず
れ
も
釈
教
歌
部
で
は
な
く、

雑
歌
部

に
収
め
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
の
例
か
ら、

勅
撰
集
の
釈
経
歌
部
に
は、

主

に
経
旨
歌
な
ど
の
歌
を
収
録
し、

釈
経
歌
中
の
述
懐
歌
を
除
外
す
る
傾
向
の

あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ、

釈
教
部
の
歌
の
内
容
が
自
ず
か
ら
制
限
さ
れ
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う。

そ
の
た
め、

本
稿
の
二
で
挙
げ
た
用
例
を
含

む
多
く
の
「
仏
教
的
な
内
容
を
込
め
た
」

述
懐
の
釈
経
歌
が、

釈
教
部
で
は

な
く
他
の
部
立、

特
に
雑
歌
部
に
多
く
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る。

内
容
の
み
な
ら
ず、

釈
教
部
に
収
録
さ
れ
る
歌
は、

本
質
上
他
の
歌
と
異

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

初
め
て
釈
教
歌
を
明
確
に
部
立
し

た
r
千
載
和
歌
集』

巻
十
九
の
巻
末、

律
師
永
観
の
歌
の
詞
書
に
「
わ
う
じ

や
う
か
う
の
式
か
き
侍
り
け
る
と
き、
き
や
う
け
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る」

と
あ
る。
「
き
や
う
け」

を
漢
字
表
記
す
れ
ば
「
教
化」

で
あ
り、

人
を
教

浮
化
育
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る。

つ
ま
り、

釈
教
部
の
歌
は、

作
者
の
見

た
こ
と、

感
じ
た
こ
と
を
索
直
に
表
現
す
る
こ
と
よ
り、

和
歌
を
も
っ
て
仏

道
に
奸
し、

人
々
を
教
化
す
る
目
的
を
持
っ
て
お
り、

功
徳
主
義
の
傾
向
が

顕
著
で
あ
る。

経
旨
歌
を
主
な
内
容
と
す
る
上、

こ
の
よ
う
な
本
質
を
持
つ

釈
教
部
に
は
、

叙
情
的
な
歌
よ
り
概
念
的
な
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
特

徴
が
見
ら
れ
る。
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一

方、

維
の
和
歌
の
聴
党
素
材
と
し
て
の
特
徴
を
考
え
る
と、

概
念
的
な

歌
に
向
く
と
は
考
え
に
く
い
。

鐘
が
歌
人
の
心
を
捉
え、

さ
ま
ざ
ま
な
感
梢

を
呼
ぴ
起
こ
す
の
は、

そ
の
悠
長
か
つ
神
秘
的
な
音
色
で
あ
り、

そ
の
よ
う

な
音
色
な
く
し
て
鐘
が
存
在
す
る
意
味
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う。

そ
の
た
め、

経
旨
歌
の
よ
う
な
内
容
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
歌

を
詠
む
場
合、

開
こ
え
て
も
い
な
い
銃
の
音
は
索
材
と
し
て
取
り
入
れ
に
く

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

此
日
已
過

命
郎
哀
滅

寂
然
法
師

け
ふ
す
ぎ
ぬ
い
の
ち
も
し
か
と
お
ど
ろ
か
す
入
途
の
鐘
の
こ
ゑ
ぞ
か
な

し
き

(
r
新
古
今
和
歌
梨」

釈
教
歌
・
一

九
五
五）

あ
か
つ
き
い
た
り
て、

浪
の
こ
ゑ
金
の
岸
に
よ
す
る
ほ
ど

皇
太
后
宮
太
夫
俊
成

い
に
し
へ
の
尾
上
の
旅
に
に
た
る
か
な
岸
打
つ
浪
の
あ
か
月
の
こ
ゑ

(
r
新
古
今
和
歌
集」

釈
教
歌
・
一

九
六
八）

か
ね
の
お
と
を
き
き
て

あ
か
つ
き
の
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
う
れ
し
け
れ
な
が
き
う
き
よ
の
あ
け
ぬ

と
お
も
へ
ば

(
r
続
古
今
和
歌
梨』

釈
教
歌
・

七
五
五）

夜
法
文
を
消
談
す
る
に、

時
う
つ
り
ゆ
き
て
後
夜
の
か
ね
を
き

き
て
よ
め
る

商
弁
上
人

の
り
の
こ
ゑ
に
き
き
ぞ
わ
か
れ
ぬ
な
が
き
夜
の
ね
ざ
め
を
さ
ま
す
あ
か

つ
き
の
か
ね

（
r
玉
葉
和
歌
集」

釈
教
歌
・

ニ
七一
一
六）

右
に
挙
げ
た
の
は
『
続
後
拾
辿
和
歌
狼』

ま
で
の
勅
揺
集
の
釈
教
歌
部
に

俯
都
源
信

収
録
さ
れ
て
い
る
鐘
を
詠
み
込
ん
だ
用
例
の
全
四
例
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
後

の
二
例
は
述
懐
歌
と
見
ら
れ
る
が、

前
の
二
首
は
経
旨
歌
と
言
え
よ
う。

述

懐
の
二
首
は
明
ら
か
に
錐
の
音
を
削
い
て
詠
ん
だ
歌
に
対
し、
r
新
古
今
和

歌
集』
一

九
六
八
番
の
歌
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
は
美
福
門
浣
に

求
め
ら
れ
て
藤
原
俊
成
が
詠
進
し
た
極
楽
六
時
讃
の
中
の
後
夜
讃
で
あ
り、

「
金
の
岸」

は
極
楽
の
賀
金
の
池
の
岸
を
指
す。

極
楽
の
黄
金
の
池
の
波
の

音
か
ら
現
世
の
尾
上
の
山
寺
の
錐
を
思
い
起
こ
す
と
い
う
感
動
的
な
こ
の
一

首
に
し
て
も、

実
際
に
銃
の
音
を
開
き、

そ
の
音
色
に
感
激
し
て
詠
ん
だ
歌

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た、

同
じ
r
新
古
今
和
歌
集』

の
一

九
五
五
番

の
寂
然
法
師
の
歌
は
「
法
文
百
首」

の
無
常
の
部
の
一

首
で
あ
り、
『
六
時

無
常
掲』

の
教
え
を
「
入
相
の
銃
の
音
で
実
感
と
し
て
か
み
し
め
さ
せ
ら
れ

(

2
)

 

た
悲
し
み
で
詠
ん
だ
作」

と
評
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し、

入
相
の
節
に
よ
っ

て
無
前
を
実
感
し
て
悲
哀
や
感
傷
の
心
梢
を
歌
っ
た
例
は
、
r
拾
逍
和
歌
集」

や
r
和
泉
式
部
集」

な
ど
に
す
で
に
見
ら
れ、

寂
然
法
師
の
歌
は
そ
れ
ら
を

意
識
し
て
詠
ん
だ
可
能
性
も
あ
り、

こ
の
歌
も
俊
成
の
歌
と
同
様、

実
際
に

開
こ
え
た
鐘
の
音
に
触
発
さ
れ
て
の
詠
作
と
は
酋
い
切
れ
な
い
部
分
が
あ
る

と
息
う。

つ
ま
り、

こ
の
二
首
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
維
は
感
性
的
な

鐙
の
音
で
は
な
く、

仏
教
と
関
わ
り
の
あ
る
概
念
上
の
錨
と
考
え
て
よ
か
ろ

う。

こ
の
よ
う
な
音
色
を
伴
わ
な
い
概
念
上
の
錨
は、

釈
教
部
に
収
録
さ
れ

て
い
る
鐘
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
―

つ
の
特
徴
で
あ
り、

ま
た
釈
教
部
に
鈍
を

詠
み
込
ん
だ
歌
が
少
な
い
の
も、

そ
の
こ
と
と
決
し
て
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

総
じ
て
言
え
ば、

十
六
代
集
所
収
の
錐
を
詠
み
込
ん
だ
歌
一

0
0
首
の
中
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四

宙
副
之

「
鉦」

の
存
在

(
r
為
家
集』

に
は、
「
仏
教
的
な
内
容
を
込
め
た
」

意
味
か
ら
釈
教
歌
と
見
な
さ
れ
る
歌

が
決
し
て
少
な
く
な
い
が、

釈
教
部
に
四
首
し
か
見
ら
れ
な
い
の
は、

釈
教

部
の
歌
の
内
容
と
本
質、

ま
た
錐
の
聴
化
素
材
と
し
て
の
特
徴
と
い
う
三
方

面
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

結
果
的
に
は、

釈
教
部
に
収
録
さ
れ
て

い
る
鐙
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は、

同
類
の
歌
の
中
の
枢
少
数
の
も
の
と
い
う
勅

撰
和
歌
集
の
釈
教
部
の
特
徴
が
祈
取
さ
れ
る
と
思
う。

本
栢
の
二
と
三
の
ほ
か、
「
古
典
和
歌
に
お
け
る
鐘
の
意
象」
（
そ
の
一
）

と
（
そ
の
二）

に
お
い
て
も、

策
者
は
鐙
を
詠
み
込
ん
だ
数
多
く
の
歌
を
検

証
し
て
き
た。

こ
れ
ら
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
鐘
は、

種
類
か
ら
酋
え

ば、

す
べ
て
寺
院
の
節
楼
に
掛
け
ら
れ、

毎
日
定
時
に
描
か
れ、

そ
の
悠
々

た
る
音
が
遠
く
ま
で
特
き、

人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
誘
う
鐘
で
あ
る。

し
か
し、

鎌
倉
時
代
ま
で
に
成
立
し
た
歌
集
に
見
ら
れ
る
「
か
ね」

の
用
例

の
中
に、

次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
一

群
の
歌
が
存
す
る
の
も
事
実
で
あ
る。

論
を
進
め
る
便
宜
上、

各
歌
に
一

辿
番
号
を
付
し
た。

廿
八
日
野
宰
法
印

良
守
四

十
九
日
諷
誦
文
誦
経
物
砂
金
一

両

①
う
き
歩
の
別
路
に
送
る
鈍
の
お
と
は
さ
む
る
さ
と
り
の
し
る
べ
と
も
な

れ

一

七
三
九）

人
の
四
十
九
日
の
誦
経
文
に
か
き
つ
け
け
る

よ
み
人
し
ら
ず

②
人
を
と
ふ
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
い
つ
か
わ
が
み
に
な
ら
む
と

す
ら
ん

（
『
祠
花
和
歌
集」

雑
下
•

四
0
六）

人
の
わ
ざ
し
け
る
禅
師
に
て
諷
誦
文
よ
み
侍
り
け
る
に、

う
た

の
侍
け
れ
ぱ
よ
み
侍
り
け
る

艇
範
法
師

③
う
ち
な
ら
す
か
ね
の
お
と
に
や
な
が
き
夜
も
あ
け
ぬ
な
り
と
は
お
も
ひ

し
る
ら
ん

・

（
『
千
叔
和
歌
集』

哀
傷
歌
・
五
七
七
）

花
園
左
大
臣
家
に
わ
ら
は
に
て
侍
り
け
る
を、

を
し
へ
侍
る
と

て
た
ま
へ
り
け
る
笛
を、

年
へ
て
の
ち
か
の
た
め
に
ほ
と
け
供

投
し
侍
り
け
る
時、

笛
に
そ
へ
て
侍
り
け
る

法
印
成
消

④
お
も
ひ
き
や
け
ふ
う
ち
な
ら
す
か
ね
の
お
と
に
つ
た
へ
し
ふ
え
の
ね
を

そ
へ
ん
と
は

(
r
千
戟
和
歌
集」

哀
傷
歌
・

五
九
七）

隣
寺
に
誦
経
の
か
ね
の
き
こ
え
け
れ
ば

か
き
つ
く
る

天
台
座
主
橙
党

⑤
ひ
と
こ
ゑ
の
か
ね
の
お
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
い
か
な
る
人
の
を
は
り
な

る
ら
ん

(

r

続
古
今
和
歌
梨」

哀
侶
歌
·
一

四
七
一
）

つ
ね
に
も
た
り
し
て
ば
こ、

お
た
ぎ
に
誦
経
に
せ
さ
す
と
て、

⑥
こ
ひ
わ
ぶ
と
き
き
に
だ
に
き
け
か
ね
の
お
と
に
う
ち
わ
す
ら
る
る
時
の

間
ぞ
な
き

（
『
和
泉
式
部
集」

四
八
0)
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⑪
さ
て
も
猶
た
だ
け
ふ
ま
で
を
な
ご
り
に
て
か
ね
の
音
さへ
つ
き
や
は
て

（
四―
-
）

ぬ
る

か
へ
し

⑩
い
ま
は
た
だ
よ
な
よ
な
ひ
と
り
ね
ざ
め
し
て
さ
も
あ
ら
ぬ
か
ね
の
お
と

の
み
ぞ
き
く

(r
隆
信
集」
哀
他•
四
0
七）

つ
ぎ
の
と
し
の
は
て
に 、
仏
事
せ
し
に 、
さ
だ
い
へ
の
あ
そ
む

の
も
と
よ
り

か
へ
し

こ
れ
を
圃
き
て 、
僧
都
の
母 、
い
か
が
と
と
ひ
た
り
け
れ
ぱ

⑦
つ
く
づ
く
と
お
つ
る
涙
に
し
づ
む
と
も
き
け
と
て
か
ね
の
お
と
づ
れ
し

な

（『
和
泉
式
部
集』
四
八一
）

佃
都
教
智
ゆ
か
り
あ
り
て 、
と
し
ご
ろ
し
た
く
て
侍
り
け
る
が 、

う
せ
て
後
四
十
九
日
の
わ
ざ
し
け
る
じ
ゆ
き
や
う
文
に
世
付
け

け
る

⑧
き
み
を
と
ふ
鎖
の
声
こ
そ
か
な
し
け
れ
そ
れ
ぞ
音
す
る
果
て
ぬ
と
思へ

文

（『
消
輔
集」
三
五
0)

ま
た 、
『

隆
信
集』
に
「

は
は
の
か
の
ぶ
く
き
ら
れ
し
日」
云
々
の
記
述（
三

九
四
の
問
也）
の
後 、
OO
辿
す
る
歌
が
収
め
ら
れ
た
中
に 、
以
下
の
四
首
が

あ
る 。

僧
正
範
玄
の
も
と
よ
り 、
五
十
8
す
ぎ
て

⑨
か
ぎ
り
あ
れ
ば
と
ぶ
ら
ふ
か
ね
も
お
と
た
え
て
む
か
し
の
跡
や
い
ち
ぢ

か
な
し
き

（
哀
悩•
四
0
六）

⑫
け
ふ
ま
で
や
か
ぎ
り
と
思
ふ
か
ね
の
お
と
に
な
ほ
つ
き
せ
ぬ
は
な
み
だ

（
四
ご一）

な
り
け
り

右
に
掲
げ
た―
二
首
の
詞
柑
か
ら
判
断
す
れ
ば 、
こ
れ
ら
の
歌
に
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
「

か
ね」
は 、
亡
き
人
の
た
め
に
行
わ
れ
る
法
事
の
時
に
閲
ら

す
「

か
ね」
と
思
わ
れ
る 。
⑤
の
歌
の
詞
歯
に
あ
る
「

誦
経
の
か
ね」
と
は 、

「
誦
経
の
時
間
を
知
ら
せ
る
鋒」
と
も
解
釈
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
が 、
点い

か
な
る
人
の
を
は
り
な
る
ら
ん」
と
い
う
下
二
句
か
ら 、
こ
の
「

か
ね」
は

亡
き
人
の
た
め
の
桶
経
の
「

か
ね」
と
判
断
で
き
よ
う 。
と
な
る
と 、
こ
の

ー
ニ
首
中
の
「

か
ね」
は 、
今
ま
で
検
証
し
て
き
た
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
る

空
に
響
く
鐘
と
は
異
な
る
種
類
の
「

か
ね」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。

仏
教
辞
典
等
に
よ
れ
ば 、
「

か
ね」
に
は
俯
侶
の
招
集
や 、
寺
院
内
の
行

事
の
時
刻
を
知
ら
せ
る
時
な
ど
に
使
わ
れ
る
鐘
と 、
誦
経
や
法
事
の
時
に
叩

き 、
厳
密
に
は

品き
と
い
う
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
二
種
類
が

あ
る 。
例
え
ば 、
『

織
田
佛
教
大
辞
き
（
大
蔵
出
版
株
式
会
社

昭
和
四
九

年）
に
は 、
「

カ
ネ

鐘」
と
r

カ
ネ

鉦」
の
二
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り 、

「
鉦」
の
項
に
は
「

法
事
の
時 、
合
図
に
叩
き 、
又
念
仏
を
称
ふ
に
叩
く」

と
あ
る 。
ま
た 、
r

総
合
佛
教
大
辞
典」
（
法
蔵
館
一
九
八
七
年）
の
「

鉦

打」
の
項
に
は
「

鉦
を
首
に
か
け 、
和
附
念
仏
を
唱
え 、
踊
念
仏
な
ど
を
し

た
半
僧
半
俗
の
徒」
と
い
う一
文
が
見
ら
れ
る 。
鉦
打
を
す
る
の
が
ど
の
よ

う
な
人
な
の
か
は
さ
て
お
き 、
r

首
に
か
け」
る
と
い
う
こ
と
か
ら 、
鉦
は

か
な
り
小
さ
な
も
の
だ
と
想
像
で
き
よ
う 。
さ
ら
に
小
学
館『
国
語
大
辞
典』

に
も 、
「

た
た
き
か
ね[
叩
鉦·
敲
鉦]

仏
具
の—
つ o

今汀i
に
あ
ゎ
せ
て
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が

た
た
き
な
ら
す
鉦。」
の
説
明
が
あ
る。
＿
二
つ
の
解
説
を
総
合
す
れ
ば、
「
狂

と
は
法
要
や
踊
経
の
時
に
合
図
を
し
た
り、

誦
経
に
合
わ
せ
て
嗚
ら
し
た
り

す
る
小
さ
な
か
ね」
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
定
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え

る
と、

右
に
挙
げ
た一
ー
一
首
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
か
ね」
は
「
銃」
で
は
な

く、
「
鉦」
と
見
な
す
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う。

実
際、
「
錐」
と
い

う
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の、

②
『
詞
花
和
歌
集』

四
0
六
番
と
③

『
千
載
和
歌
集』

五
七
七
番
の
歌
の
「
か
ね」
に
つ
い
て、

新
日
本
古
典
文

．
学
大
系
本
（
岩
波
甚
店）

に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
誦
経
の
時
に
叩
く
鐘」
「
追
普

供
接
の
誦
唱
の
中
で
打
ち
嗚
ら
す
鐘
の
舌」
と
い
う
注
記
が
見
ら
れ
る。

ぶき
の
本
来
の
用
途
は
何
で
あ
れ、

事
実
上、

日
常
の
中
に
お
い
て、

鐘
の
音
が
常
に
純
然
た
る
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
人
々
に
受
け
取
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る。

寺
院
の
境
内
を
超
え、

遠
く
ま
で
府
く
長
い

余
韻
を
持
つ
鐘
楼
の
鐘
の
音
は、

人
間
の
世
俗
的
な
生
活
と
深
く
関
わ
り、

あ
る
い
は
時
刻
を
告
げ
る
報
ら
せ
と
な
り、

あ
る
い
は
旅
人
の
道
し
る
ぺ
と

な
り、

あ
る
い
は
周
り
の
静
寂
を
感
じ
さ
せ
る
音
と
な
り、

人
々
の
さ
ま
ざ

ま
な
思
い
や
感
惜
を
呼
ぴ
起
こ
す。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に、
「
鐘」
の
意

象
に
は
哀
伯
や
寂
し
さ、

無
常
や
孤
独、

早
朝
の
消
々
し
さ
と
静
け
さ
な
ど

(
13
〉

が
含
ま
れ
て
い
る
ほ
か、
「
恋
歌」
で
は
恋
人
た
ち
の
喜
ぴ
や
悲
し
み
を
表

す
の
に
も
使
わ
れ
て
い
る。
つ
ま
り、

古
典
和
歌
に
お
い
て、
「
錨」
は
さ

ま
ざ
ま
な
題
材
の
歌
に
幅
広
く
詠
ま
れ、
そ
の
意
象
に
複
雑
さ
が
看
取
さ
れ

る。
し
か
し、
こ
れ
に
対
し
て
法
事、

誦
経
の
時
に
し
か
⑭
ら
さ
ず、

間
こ

え
る
範
囲
も
限
ら
れ
て
い
る
「
鉦」
は、

人
々
の
日
常
生
活
か
ら
は
や
や
か

本
稿
は
「
迷
歩
を
党
ま
す」
鐘、

釈
教
歌
に
見
ら
れ
る
鐙
お
よ
び
鉦
を
詠

五

お
わ
り
に

け
離
れ
た
存
在
と
な
っ
て
お
り、

そ
の
意
味
で
r
錐」
よ
り
も
「
鉦」
の
方

が
よ
り
純
然
た
る
宗
教
性
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う。

そ
の
た
め
か、

鎌
倉
時
代
ま
で
の
「
か
ね」
を
詠
み
込
ん
だ
三
0
0
首
余
り
の
歌
の
う
ち、

詞
密
や
歌
の
内
容
か
ら
は
っ
き
り
と
「
鉦」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
判
断
で
き

る
の
は、
ほ
ぽ
右
の
―
二
首
く
ら
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。

鉦
を
詠
み
込
ん
で
い
る
歌
に
つ
い
て
は
そ
の
数
が
少
な
い
ば
か
り
で
な
く、

そ
の
意
象
も
極
め
て
単
純
で、
い
ず
れ
も
死
者
へ
の
思
念
や
哀
悼
の
意
を
込

め
た
歌
で
あ
る。

②
は
亡
き
人
を
弔
う
鉦
の
音
か
ら
わ
が
身
の
こ
と
を
思
い、

悲
観
的
な
歌
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
が、
こ
れ
に
対
し
て
③
は、

打
ち
嗚
ら

す
鉦
の
音
に
よ
っ
て
亡
き
人
の
無
明
長
夜
も
よ
う
や
く
明
け
た
と
い
う
積
極

的
な
姿
勢
で
死
者
へ
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る。

特
に
⑥
と
⑦
に
は^

作
者
和

泉
式
部
の
亡
き
娘
へ
の
恋
し
さ
が
詠
ま
れ
て
お
り、

子
供
を
亡
く
し
た
母
の

深
い
悲
し
み
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る。
こ
の
よ
う
に
鉦
の
意
象
に
は

自
ず
か
ら
「
哀
惜」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に、
「
か
ね」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
歌
の
う
ち、
「
鉦」

の
数
は
微
々
た
る
も
の
の
よ
う
で、

そ
の
意
象
も
分
析
さ
れ
る
ほ
ど
複
雑
な

も
の
で
は
な
い。

し
か
し、

古
典
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
r
か
ね」
は
す
ぺ

て
同
種
類
の
も
の
で
は
な
く、

我
々
に
な
じ
み
深
い
「
鐘」
の
ほ
か、
「
鉦」

も
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
る。
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注(
1)
「

岡
大
国
文
論
柏」
第
30
号
（
平
成
十
四
年
三
月）
に
掲
戟

(
2)
「

閉
釈」
第
四
十
九
咎
――
―•
四
月
サ
（
平
成
十
五
年
四
月）
に
掲
載

(
3)
r
日
本
の
梵
矧』
（
坪
井
良
平
若
角
川
柑
店

昭
和
四
五
年一二
月
三
十一

日）

(
4)
r

後
拾
逍
和
歌
集』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
術
店
一
九
九
四
年

四
月
二
0
日）

(
5
)

r
兵
宗
大
辞
典」
に
よ
る
（
永
田
文口国
汰

昭
和
四
七
年―
一
月一
日）

(
6
)

r
袋
卒
紙」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
杏
店
l

九
九
五
年一
0
月

三
0
日）

(
7)
『

新
税
日
本
仏
教
Ill心
想
史
J

(
大
野
逹
之
助
若

年
五
月一
0
日）

(
8)
同
(
7)

吉
川
弘
文
益

昭
和
四
八

み
込
ん
だ
歌
を
取
り
上
げ 、
鈍
の
宗
教
性
に
つ
い
て

考察
し
た 。
最
後
に
余

談
と
な
る
が 、
四
に
挙
げ
た
④
の
歌
は 、
追
善
供
狡
に
鳴
ら
す
鉦
の
音
に
笛

を
合
わ
せ 、
音
楽
に
よ
る
死
者
へ
の
追
悼
を
詠
ん
で
お
り 、
鉦
の
持
っ
て
い

る
音
楽
性
の一
面
を
見
せ
て
い
る 。
同
様
の
歌
は
も
う一
首 、
慈
円
の
r

拾

玉
集』
に
「

中
将
出
京
之
朝 、
少
生
な
ど
管
弦
な
ん
ど
し
て
か
へ
り
て
の
ち 、

申
し
つ
か
は
し
た
り
し」
と
い
う
詞
世
の
後 、
五
三一
八
番
の
歌
は
「

ぴ
は」 、

五
三一
九
番
の
歌
は
「

こ
と
L

を
詠
ん
で
い
る
の
に
続
き 、

あ
は
せ
つ
つ
た
が
は
ぬ
か
ね
の
声
々
に
う
ち
つ
け
な
り
し
わ
が
こ
こ
ろ

か
な

・

(r
拾
王
集」
五
三―1
0)

と
い
う
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
哲
い
涼
え
て
お
く 。

(
9)
「

無
常
の
美
学•
新
古
今
和
歌
躯」
（
塚
本
邦
雄

岩
波
的
座
r
日
本
文
学

と
仏
教

第
四
巷

無
前』

岩
波
牲
店
一
九
九
四
年―
一
月
二
五
El)

(
Jo)
「

岡
大
同
文
論
柏」
術
30
号
に
掲
戟
さ
れ
て
い
る
同
拙
秘
を
ご
参
照

(
11)
「

法
文
歌
と
釈
教
歌」
（
久
保
田
淳

岩
波
講
胆
『
日
本
文
学
と
仏
教

第

六
沿

経
典』
岩
波

巾悼心
一
九
九
匹
年
五
月――1
0
日）

(
12)
r

新
古
今
和
歌
梨』
（
完
沢
日
本
の
古
典

第
三
十
六
殊J

小
学
館

附
和

五
八
年
i

二
月
二
五
日）

(
13)
拙
悩
「

古
典
利
歌
に
お
け
る
「

錨」
の
意
象
（
そ
の一）

_r
暁
の
鎧」

と
「

入
柑
の
紐」

ー」
ご
参
照
(r
岡
大
困
文
論
秘」
第
30
号

平
成
十

匹
年
三
月）

＾
テ
キ
ス
ト〉

歌
の
引
用
及
ぴ
歌
番
号
は
r

新
編
国
歌
大
糾」 、
r

袋
平
紙』
の

引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
柑
店）
に
よ
っ
た 。

（
り
ゅ
う
し
ょ
う
し
ゅ
ん

東
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
II

大
阪
椋
朕
女
子
大
学
日
本
甜
研
究
セ
ン
タ
ー

報
告
（
大
阪
椋
蔽
女
子
大
学

日
本
語
研
究
セ
ン
タ
l)

+-

大
要
国
文
（
大
洪
女
子
大
学
国
文
学
会）

大
要
女
子
大
学
紀
要
ー

文
系
ー

（
大
淡
女
子
大
学）

岡
山
大
学
国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
会）

四

大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
日
本
紺
日
本
文
学
会）

十
七

五

大
阪
大
学
日
本
学
報
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
学
研
究
室）

- 20 -




