
J

の
歌
の
本
歌
と
し
て
は、
「
古
今
集
J

に

「
忠
度
集」
に
は、
夢
を
詠
ん
だ
歌
が、
春
の
部
に一
首、
恋
の
部
に一――

首、
雑
の
部
に一
首
の
計
五
首
見
ら
れ
る。
郎夕
は
「
万
業
集
J

に
多
く
詠
ま

れ、
平
安
朝
に
入
る
と
r
古
今
和
歌
六
帖
j

に
は
「
ゆ
め」
と
い
う
題
も
設

け
ら
れ、
小
町
を
初
め
と
し
て
あ
ま
た
の
歌
人
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た。

こ
こ
で
は
特
に、
忠
度
の
歩
の
歌
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら、
そ
の
美
意
識

の
特
色
を
考
察
し
よ
う
と
思
う。

な
お、
文
中
に
引
用
し
た
和
歌
は、
「
新
福
国
歌
大
限』
に、
「
万
菜
集」

と
物
語
類
は
「
日
本
古
典
文
学
全
梨
j

に
よ
っ
た。

夜
思
梅
花
と
い
ふ
心
を、
人
人
よ
み
侍
り
し
に

梅
の
は
な
よ
る
は

渉に
も
見
て
し
か
な
や
み
の
う
つ
つ
は
に
ほ
ひ
ば
か
り
ぞ

（「
忠
度
集」
春、
9)

平
忠
度
の
夢
の
歌
に
つ
い
て

姐
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

む
ば
た
ま
の
や
み
の
う
つ
つ
は
さ
だ
か
な
る
歩
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ざ
り

け
り
（
恋
歌
三、
617)

S
It
1-

が
あ
る。
こ
の
本
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
「
古
今
和
歌
集
遠
鏡」
は、
「
冊
イ

ノ
ニ
チ
ョ
ッ
ト
逢
タ
ノ
ハ
ホ
ン
マ
ノ
事
デ
モ

タ
シ
カ
ナ
歩
二
何
ホ
ド
モ
マ

サ
ッ
タ
事
は
ナ
イ
ワ
イ

歩
二
見
タ
ト
同
シ
ク
ラ
ヰ
ノ
事
デ
ア
ッ
タ
」

と
訳

{
it
2)
 

し、
『
古
今
和
歌
集
新
釈」
は、
「
忍
ぴ
て
あ
ふ
に
人
の
見
や
せ
ん
と
て
か

た
へ
に
と
も
し
火
も
え
た
か
ぬ
を
「
や
み
の
う
つ
、」
と
は
い
へ
る
に
な
ん。

か、
る
は
さ
だ
か
に
頗
見
る
歩
と
く
ら
べ
思
ふ
に
何
ほ
ど
の
ま
さ
り
も
な
し。

C
註
3)

と
い
へ
る
意
に
ぞ。」
と
述
べ、
「
古
今
和
歌
集
評
釈」
は、
「
夜
の
附
の
中

で
相
逢
っ
た
現
実
は、
は
っ
き
り
と
見
る
郎と
に、
い
く
ら
も
ま
さ
ら
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
よ。」
と
解
釈
し
て
い
る。

こ
の
本
歌
は、
「
や
み
の
う
つ
つ」
と
「
さ
だ
か
な
る
郎夕」
と
を
対
比
し

て
い
て、
前
者
は
後
者
よ
り
幾
分
ま
さ
っ
て
い
る
も
の
の
は
か
な
い
こ
と
で

あ
る
よ
と
述
ぺ
て
い
る。
こ
こ
で
は、
「
間
の
う
つ
つ」
を
ど
う
解
す
る
か

が
問
閲
に
な
る。
普
通、
郎ク
は
「
う
つ
つ」
と
対
比
さ
れ
る。
池
見
澄
隆
氏

瀬

良

基

樹



は、

古
代
・
中
泄
人
の
歩
信
仰
に
関
し
て、
「
往
生
淡
狼
j

の

R芯
剛
経
j

を
引
用
し
た
「一
切
の
有
為
法
は

郎タ・
幻
．
泡
·
影
の
如
し

露
の
如
く

ぃ
と
づ
2

ま
た

雷
の
如
し

応
に
か
く
の
如
く
殴
を
な
す
べ
し」
に
つ
い
て、
「
現

象
世
界
に
実
在
性
を
認
め
な
い
こ
と
11
現
実
否
定
の
論
理
を、

心
理
現
象
と

し
て
の
匹夕
の
比
喩
に
か
り
た
の
で
あ
る
が、
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は、

心
理

現
象
と
し
て
の
坪ダ
を
「
非
実
在
j

の
典
型
と
み
て
い
る
点
で
あ
る。」
と
述

-
it
4-

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
R

後
撰
集
j

の
歌
に、
「
歩
よ
り
も
は
か
な
き
物
は

夏
の
夜
の
暁
が
た
の
別
な
り
け
り」
（
夏、

壬
生
忠
＊）

と
あ
り、

平
安
朝

の
人
々
に
と
っ
て
渉
は
は
か
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た。
さ
ら
に
森
朝
男
氏

は、

三
捕
祐
之
氏
の
「
間
が
神
の
示
現
の
空
間
の
基
本
的
条
件
で
あ
り、

人

間
の
幻
想
領
域
で
あ」
っ
て、
「『
夢」

も
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た」
と
い

e"'J)
 

う
説
を
引
い
て、
「
古
代
的
観
想
の
最
も
根
源
的
な
部
分
に
お
い
て、

附
と

ニ3
6
】

歩
と
が
同
類
の
概
念
で
あ
っ
た」
と
さ
れ
る。
そ
う
す
る
と、
「
や
み
の
う

つ
つ」
と
「
さ
だ
か
な
る
郎ク」
と
は、

共
に
は
か
な
い
も
の
で
あ
り、

非
日

常
の
低
界
を
表
す
点
で
粘
ぴ
つ
い
て
い
る。

従
っ
て、
「
や
み
の
う
つ
つ」

と
は、
「
押ダ
に
見
る
世
界
と
は
別
の、

は
か
な
い
夜
の
現
実
の
他
界」
を
意

味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。

「
や
み
の
う
つ
つ」
と
い
う
語
は、

勅
横
梨
で
は、
「
古
今
集」
の
上
掲

の
歌
の
他
に、
『
新
勅
掠
集
J

1
1一
例`

「
統
後
撰
集」

二
例、
「
続
古
今
染」

二
例、
「
続
拾
逍
躯」
二
例、
「
続
千
載
集」
一
例、
「
統
後
拾
辿
集」
一
例、

「
風
雅
集
j

一
例
が
使
用
さ
れ
て
い
る。

こ
の
歌
語
の
意
味
を
状
況
に
即
し
て
捕
ら
え
る
た
め
に
こ
の
語
に
か
か
る

修
飾
語
を
劉
べ
て
み
る
と、

次
の
よ
う
に
な
る。

見
る
と
な
き
や
み
の
う
つ
つ
に
あ
く
が
れ
て
う
ち
ぬ
る
な
か
の
ゆ
め
や
た

え
な
む
（『
新
勅
撰
集」

恋
歌
三、

前
関
白）

｛
住
？）

「
新
勅
揆
集
口
実
」
は
こ
の
歌
に
つ
い
て、
「
削
の
現
と
は
く
ら
き
所
に

て
現
在
に
途
み
る
事
也。
…
…
う
ち
ぬ
る
中
の
歩
と
は
其
人
に
あ
ふ
事
を
よ

-
it
.―

み
給
ふ
な
る
へ
し」
と
解
説
し
て
い
る。
ま
た
「
新
勅
撰
集
抄
j

は、
「
み

る
と
な
き
や
み
の
現
と
は、

く
ら
き
所
に
て
逢
み
し
夜
の
は
か
な
き
名
残
を

い
へ
り。

其
名
残
を
し
た
ひ
て
心
あ
く
か
れ
て
ぬ
る
よ
も
や
す
か
ら
ね
は、

渉
に
み
る
事
も
絶
果
な
ん
と
也」
と
説
明
し
て
い
る。

共
に、
「
や
み
の
う

つ
つ」
を
夜
昭
い
所
で
会
っ
た
こ
と
の
意
味
に
と
っ
て
い
る。

結
局、
こ
の

語
は
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で、
会
っ
た
と
い
う
実
感
の
涌
か
な
い

頼
り
な
い
昨
夜
の
逢
瀬
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
こ
の
歌
は、
は
か
な

い
昨
夜
の
逢
瀬
を
名
残
惜
し
く
思
う
あ
ま
り、

そ
れ
に
心
が
引
か
れ
て
落
ち

滸
か
な
い
の
で、

独
の
中
で
相
手
に
会
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配

し
て
い
る。

ま
よ
ひ
こ
し
ゃ
み
の
う
つ
つ
の
な
ご
り
と
て
見
ゆ
と
は
見
え
ぬ
ゆ
め
も
う

ら
め
し
（「
萩
後
撲
狼」

恋
歌
四、

典
昭
法
師）

こ
の
歌
は、

あ
の
人
に
会
お
う
と
思
っ
て
間
の
中
で
迷
い
迷
い
し
て
や
っ

と
探
し
当
て
て
会
っ
た
昨
夜
の
は
か
な
い
逢
瀬
を
名
残
惜
し
く
思
っ
て
い
る

の
で、

歩
の
中
で
あ
の
人
に
会
お
う
に
も
会
え
な
い
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い

る。つ
か
の
ま
の
や
み
の
う
つ
つ
も
ま
だ
し
ら
ぬ
郎夕
よ
り
拶
に
ま
よ
ひ
ぬ
る
か

2

 



な
（
『式
子
内
親
王
集j‘
恋）

こ
の
歌
の
「
や
み
の
う
つ
つ」
に
つ
い
て
「
日
本
古
典
文
学
大
系
式
子
内

親
王
集」
は、
「
ほ
ん
の
瞬
間
の
間
の
中
の
現
実」
と
訳
し
て
い
る。
こ
こ

も
は
か
な
い
途
面
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り、
そ
の
よ
う
な
男
女
の

仲
を
経
験
し
た
こ
と
も
な
く、
た
だ一
途
に
加夕
の
中
だ
け
で
あ
の
人
に
会
う

こ
と
を
求
め
続
け
て
い
る
切
な
い
恋
心
が
歌
わ
れ
て
い
る。

．

色
わ
か
ぬ
や
み
の
う
つ
つ
の
ひ
と
こ
と
に
袖
の
千
し
ほ
は
い
と
ど
そ
め
つ

つ
（「
拾
迅
愚
草」、
権
大
納
言
家
三
十
首）

こ
の
歌
は、
「
色
わ
か
ぬ」
と
「
千
し
ほ」
を
対
比
さ
せ
な
が
ら、
は
か

な
い
昨
夜
の
あ
の
人
と
の
逢
瀬
で
開
い
た
あ
の
人
の
一
言
が
私
を
悲
し
い
気

持
ち
に
さ
せ、
私
の
流
す
涙
で
袖
の
紅
色
を一
界
色
濃
く
さ
せ
た
と
言
っ
て

い
る。以

上
の
よ
う
に、
恋
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
や
み
の
う
つ
つ」
は、
「
古
今

集
j

の
本
歌
に
よ
り
な
が
ら
比
喩
的
に
使
わ
れ、
は
か
な
い
昨
夜
の
途
瀬
の

意
を
表
し
て
い
る。

次
に、
四
季
の
部
に
詠
ま
れ
た
「
や
み
の
う
つ
つ」
の
例
を
あ
げ
て
み
よ

゜烏
羽
王
の
や
み
の
う
つ
つ
の
う
か
ひ
舟
月
の
さ
か
り
や
渉
も
み
る
ぺ
き

（「
壬
二
集」、
夏）

こ
の
歌
は、
月
光
の
咬
々
と
照
ら
す
夜
は
鵜
飼
舟
の
苺
火
も
効
果
が
な
い

の
で、
粕
飼
達
は
舟
を
出
さ
ず
に
寝
込
ん
で
戒夕
で
も
見
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る。

い
つ
ま
で
と
間
の
う
つ
つ
の
狛
か
ひ
舟
歩
に
ま
さ
ら
ぬ
世
を
渡
る
ら
ん

(「
宗
良
親
王
千
首」、
夏
百
首）

こ
の
歌
は、
「

脱
の
う
つ
つ」
に、

夏
の
深
い
聞
夜
と
鵜
飼
い
の
殺
生
戒

を
犯
す
意
を
掛
け、
無
常
の
こ
の
低
を
卯
を
背
負
っ
て
渡
る
粕
飼
い
舟
の
暗

い
宿
命
を
見
つ
め
て
い
る。

郭
公
や
み
の
う
つ
つ
の
一
こ
ゑ
は
お
も
ひ
も
わ
か
ぬ
う
た
た
ね
の
ゆ
め

（「
正
治
初
度
百
首」、
夏、

権
大
納
言
忠
良）

こ
の
歌
の
「
や
み
の
う
つ
つ」
は
暗
黒
の
夜
の
冊
の
世
界
を
表
し、
作
者

は
郭
公
の
芦
を
加ダ
う
つ
つ
に
削
い
て
い
る。

以
上
の
三
首
の
歌
は、

夢
と
「
や
み
の
う
つ
つ」
を
対
照
さ
せ
る
本
歌
の

彩
奔
下
に
あ
る
と
は
い
う
も
の
の、
「
や
み
の
う
つ
つ」
の
持
つ
惜
趣
は
間

の
持
つ
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る。

以
上
の
よ
う
に、
「
や
み
の
う
つ
つ」
と
い
う
語
は、
一
首
の
中
で
泄々
と

対
比
さ
せ
な
が
ら
用
い
ら
れ、

夢
に
見
る
批
界
と
は
異
な
る
夜
の
梢
趣
的
な

世
界
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た。

一
方、
こ
の
「
や
み
の
う
つ
つ」
と
い
う
語
は
物
語
に
も
用
い
ら
れ
て
い

る。
『
源
氏
物
語
�
j

で
は、

桐
壺
の
巻
に
一
例
に
み
ら
れ
る。
桐
壺
更
衣
の

死
後
帝
は
母
君
の
許
へ
靱
負
命
婦
を
遣
わ
す
が、
そ
の
時
の
帝
の
亡
き
更
衣

を
偲
ぶ
様
子
を、

作
者
は、
「
か
う
や
う
の
を
り
は、
御
遊
な
ど
せ
さ
せ
た

ま
ひ
し
に、
心
こ
と
な
る
物
の
音
を
掻
き
鳴
ら
し、
は
か
な
く
聞
こ
え
出
づ

る
言
の
葉
も、
人
よ
り
こ
と
な
り
し
け
は
ひ
容
貌
の、
面
影
に
つ
と
添
ひ
て

息
さ
る
る
に
も、
110
の
現
に
は
な
ほ
劣
り
け
り。」
と
述
ぺ
て
い
る。
命
婦

3
 



．

が
出
発
す
る
の
は
月
の
美
し
い
宵
だ
っ
た
が、

帝
は
こ
の
よ
う
な
時
に
は
管

弦
の
遊
び
を
な
さ
る
の
が
常
で
あ
っ
た。

丁
度
そ
の
時、

帝
は
ふ
と
更
衣
の

姿、

容
貌
が
幻
と
な
っ
て
自
分
の
傍
ら
に
座
っ
て
い
る
よ
う
に
惑
じ
る。

「
lnl．
の
現」

は、

こ
こ
で
は
胤
の
中
で
ぽ
ん
や
り
と
見
え
る
更
衣
の
姿
や
容

貌
を
表
し
て
い
る。
「

さ
だ
か
な
る
郎夕」

と
同
じ
く、

現
実
の
姿
で
は
な
い

幻
影
よ
り
も
不
明
確
で
も
生
身
の
姿
に
会
え
る
ほ
う
が
よ
い
と
酋
っ
て
い
る。

と
こ
ろ
で、

冒
頭
に
あ
げ
た
「
忠
度
集」

9
番
の
歌
も、
加夕
と
「
や
み
の

う
つ
つ
」

が
対
比
さ
れ
て
い
る。

こ
の
歌
の
意
味
は、

梅
の
花
は
夜
は
郎ク
の

．
中
で
見
た
い
も
の
だ、

間
の
中
で
は
花
の
色
は
見
え
ず
匂
い
し
か
感
じ
ら
れ

な
い
と
い
う
も
の
で、
「

や
み
の
う
つ
つ
」

は
冊
の
中
に
ぽ
ん
や
り
と
見
え

る
梅
の
花
を
表
し
て
い
る。

小
烏
愁
之
氏
は、
「
万
葉
集」

で
は
梅
の
花
の
色
の
美
し
さ
を
歌
っ
た
も

の
が
多
く、

梅
の
花
の
香
り
を
詠
ん
だ
歌
は
一

例
し
か
な
い
が、
「
古
今
集」

に
な
る
と
様
の
花
の
色
も
香
り
も
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り、

梅
の
花

の
香
り
は
や
が
て
夜
の
「

暗
香」
へ
と
及
ん
で
い
っ
た
さ
れ、
「
こ
の
暗
が

り
の
芳
香
の
歌
の
出
現
は、

特
に
浦
特
の
そ
れ
の
認
識
に
よ
る」

と
説
明
さ

t
it,←
 

れ
て
い
る

こ
の
忠
度
の
歌
の
下
句
は、
「
古
今
集」

春
歌
上
の、

は
る
の
よ
梅
花
を
よ
め
る

春
の
夜
の
や
み
は
あ
ゃ
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
か
や
は
か
く
る
る

（
凡
河
内
射
恒）

を
本
歌
と
し
て
い
る。

こ
の
本
歌
は
春
の
夜
の
間
を
擬
人
化
し
て、

そ
れ
が
・

梅
の
花
の
色
は
阻
し
て
も
香
り
は
隠
さ
な
い
と
酋
っ
て、

機
知
を
弄
し
な
が

ら
梅
花
の
色
の
美
し
さ
を
校
美
す
る
「
万
葉」

的
な
常
識
を
打
破
し
て
い
る。

こ
の
本
歌
の
「
や
み
は
あ
や
な
し」

を
引
き
歌
と
し
て、

闇
が
そ
の
人
の

姿
を
限
そ
う
と
は
す
る
も
の
の
匂
い
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
紛
れ
も
な
い
姿
が

明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
周
囲
の
人
々
の
と
ま
ど
い
を
ユ
ー
モ
ラ
ス

に
描
い
た
の
が
『
源
氏
物
語」

で
あ
っ
た。

な
ご
り
ま
で
と
ま
れ
る
卸
匂
ひ、
「

間
は
あ
や
な
し」

と
独
り
ご
た
る。

（
若
菜
上）

女
三
の
宮
と
の
新
婚
三
日
目
の
夜、

渉
の
中
に
紫
上
が
現
れ
た
源
氏
は
夜

深
い
中
を
そ
そ
く
さ
と
紫
上
の
所
へ
帰
っ
て
い
く。

そ
の
後
ま
で
残
っ
て
い

る
源
氏
の
衣
に
焚
き
染
め
た
香
の
匂
い
に、

女
三
の
宮
付
き
の
女
房
達
は
男

君
の
い
な
い
遣
る
瀬
な
さ
を
森
ら
せ
る。

は
つ
か
に
の
ぞ
く
女
房
な
ど
も、
「
Uil
は
あ
や
な
く
心
も
と
な
き
ほ
ど
な

れ
ど、

香
に
こ
そ
げ
に
似
た
る
も
の
な
か
り
け
れ」

と
め
で
あ
へ
り。

（
匂
宮）

人
は
み
な
花
に
心
を
う
つ
す
ら
む
ひ
と
り
ぞ
ま
ど
ふ
春
の
夜
の
開
（
竹

河）「
間
は
あ
や
な
き
を、

月
映
え
は
い
ま
す
こ
し
心
こ
と
な
り
と
さ
だ
め
き

こ
え
し」

な
ど
す
か
し
て
（
ク）

大
将、

人
に
も
の
の
た
ま
は
む
と
て、

す
こ
し
端
近
く
出
で
た
ま
へ
る
に、

笛
の
や
う
や
う
梢
も
る
が
星
の
光
に
お
ぽ
お
ほ
し
き
を、
「
間
は
あ
や
な

し」

と
お
ぼ
ゆ
る
匂
ひ
あ
り
さ
ま
に
て
（
浮
舟）

初
め
か
ら
顛
に、

六
条
院
の
女
房、

蔵
人
少
将、

女
房、

作
者
が、

春
の



る
夜
の
間
に
包
ま
れ
て
姿
が
見
え
な
い
の
が
派
当
人
で
あ
る
こ
と
を
限
し
よ
う

も
な
い、
庶
の
体
の
芳
香
の
魅
力
を
語
っ
て
い
る。

夜
に
な
り
て
は
げ
し
う
吹
き
出
づ
る
風
の
け
し
き、
ま
だ
冬
め
き
て
い
と

寒
げ
に、
大
殿
袖
も
梢
え
つ
つ、
IIH
は
あ
ゃ
な
き
た
ど
た
ど
し
さ
な
れ
ど

（

A十
蕨）

薫
が
中
の
君
へ
の
思
い
を
匂
宮
に
餌
え
て
い
る
時
の、
闇
の
中
で
顔
は
限

．
れ
て
見
え
な
い
が、
二
人
の
体
の
芳
香
は
消
し
よ
う
も
な
く
当
人
達
だ
と
わ

か
る
と
い
う
こ
と
を
作
者
が
説
明
し
て
い
る。

-
it
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結
局、
射
恒
の
「
や
み
は
あ
や
な
し」
の
歌
は、
「
大
漢
和
辞
典」
な
ど

-lt11)

が
あ
げ
る

「白
氏
文
集」
の
「
答
二
桐
花一
詩」
の
句
「
夜
色
向;
月
淡、

削
香
随レ
風
軽」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
暗
香
浮
動」
の
世
界
を
取
り
上
げ

て、
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
る。

忠
度
の
「
梅
の
花」
の
歌
は、
「
古
今
集』
即
番
の
歌
の
「
さ
だ
か
な
る

加夕」
と
「
や
み
の
う
つ
つ」
を
対
比
す
る
手
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら、
下
句

に
射
恒
の
歌
の
影
響
を
受
け
て
い
る。
そ
し
て、
OO
の
中
の
香
り
よ
り
も
梅

の
花
を
郎名
に
見
た
い
と
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に、
梅
の
花
の
美
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
視
槌
的
に
捉
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
傾
向
が
う
か
が
え
る。

恋
遠
郷
人

こ
ひ
わ
た
る
い
も
が
す
み
か
は
思
ひ
ね
の
歩
路
に
さ
へ
ぞ
は
る
け
か
り
け

（「
忠
度
集」
恋、
64)

森
本
元
子
氏
は、
こ
の
歌
を
「「
穎
政
集
j

や
『
親
宗
集」
に
よ
っ
て
法

stt12)
 

住
寺
殿
供
花
会
の
作
と
推
定」
さ
れ
、
犬
井
蒋
甜
氏
は
こ
の
会
を
承
安
元

GUIJ-

年
に
他
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

「
思
ひ
ね」
と
い
う
語
は、
「
古
今
集」
に、
「
君
を
の
み
思
ひ
ね
に
ね
し

拶
な
れ
ば
わ
が
心
か
ら
見
つ
る
な
り
け
り」
（
恋
歌
二、
凡
河
内
船
恒）
と

あ
っ
て
歩
と
結
ぴ
つ
け
て
詠
ま
れ、
「
思
ひ
ね
の
歩
路」
も、
「
射
恒
集」
に、

「
こ
ろ
も
で
ぞ
け
さ
は
ぬ
れ
た
る
お
も
ひ
ね
の
ゆ
め
ぢ
に
さ
へ
や
あ
め
は
ふ

る
ら
む」
と
歌
わ
れ
て
る。
な
お、
「
歩
路」
と
い
う
歌
語
に
つ
い
て
片
桐

洋一
氏
は、
「『
古
今
集」
で
五
例、

『後
横
集
j

で
八
例
と
数
多
く
よ
ま
れ

た
が、
そ
の
後
は
急
に
減
少
し
て」、
『
拾
辿
集」
以
下
で
は

「新
古
今
集
j

に
三
例
あ
る
ほ
か
は
ほ
ん
と
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
述
ぺ
ら
れ

-
tl
"-

て
い
る
。
「
思
ひ
ね
の
歩
路」
も、
勅
揺
集
で
は

『続
古
今
集」、
「
綬
拾
逍

集」、
「
新
千
戟
集」
に一
例
ず
つ
使
わ
れ、
私
家
集
で
も
「
重
家
集」、
「
拾

逍
愚
草
貝
外」
に一
例
ず
つ
出
て
く
る
だ
け
で、
他
は
「
思
ひ
ね
の
夢」
の

形
で
多
用
さ
れ
て
い
る。

こ
の
忠
度
の
歌
は、
自
分
が
恋
人
の
所
へ
通
っ
て
い
く
通
路
が
夢
の
中
に

存
在
す
る
と
い
う
俗
信
を
背
保
に
し
た
「
古
今
集」、
「
後
撰
集』
の
伝
統
的

な
恋
の
情
趣
的
世
界
に
立
ち
な
が
ら、
自
分
の
恋
人
の
住
居
が
現
実
の
批
界

で
容
易
に
会
え
な
い
ほ
ど
遠
い
ば
か
り
か、
思
い
寝
の
拶
路
に
お
い
て
ま
で

も
遠
い
と
酋
っ
て、
恋
人
が
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
歩
に
現
わ
れ
て
く
れ
な

い
も
ど
か
し
さ
を
訴
え
て
い
る。
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寄
源
氏
恋

あ
ふ
ど
み
る
夢
さ
め
ぬ
れ
ば
つ
ら
き
か
な
た
ぴ
ね
の
と
こ
に
か
よ
ふ
ま
つ

か
ぜ

（「
忠
度
集
j

恋、

76)

こ
の
歌
は
『
源
氏
物
語」

の
明
石
の
巻
の
梢
景
を
踏
ま
え
て
い
る。

須
磨

鏑
居
後、

入
道
の
勧
め
に
よ
っ
て
明
石
に
移
っ
た
源
氏
は、

新
居
に
落
ち
滸

ぎ
心
も
安
ま
る。

そ
う
し
た
時
に、

源
氏
は
入
道
か
ら
娘
を
貰
っ
て
ほ
し
い

と
打
ち
明
け
ら
れ
る
。

源
氏
が
入
道
の
邸
で
琴
を
弾
く
と、

そ
の
音
色
が

「
松
の
押
き
波
の
音」

と
一

緒
に
な
っ
て
間
こ
え
て
く
る
。

入
道
は
源
氏
に

向
か
っ
て、

あ
な
た
は
一

人
寝
の
辛
さ
を
知
っ
た
か
と
葬
ね
る。

源
氏
は、

「
旅
ご
ろ
も
う
ら
が
な
し
さ
に
あ
か
し
か
ね
草
の
枕
は
郎ク
も
む
す
ば
ず」

と

答
え
る。

旅
寝
の
悲
し
み
の
た
め
に
夜
も
眠
れ
ず
郎ク
も
見
な
い
と
い
う
の
で

あ
る。

こ
の
旅
寝
に
つ
い
て、
「
源
氏
物
諾
j

で
は、

源
氏
が
「
女
返
き
旅

寝
は
も
の
恐
ろ
し
き
心
地
す
ぺ
き
を」

と
言
っ
て
女
気
を
離
れ
た
旅
寝
の
恐

怖
を
語
っ
た
り
（
帯
木）
、
「（
源
氏
は）

か
か
る
旅
寝
も
な
ら
ひ
た
ま
は
ね

ば」
（
若
紫）

と
作
者
が
説
明
を
加
え
た
り
し
て
い
る
所
が
あ
っ
て、

旅
衷

に
新
鮮
な
印
象
を
見
出
し
て
い
る。

こ
の
忠
度
の
歌
は、

源
氏
が
紫
上
を
思
い
や
り
な
が
ら
寝
て
彼
女
に
会
う

郎名
を
見
る
が、

旅
寝
の
床
に
吹
い
て
く
る
松
風
の
音
に
よ
っ
て
そ
の
郎名
が
拙

め
て
し
ま
う
こ
と
を
咲
い
て
い
る。

源
氏
が
入
道
の
娘
に
引
か
れ
始
め
て
い

る
時
だ
け
に
一

府、

紫
上
に
「
あ
ふ
と
み
る
歩」

は
結
ば
れ
な
い
の
で
あ
る。

な
お、

郎ク
は
本
来
見
る
も
の
で
あ
る
が、
加名
が
党
め
る
こ
と
を
重
視
す
る

表
現
も
み
ら
れ
る。

勅
撰
集
で
は、

あ
み
だ
ぶ
と
と
な
ふ
る
こ
ゑ
に
ゆ
め
さ
め
て
に
し
へ
な
が
る
る
月
を
こ
そ

み
れ
（
「
金
菜
集」

二
度
本
雑
部
下、

選
子
内
親
王）

ま
し
ば
ふ
く
や
ど
の
あ
ら
れ
に
加夕
さ
め
て
明
が
た
の
月
を
み
る
か
な

（
「
干
載
集」

雑
歌
上、

大
江
公
娯）

か
り
の
く
る
伏
見
の
小
田
に
郎名
さ
め
て
ね
ぬ
よ
の
い
ほ
に
月
を
み
る
か
な

（
『
新
古
今
集」

秋
歌
上、

慈
円）

ち
た
ぴ
う
つ
き
ぬ
た
の
お
と
に
加名
さ
め
て
物
お
も
ふ
袖
の
露
ぞ
く
だ
く
る

（「
新
古
今
集」

秋
歌
下、

式
子
内
親
王）

忠
度
の
歌
の
松
風
の
音
に
よ
っ
て
歩
が
党
め
る
こ
と
は、
「
お
も
ひ
や
れ

ま
つ
ふ
く
か
ぜ
に
ゆ
め
さ
め
て
恋
し
さ
ま
さ
る
冬
の
山
ざ
と
」
（
「
雅
兼
集」）

に
先
例
が
あ
る
。

そ
し
て、
『
源
氏
物
語
j

に
も
「
歩
が
党
め
る」

こ
と
の
描
写
が
い
く
つ

か
み
ら
れ
る。

源
氏
は
北
山
で
の
ぞ
き
見
を
し
た
俯
房
の
俯
都
と
対
座
し
て、

歌
を
詠
み

交
わ
す。

明
け
方、

法
華
三
味
を
お
勤
め
す
る
懺
法
の
声
が
山
か
ら
吹
き
下

ろ
す
風
に
乗
っ
て
間
こ
え
て
き
た
の
で、

源
氏
は
「
吹
き
迷
ふ
深
山
お
ろ
し

に
夢
さ
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な」

と
詠
む
（
若
紫）
。

明
石
に
移
っ

た
源
氏
は、

八
月
十
三
夜
に
入
道
の
娘
の
肝
を
肋
ね
て
歌
を
詠
み
合
う。

源

氏
は、
「
む
つ
ご
と
を
栢
り
あ
は
せ
ん
人
も
が
な
う
き
世
の
郎夕
も
な
か
ば
さ

•I 
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む
や
と
」

と
歌
っ
て、

娘
と
睦
ま
じ
く
語
り
合
い、

憂
き
他
の
悪
夢
の
よ
う

．
な
悲
し
さ
を
幾
分
で
も
哨
ら
し
た
い
と
訴
え
る
（
明
石）
。

夕
霧
は
弥
引
に

迫
る
自
分
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
落
業
宮
の
心
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
手

紙
を
宮
に
歯
く。
「
い
つ
と
か
は
お
ど
ろ
か
す
べ
き
明
け
ぬ
夜
の
歩
さ
め
て

と
か
言
ひ
し
ひ
と
こ
と
」
（
夕
霧）
。

ま
た、

浮
舟
が
さ
っ
き
ま
で
匂
宮
に
迫

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
悪
郎ク
の
よ
う
に
思
い
出
し
て
い
る
様
子
を、

作
者
は

.
「
恐
ろ
し
き
夢
の
さ
め
た
る
心
地
し
て」

と
説
明
し
て
い
る
（
東
屋）
。

「
若
紫」

の
巻
の
源
氏
の
歌
の
「
拶
さ
め
て
」

の
郎名
は
煩
悩
を
さ
し
て
お

り、

ま
た
「
夕
霧」

の
巻
の
夕
”初
の
歌
の
「
拶
さ
め
て」

の
四ク
も
無
明
長
夜

の
煩
悩
を
意
味
し
て
い
る。
「
源
氏
物
栢
j

で
「
加名
が
批
め
る」

と
い
う
場

合
の
郎名
は
煩
悩
ゃ
悪
邪
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に、

勅
撲
集
や
「
源
氏
物
語」

で
は
渉
が
銘
め
る
こ
と
を
背
定

的
に
受
け
入
れ
る
場
合
が
多
い
が、

こ
の
忠
度
の
歌
は
加名
が
鈷
め
る
こ
と
は

「
つ
ら
き
か
な」

と
言
っ
て
否
定
的
に
み
て
い
る
。

夢
が
詑
め
る
こ
と
で、

拶
の
中
で
の
逢
瀬
喪
失
へ
の
強
い
嘆
き
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

歩
中
会
恋

歩
さ
め
て
な
ご
り
に
た
へ
ず
な
り
ゆ
け
ば
あ
ふ
と
み
つ
る
に
か
へ
ん
命
か

（
『
忠
度
集」

恋、

77)

こ
の
歌
は
『
月
詣
和
歌
集」

に
も
と
ら
れ
て
お
り、
「
さ
め
て
後
郎ク
な
り

け
り
と
恩
ふ
に
も
あ
ふ
は
な
ご
り
の
惜
し
く
や
は
あ
ら
ぬ
」
（
恋
下、

内
大

五

臣）

の
歌
が
そ
の
次
に
載
せ
ら
れ
て
い
る。

忠
度
の
歌
の
意
味
は、

う
っ
と
り
と
し
た
幸
福
な
途
瀬
の
加ダ
か
ら
党
め
て

名
残
惜
し
さ
に
堪
え
切
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で、

加ク
の
中
で
恋
人
に
会
っ

た
と
見
た
こ
と
が
私
の
命
以
上
に
大
切
に
思
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で、

恋
人

に
会
う
夢
を
見
た
時
の
巽
常
に
裔
揚
し
た
気
分
が
余
梢
と
な
っ
て
い
つ
ま
で

も
続
い
て
い
る
様
を
歌
っ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
「
古
今
集」

の、

．

い
の
ち
に
も
ま
さ
り
て
を
し
く
あ
る
物
は
見
は
て
ぬ
ゆ
め
の
さ
む
る
な
り

け
り
（
恋
歌
二、

壬
生
忠
本）

を
本
歌
と
し
て
お
り、

こ
の
本
歌
の
巌
後
ま
で
見
終
わ
ら
な
い
で
途
中
で
目

槌
め
た
迩
瀬
の
夢
は
命
以
上
に
惜
し
く
思
わ
れ
る
と
い
う
気
持
ち
に
対
し
て、

途
瀬
の
夢
か
ら
党
め
た
後
の
余
梢
の
ほ
う
を
狙
視
し
て
い
る
。

恋
死
と
歩
の
中
で
の
逢
瀬
を
粘
ぴ
つ
け
て
詠
ん
だ
歌
は、
「
万
菜
梨」

に

も、う
つ
つ

心
め

現
に
は
逢
ふ
よ
し
も
な
し
jIIク
に
だ
に
間
な
く
見
え
君
恋
に
死
ぬ
べ
し

（
巻
十
一
、

よ
み
人
し
ら
ず）

と
あ
り、

こ
れ
は
逢
瀬
よ
り
も
自
分
の
生
命
を
煎
視
し
た
も
の
で、

忠
本
や

忠
度
の
歌
の
よ
う
な
恋
に
殉
じ
よ
う
と
す
る
生
命
の
燃
焼
は
み
ら
れ
な
い
。

拶
と
結
ぴ
つ
け
て
命
と
引
き
換
え
に
逸
瀬
を
持
ち
た
い
と
い
う
一

途
な
恋

を
詠
ん
だ
歌
は、

平
安
時
代
に
入
っ
て
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

ね
ぬ
る
夜
の
渉
さ
わ
が
し
く
み
え
つ
る
は
あ
ふ
に
命
を
か
へ
や
し
つ
ら
む

（
「
和
泉
式
部
梨」）
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あ
ふ
と
見
て
う
つ
つ
の
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
は
か
な
き
ゆ
め
ぞ
い
の
ち
な

り
け
る
（「
頻
輔
集」）

あ
ふ
と
み
し
一
夜
の
戒ク
の
別
よ
り
し
ら
ぬ
命
の
を
し
く
も
あ
る
か
な

呈
i一
梨」、
恋
部）

ま
た、
「
郎夕
の
な
ご
り」
と
い
う
逢
瀬
の
悦
惚
と
し
た
気
分
を
余
梢
と
し

て
表
す
語
も`

勅
撰
集
で
は
「
新
古
今
集
l

の
「
涙
が
は
身
も
う
き
ぬ
ぺ
き

ね
ざ
め
か
な
は
か
な
き
郎夕
の
な
ご
り
ば
か
り
に」
（
恋
歌
五、

寂
述）
の
歌

か
ら、

多
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く。

な
お、
忠
度
の
歌
に
は、
「
夢
中
会
恋」
と
い
う
詞
咎
が
付
け
て
あ
る。

こ
の
よ
う
な
詞
術
を
持
つ
歌
と
し
て
は、

夢
中
迩
恋
と
い
へ
る
心
を

う
つ
つ
に
は
あ
ふ
夜
も
し
ら
ず
み
る
歩
を
は
か
な
し
と
て
は
た
の
み
こ
そ

せ
め
（『
新
後
揆
集」
恋
歌
二、
後
二
条
天
堕）

・

夢
中
逢
恋
と
い
ふ
こ
と
を

う
つ
つ
に
は
あ
は
ば
か
く
こ
そ
と
思
ひ
ね
の
渉
は
さ
め
て
も
う
れ
し
か
り

け
り
（「
風
雅
集」
恋
歌
二、
藤
原
為
基）

拶
中
会
恋

う
つ
つ
に
は
し
ば
し
袖
を
も
ひ
き
と
め
で
さ
む
る
別
ぞ
し
た
ふ
か
た
な
き

（「
鴨
長
明
集
J

)

こ
れ
ら
の
歌
は、

現
実
に
は
会
い
難
い
恋
人
に
夢
で
会
い
得
た
こ
と
を
慰
め

と
し
て
夢
を
頼
み
に
し
て
い
る。

ま
た、
こ
の
よ
う
な
「
歩
中」
と
い
う
詞
害
を
持
つ
歌
は
釈
教
歌
に
も
み

未
得
其
党、
恒
処
泄夕
中

む
す
ぴ
け
る
歩
と
も
し
ら
ぬ
な
が
き
よ
を
け
ふ
き
き
と
く
や
さ
む
る
な
る

ら
ん
（『
隆
倍
梨」）

未
得
爽
党
恒
処
夢
中、
故
仏
説
為
生
死
長
夜
の
こ
こ
ろ
を

な
が
き
よ
の
ゆ
め
の
う
ち
に
も
ま
ち
わ
ぴ
ぬ
さ
む
る
な
ら
ひ
の
あ
か
月
の

そ
ら
（「
続
古
今
集」、
法
印
長
恵）

未
得
典
党
恒
処
夢
中

は
れ
や
ら
ぬ
心
の
や
み
の
ふ
か
き
枇
に
ま
ど
ろ
ま
で
み
る
郎夕
ぞ
か
な
し
き

（
『続
千
戟
梨」、

法
印
英
寿）

こ
の
よ
う
な
詞
曹
を
持
つ
釈
教
歌
は
他
に、
「
統
後
拾
逍
集」
（
薗、
前
大

俯
正
範
恋）
や
「
風
雅
集
J

(
諏、
党
胤
法
親
王）
に
も
み
ら
れ、
「
郎夕
中」

と
は
法
印
長
忠
の
歌
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

無
明
長
夜
の
煩
悩
の
泄

c“
2)
 

界
を
さ
す。
詞
紺
の
経
文
の
句
は、
『
往
生
要
集」
の
大
文一
の
「
故
に
唯

識
論
に
云
く、
い
ま
だ
媒
党
を
得
ざ
る
と
さ
は、
常
に
夢
中
に
処
る。
故
に

仏
説
い
て、
生
死
の
長
夜
と
な
し
た
ま
へ
り。
と。」
に
よ
っ
て
い
る。

一
方、
こ
の
「
歩
中」
と
い
う
語
は、
「
梁
堀
秘
抄
j

の
今
様
の
法
文
歌、

「
仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も

現
な
ら
ぬ
ぞ
あ
は
れ
な
る

人
の
音
せ
ぬ
暁

に

ほ
の
か
に
加ク
に
見
え
た
ま
ふ」
の
後
半
の
InJ
に
つ
い
て、
馬
場
光
子
氏

が、
「「一
心
に
念
ず
る
こ
と
若
し
や一
昼一
夜、

若
し
く
は
七
日
七
夜
す
れ

ば、
七
日
を
過
ぎ
て
以
後、
阿
弥
陀
仏
を
見
る。
党
に
お
い
て
見
ず。
拶
中

に
お
い
て
之
を
見
る
な
り
j

(『
般
舟
三
味
経
J

)

の、

修
行
の
果
て
の
忘
我

ら
れ
る。

8

 



も
ふ 閏

冷
夢
驚
と
い
ふ
こ
と
を、

人
に
か
は
り
て

風
の
お
と
に
秋
の
夜
ぶ
か
く
ね
ざ
め
し
て
見
は
て
ぬ
郡
の
な
ご
り
を
ぞ
お

（
「

忠
度
集」

雑、

81)

こ
の
歌
は、
「
無
名
抄
j

の
「
故
実
の
妹
と
い
ふ
事」

の
「
さ
せ
る
事
な

け
れ
ど、

た
ゞ

詞
続
き
に
ほ
ひ
深
く
い
ひ
な
し
つ
れ
ば、

よ
ろ
し
く
冊
ゆ」

、

歌
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
の
意
味
は、

秋
の
夜
長
も
更
け

た
頃
風
の
音
に
ふ
と
日
が
党
め
て、

最
後
ま
で
見
終
わ
っ
て
い
な
い
今
ま
で

見
て
い
た
戒ク
を
名
残
惜
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で、

ka、

0、

no
、

1
、

me
の
音
を
繰
り
返
し
て、

俊
美
な
リ
ズ
ム
惑
を
生
み
出
し
て
い
る
。

「
見
は
て
ぬ
夢」

と
い
う
歌
語
は、

前
掲
の
「

古
今
集」

の
忠
本
の
「
い

， 

ノ‘

の
焼
に
阿
弥
陀
仏
を
見
る
と
い
う
趣
旨
を
生
か
し
て、

阿
弥
陀
仏
を
釈
迦
に

Si“)
 

援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。」

と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る

よ
う
に、

仏
が
人
の
郎夕
の

中
に
示
現
す
る
と
い
う
場
合
に
も
用
い
ら
れ
た
。

一
忙
”)

さ
ら
に
こ
の
「
夢
中」

と
い
う
語
は、
「

文
華
秀
罷
集
j

に、
「
晩
に
江

村
に
到
り
枕
を
高
く
し
て
臥
す

那
中
遥
か
に
聴
く
夜
半
の
銃」
（「
山
寺
の

鈍」）

と
用
い
ら
れ
て
お
り、

経
文
や
淡
詩
の
中
で
多
用
さ
れ
て
い
る
。

・

忠
度
の
歌
の
詞
杏
の
「
拶
中」

も、

恋
人
と
の
逢
瀬
を
持
つ
夢
の
世
界
を

表
し、

こ
の
歌
は
現
実
に
は
会
い
得
ず
は
か
な
い
夢
の
中
で
会
え
る
こ
と
に

限
り
な
い
喜
ぴ
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

の
ち
に
も
ま
さ
り
て
」

の
歌
に
詠
ま
れ
て
お
り、

八
代
集
で
は
他
に、

よ
そ
な
が
ら
息
ひ
し
よ
り
も
夏
の
夜
の
見
は
て
ぬ
歩
ぞ
は
か
な
か
り
け
る

（
「

後
揆
集
j

夏、

よ
み
人
し
ら
ず）

な
く
し
か
の
和
に
め
ざ
め
て
し
の
ぶ
か
な
み
は
て
ぬ
郎ク
の
秋
の
思
ひ
を

(
「

新
古
今
集」

秋
歌
下、

慈
円）

露
は
ら
ふ
ね
ざ
め
は
秋
の
む
か
し
に
て
見
は
て
ぬ
郎夕
に
の
こ
る
而
か
げ

（
「
ク
j

恋
歌
四、

俊
成
女）
．

な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は、

ふ
と
夢
が
途
切
れ
て
一

陪
そ
の
夢
を
は
か

な
く
感
じ
な
が
ら、

そ
の
夢
へ
の
愛
池性
が
断
ち
切
れ
な
い
で
い
る。

忠
度
の
歌
も、

風
の
音
に
よ
っ
て
郎夕
か
ら
現
実
へ
引
き
戻
さ
れ
な
が
ら
も

な
お
夢
の
中
に
い
る
こ
と
を
求
め
る、

夢
へ
頼
斜
し
た
気
分
を
詠
ん
で
い
る。

忠
度
の
夢
の
歌
は
恋
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。

そ
し
て、

源
氏
が
父
桐
壺

帝
の
郎夕
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
明
石
の
補
を
去
っ
て
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く

（
『
源
氏
物
語」

明
石
の
巻）

と
い
っ
た
よ
う
な、

歩
の
持
つ
盆
力
を
信
ず

る
こ
と
は、

直
接
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

む
し
ろ、

現
実
の
世
界

を
越
え
た
夢
幻
的
な
気
分
や
悦
惚
感、

歩
か
ら
党
め
た
後
に
残
る
余
梢
と

い
っ
た、

夢
の
持
つ
雰
囲
気
や
梢
調
を
煎
視
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は、

64
番

の
歌
の
「
思
ひ
ね
の
夢
路」

や、

77
番、

81
番
の
歌
の
「
郎夕
の
な
ご
り」

と

い
っ
た
恋
愛
に
関
す
る
歌
語
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

特
に、

81
番
の
歌
が
「
無
名
抄
j

に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は、

忠
度
の
歌

七

，
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歪）

も
と
き

．
の
平
明
率
直
な
歌
い
ぶ
り
の
中
に
余
梢
を
感
じ
さ
せ
る
点
が、
籾
長
明
に
高

く
評
価
さ
れ
た
も
の
と
習
え
よ
う。

県
立
笠
岡
森
校
教
諭）

本
居
宜
長
若

栢
井
麻
尚
若

代
田
空
杷
著

「
中
他
の
精
神
世
界
死
と
救
済
j

「
間
ー
幻
想
禎
域
の
始
源」
（「
国
語
国
文
j

昭
和
51
年
9
月
号）

「
古
代
和
歌
と
祝
祭
j

所
収
「
間
の
う
つ
つ

ー|緑
語
の
構
Itl

ー」

北
村
季
吟
若

江
戸
時
代
の
注
釈
由。
若
者
未
詳。

F

古
今
集
以
前
j

諸
低
轍
次
若

「
新
釈
漢
文
大
系
白
氏
文
集」

「
私
家
集
の
研
究」
所
収
「「
忠
度
集」
に
関
す
る
詑
苔
j

「
国
語
国
文j
48
巻
5
サ
「「
忠
度
百
首j
小
考

�
「
堀
河
百
巴
と
の
関
連

に
お
い
て

ー」

「
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典」

「
日
本
息
想
大
系

源
侶』
所
収
「
往
生
妥
集」

「
国
文
学
解
釈
と
鑑
区
一
九
九
六
年
十．一
月
号
所
収
「
梁
胞
秘
抄
と
法
旅
経」

『
日
本
古
典
文
学
大
系
文
旅
秀
麗
集
j

（
せ
ら

攻） 研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
H

単
行
本

大
森
篤
子
作
品
集
(
I)
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
（
大
森
駕
子）

「
廊
児
島
市
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
地
域
共
通
語
の
実
態
と
そ
の
教
育

に
関
す
る
研
究」
研
究
成
果
報
告
掛
（
廊
児
島
大
学
法
文
学
部

研
究
代
表

者
木
部
暢
子）

教
育
実
践
場
面
分
析
演
習
「
国
語」
の
研
究
II

音
和
言
語
教
育
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成

平
成
八
年
度
教
育
研
究
特
別
経
股
研

究
成
果
報
告
杏
（
上
越
教
育
大
学
言
語
系
教
育
研
究
系
国
語
コ
ー
ス）

共
同
研
究
「
源
氏
物
語」
と
そ
の
比
較
文
学
的
考
察
（
共
立
女
子
大
学
総
合

文
化
研
究
所
神
田
分
室）

源
氏
物
語
研
究

魂
と
言
葉
の
目
党
め
（
束
京
女
子
大
学
日
本
文
学
科

本
旅
子）

平
家
物
語
の
成
立
（
栃
木
孝
雄
編）

95
広
島
女
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集

学）

雑
誌•
紀
要

愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
（
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
教
育
専

三、
四、
五

B
本
語
の
世
界
（
広
島
女
学
院
大

（
平
成
九
年一
月
1
十
二
月）
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