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は
じ
め
に

　

慈
円
の
恋
歌
を
対
象
に
、
慈
円
の
和
歌
表
現
に
つ
い
て
恋
歌
の
面

か
ら
改
め
て
考
え
る
こ
と
が
こ
の
論
の
目
的
で
あ
る
。

　

僧
侶
に
恋
は
禁
断
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
慈
円
の
恋
歌
を
「
殊
に

慈
円
の
場
合
は
体
験
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、

単
に
題
詠
と
し
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
た
の

が
間
中
富
士
子
氏
１
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、こ
の
前
提
を
取
り
去
っ

て
考
察
さ
れ
た
の
が
内
田
久
美
子
氏
２
で
あ
る
。「
恋
を
人
間
性
の

一
面
と
し
て
認
め
る
仏
教
者
ら
し
か
ら
ぬ
認
識
は
、
人
間
性
を
否
定

す
る
中
世
仏
教
に
と
っ
て
よ
ろ
し
く
な
い
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま

た
一
種
の
矛
盾
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
彼
は
、
文
学
と
仏
教
を

融
合
さ
せ
た
功
労
者
で
は
な
く
、
中
世
の
禁
欲
主
義
的
仏
教
の
重
圧

に
耐
え
て
、
文
学
の
中
に
人
間
性
を
発
露
さ
せ
た
人
と
し
て
、
正
当

な
評
価
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
僧
侶
の
詠
む
恋
歌
が
、
決
し
て
題
や
感
情
に
よ
っ
て
詠

ま
れ
る
だ
け
で
な
い
こ
と
が
近
年
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
。「
僧
侶
の
恋
歌
」を
テ
ー
マ
に
研
究
さ
れ
た
前
田
雅
之
氏
３
は
、

同
時
代
に
活
躍
し
た
二
人
の
僧
侶
の
例
に
西
行
と
慈
円
を
取
っ
て
い

る
。
西
行
と
慈
円
は
野
僧
と
顕
密
僧
の
典
型
例
で
あ
り
、
勅
撰
集
中

の
恋
歌
を
比
較
し
て
い
く
と
西
行
は
全
て
題
知
ら
ず
、
慈
円
は
全
て

題
詠
歌
で
あ
る
な
ど
、
対
比
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
慈
円
に
お
い
て
は
「
和
歌
＝
仏
法
の
立
場
は
鮮
明
で
あ
る
」

と
し
、「
二
諦
一
如
」
論
と
の
関
連
か
ら
、
慈
円
は
「
題
詠
と
い
う

枠
組
み
内
で
、
自
在
に
恋
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
二

諦
一
如
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
お
ら
れ

る
。

　

仏
道
と
恋
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
山
本
章
博
氏
４
や
山
本
一
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氏
５
に
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
歌
林
苑
に
関

わ
る
歌
人
の
周
辺
で
、「
恋
催
道
心
」
な
ど
と
い
う
題
に
よ
る
詠
歌

が
流
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
月
詣
和
歌
集
』
に
ま
と
ま
っ
た
形
で

み
ら
れ
、「
恋
妨
菩
提
」
と
い
う
恋
を
否
定
的
に
罪
業
と
み
る
方
向

の
題
が
あ
る
一
方
で
、「
無
催
無
常
」「
依
恋
入
菩
提
」「
恋
変
道
心
」

と
い
う
よ
う
に
、
恋
を
仏
道
へ
入
る
契
機
と
し
て
と
ら
え
る
方
向
の

も
の
が
み
ら
れ
る
」
と
山
本
章
博
氏
に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
山
本
一
氏
は
、
慈
円
と
同
世
代
の
歌
人
の
恋
歌
の
中
に
、
報
わ
れ

ぬ
恋
の
苦
し
み
を
つ
い
に
不
毛
と
悟
っ
て
仏
道
に
赴
く
心
境
や
、
恋

に
対
す
る
情
熱
を
仏
道
修
行
に
励
む
心
へ
と
転
換
し
よ
う
と
す
る
意

思
を
詠
む
歌
が
多
く
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
慈
円
の
恋
歌

そ
の
も
の
に
着
目
し
、
恋
歌
へ
の
態
度
及
び
そ
の
特
徴
や
評
価
を
考

え
て
い
き
た
い
。

　

一　

　

ま
ず
、
慈
円
の
捉
え
る
「
恋
歌
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

慈
円
の
恋
歌
に
対
す
る
考
え
の
言
及
さ
れ
た
文
章
が
『
拾
玉
集
』
巻

五
の
中
に
み
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
６
。

　
　
　

そ
れ
、や
ま
と
こ
と
ば

和
語
と
い
ふ
は
、
わ
が
国
の
こ
と
わ
ざ
と
し
て
、
盛さ
か

ん
な
る
も
の
な
り
。（
中
略
）

　
　
　

わ
が
国
の
こ
と
わ
ざ
な
れ
ば
、
た
ゞ
歌
の
道
に
て
仏
道
を
も

な
り
ぬ
べ
し
。
又
、
国
を
も
治お
さ

め
ら
る
ゝ
事
な
り
。（
中
略
）

　
　
　

か
か
る
ま
ゝ
に
は
、
か
へ
り
て
道み
ち

も
無
き
心
地ち

し
侍は
べ

れ
ど
、

さ
り
と
て
は
と
て
、
こ
の
至い
た

れ
るま
こ
と真に

責せ

め（
い
だ
）

出
さ
れ
て
深ふ
か

き
山

に
入い

り
つ
ゝ
仏
道
を
思
惟
しは
べ
る侍中

に
、
初は
じ

め
に（
ま
う
し
）

申
つ
るこ
と
は
り

理
に
ま

か
せ
て
、や
ま
と和歌

の
こ
と
を
思お
も

ふ
に
、
恋
の
歌
と
て
詠よ

め
る
事
こ

そ
、
ま
こ
と
に
憂う

き
世
を
離は
な

れ
ぬた
め
し例に

は
、
み
な（
お
も
ひ
）な

思
慣
れ
た
る

事
に
て（
は
べ
る
）

侍
め
れ
と　（
お
も
ひ
）ま
な

思
学
び
て
、
さ
れ
ば
、
こ
れ
に
寄よ

せ
て
こ
そ

は
、
厭
離
のこ
こ
ろ心を
も
教を
し

へ
、
欣
求
の
心
を
もあ
ら
は表さ
む
と
て
、
百も
ゝ

歌
に
数か
ぞ

へ
出だ

し
て
、
五い
そ
ぢ十
に
番つ
が

ひ
侍
り
ぬ
。

　

こ
の
文
章
は
、
慈
円
撰
の
百
首
（
五
十
番
）
歌
合
に
跋
又
は
序
と

し
て
付
さ
れ
て
い
た
文
章
で
あ
る
７
。
歌
合
本
文
は
散
佚
し
て
い
る
。

慈
円
の
理
論
で
は
、日
本
の
言
語
は
我
が
国
の
言
語
に
よ
る
技
芸（
則

ち
和
歌
）
と
し
て
盛
ん
で
あ
り
、
よ
っ
て
「
歌
の
道
に
て
仏
道
を
も

な
り
ぬ
べ
し
」、
歌
の
道
に
よ
り
仏
道
に
も
到
達
し
う
る
も
の
で
あ

り
、ま
た
、和
歌
は
国
を
も
治
め
ら
れ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
歌

道
が
仏
道
に
つ
な
が
る
」
と
あ
る
な
ら
ば
、
恋
歌
も
当
然
な
が
ら
歌

道
の
範
疇
に
あ
る
た
め
、
仏
道
に
続
く
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
慈
円
は
、
世
間
で
は
現
世
的
な
執
着
の
現
れ
と
さ
れ
て
い

る
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
恋
の
歌
に
や
つ
し
て
こ
そ
厭
離
の
心
を
教
え

説
き
、
欣
求
の
心
を
表
現
し
よ
う
、
と
述
べ
る
。
歌
合
の
本
文
が
現

存
し
な
い
た
め
、
肝
心
の
歌
意
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、

詠
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
内
容
を
類
推
す
る
た
め
、
同
時
代
の
歌
人
の
歌

で
同
じ
く
仏
法
の
信
条
を
恋
歌
に
寄
せ
て
詠
む
態
度
を
と
る
歌
を
み
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て
い
く
と
、
恋
を
道
心
の
源
と
す
る
思
想
は
確
か
に
存
在
す
る
こ
と

が
分
か
る
８
。
こ
れ
を
慈
円
も
備
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
９
。
ま

た
こ
れ
が
慈
円
の
言
葉
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
も
の
が
、『
毘
逝
別
』

10
の
記
述
で
あ
る
。

　
　

迷
ニ
依
テ
悟
ル
ト
イ
ハ
バ
、
則
チ
迷
之
愛
染
婬
欲
ヲ
以
テ
悟
リ

ノ
部
母
ノ
成
就
ヲ
知
ル
也
。
此
ノ
迷
之
心
ノ
執
着
ス
ル
様
ニ
、

悟
之
愛
欲
ニ
又
執
着
ス
可
キ
也
。
然
ラ
ザ
レ
バ
仏
道
ニ
於
テ
熾

盛
心
ハ
発
シ
難
キ
也
。

　

慈
円
の
言
う
に
は
、
迷
い
に
よ
っ
て
悟
る
と
言
う
の
は
、
則
ち
迷

い
の
愛
染
婬
欲
を
以
て
悟
り
の
部
母
の
成
就
を
知
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
迷
い
の
心
が
執
着
す
る
よ
う
に
、
悟
り
の
愛
欲
に
ま
た
執

着
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
仏
道
に
お
い
て
も
熾
盛
心
は

発
し
難
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
迷
」
の
中
に
は
、
当
然

恋
も
含
ま
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
恋
歌
も
悟
り
に
向
け
て
発
信
す

る
も
の
で
あ
り
、
慈
円
の
恋
歌
に
は
こ
の
前
提
が
あ
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

次
に
慈
円
が
生
涯
に
詠
ん
だ
和
歌
を
家
集
『
拾
玉
集
』
か
ら
探
す

と
、
恋
へ
の
考
え
が
見
え
る
歌
が
あ
る
。
歌
の
詠
ま
れ
た
時
期
と
年

齢
も
併
記
す
る
。

　
　

・
安
元
二
年
～
治
承
三
年
（
一
一
七
六
～
一
一
七
九
）

二
二
～
二
五
歳

　
　

恋
す
べ
き
わ
が
身
な
ら
ね
ば
猶
ざ
り
に
心
の
と
ま
る
つ
ま
だ
に

も
な
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
述
懐
百
首
・
一
七
五
） 

　
　

・
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
四
〇
歳

　
　

人
恋
ふ
る
心
あ
る
べ
き
我
身
か
は
涙
を
つ
ゝ
め
墨
染
の
袖　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
番
歌
合
・
恋
・
一
八
三
三
）

　
　

・
未
詳
～
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）　

未
詳
～
六
二
歳

　
　

そ
ら
頼
め
絶
え
て
幾
夜
に
成
ぬ
ら
む
恋
せ
よ
と
て
も
生
た
る
身

か　
　
　
　
　
（
建
保
四
年
仙
洞
百
首
の
草
稿
か
・
四
〇
〇
五
）

　
「
人
恋
ふ
る
心
あ
る
べ
き
我
身
か
は
」
は
、人
に
恋
す
る
心
が
あ
っ

て
よ
い
我
が
身
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
、「
恋
せ
よ
と
て
も
生
た

る
身
か
」
は
、
恋
せ
よ
と
い
っ
て
生
ま
れ
た
身
で
あ
る
か
、
い
や
な

い
、
と
詠
む
。
こ
の
二
首
に
共
通
す
る
の
は
、
反
語
的
表
現
を
用
い
、

恋
を
禁
じ
ら
れ
た
我
が
身
を
詠
む
点
で
あ
る
。「
恋
す
べ
き
わ
が
身

な
ら
ね
ば
」
は
、
恋
を
し
て
よ
い
我
が
身
で
は
な
い
の
で
、
心
惹
か

れ
る
妻
も
な
い
と
、
副
助
詞
「
だ
に
」
を
用
い
て
強
く
詠
む
。
以
上

の
三
首
に
は
、
我
が
身
の
恋
を
構
え
て
許
容
し
な
い
慈
円
の
立
場
が

よ
く
表
れ
る
。

　
　

・
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
三
四
歳

　
　

恋
路
に
は
浮
世
を
出
づ
る
門
出
と
も
思
も
わ
か
で
入
り
に
し
物

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
裳
濯
百
首
・
五
六
七
）

　
　

世
を
厭
ふ
心
を
や
が
て
さ
そ
ひ
き
て
恋
を
う
れ
し
き
物
と
知
り

ぬ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
裳
濯
百
首
・
五
六
八
）

　
　

・
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
三
七
歳

　
　

思
入
り
て
後
に
ぞ
思
ふ
吉
野
山
う
か
り
し
人
も
う
れ
し
か
り
け

り　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
座
百
首
・
寄
山
恋
・
一
四
五
九
）
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・
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
六
二
歳

　
　

厭
は
る
ゝ
報
い
う
れ
し
き
恋
路
こ
そ
つ
ひ
に
吉
野
の
奥
に
踏
む

な
れ　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
保
四
年
仙
洞
百
首
・
三
六
四
七
）

　

恋
路
に
入
っ
た
結
果
憂
き
世
を
出
る
門
出
と
な
っ
た
、
恋
が
や
が

て
厭
世
観
に
繋
が
っ
た
、
い
ず
れ
の
歌
も
恋
が
出
家
に
繋
が
る
意
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
吉
野
に
入
る
こ
と
は
出
家
を
指
す
11
。
か
つ

て
恨
め
し
か
っ
た
人
を
出
家
後
に
あ
り
が
た
く
思
う
の
も
、
同
想
に

よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。恋
は
出
家
へ
の
道
筋
と
な
る
、慈
円
に
と
っ

て
「
う
れ
し
い
」
も
の
だ
と
い
う
思
想
は
、
生
涯
を
通
し
て
詠
ん
で

い
た
と
い
え
る
。

　

二

　

次
に
、慈
円
の
和
歌
が
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
か
を
確
認
し
た
い
。

慈
円
の
恋
歌
を
さ
ら
に
研
究
し
て
い
く
た
め
、
慈
円
の
歌
人
と
し
て

の
評
価
に
つ
い
て
、
後
鳥
羽
院
の
見
識
を
以
下
に
挙
げ
る
。

　
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
12

　
　
　

大
僧
正
は
、お
ほ
や
う
西
行
が
ふ
り
な
り
。
す
ぐ
れ
た
る
哥
、

い
づ
れ
の
上
手
に
も
劣
ら
ず
、む
ね
と
珍
し
き
様
を
好
ま
れ
き
。

ま
こ
と
に
も
、
そ
の
ふ
り
に
、
多
く
人
の
口
に
あ
る
哥
あ
り
。

　
　

や
よ
時
雨　

木
の
葉
に
袖
を
比
ぶ
べ
し　

願
は
く
は
暫
し
闇
路

に　

こ
れ
躰
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
世
の
常
に
う
る
は
し
く
詠
み

た
る
中
に
、
最
上
の
物
ど
も
は
あ
り
。

　
　

あ
ふ
げ
ば
空
に　

涙
曇
ら
で　

雲
に
あ
ら
そ
ふ　

秋
ゆ
く
人
の

袖　

松
を
時
雨
の　

庭
の
む
ら
萩　

刈
る
人
な
し
み　

鴫
立
つ

澤
の
忘
れ
水　

こ
の
他
多
か
り
。

　

慈
円
の
歌
に
は
詠
み
ぶ
り
の
珍
し
さ
ゆ
え
目
を
引
き
有
名
と
な
る

歌
が
多
い
が
、
慈
円
の
真
骨
頂
は
端
正
に
詠
ん
だ
歌
の
中
に
こ
そ
あ

る
と
、
後
鳥
羽
院
は
評
価
し
て
い
る
。
恋
歌
に
関
し
て
言
え
ば
、
院

に
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
に
「
松
を
時
雨
の
」「
庭
の
む
ら
萩
」
が

あ
る
。
い
ず
れ
も
「
わ
が
恋
は
」
で
は
じ
ま
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
点

に
着
目
し
た
い
。

　

ま
ず
、
前
提
と
し
て
「
わ
が
恋
は
」
歌
の
表
現
の
変
遷
を
簡
単
に

整
理
し
て
お
く
。「
我
が
恋
は
」
を
初
句
に
も
つ
歌
は
数
多
く
、
上

代
か
ら
様
々
な
「
我
が
恋
は
」
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
以
下

に
引
用
す
る
文
章
の
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。

　

万
葉
期
の
「
我
が
恋
は
」
歌
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏

に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「「
我
が
恋
ふ
ら
く
は
」
や
「
我
が
恋
は
」

が
主
格
に
立
っ
た
歌
は
、
そ
の
異
常
な
状
態
や
程
度
を
説
明
す
る
内

容
が
述
格
に
く
る
形
容
詞
文
と
な
る
の
が
通
例
。」
13
と
あ
る
よ
う

に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
我
が
恋
は
」
歌
は
、
そ
の
恋
の
甚
だ

し
さ
を
詠
む
の
が
常
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

平
安
朝
和
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、『
古
今
和
歌
集
』に
四
首
の「
我

が
恋
は
」
歌
が
あ
り
14
、
馬
場
あ
き
子
氏
15
は
六
一
一
番
歌
を
、「
躬

恒
の
こ
の
歌
は
、「
わ
が
恋
は
」
と
言
挙
げ
調
の
強
い
う
た
い
出
し

で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。「
我
が
恋
は
」
の
初
句
が
、
強
い
印
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象
を
与
え
る
表
現
で
あ
る
と
こ
の
歌
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

前
田
雅
之
氏
は
、「「
わ
が
こ
ひ
は
」
詠
は
そ
れ
を
初
句
に
も
つ
『
古

今
集
』
の
四
首
も
、（
中
略
）
忍
恋
あ
る
い
は
逢
え
ず
に
「
逢
ふ
を

限
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
」（
六
一
一
）
と
す
る
待
つ
恋
の
ご
と
き
タ
イ

プ
の
恋
と
連
結
さ
れ
る
歌
こ
と
ば
で
あ
る
。」と
、述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

ま
た
奥
野
陽
子
氏
は
、

　
　

我
が
恋
は
逢
ふ
に
も
か
へ
ず
よ
し
な
く
て
命
ば
か
り
の
絶
え
や

は
て
な
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
式
子
内
親
王
集
・
一
七
七
）

の
歌
の
講
釈
に
お
い
て
、「「
我
が
恋
は
」
の
句
は
、
万
葉
集
か
ら
あ

り
、
自
分
の
恋
の
様
相
を
大
観
し
、
反
省
的
に
見
る
時
に
用
い
ら
れ

る
。
初
句
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
歌
の
よ
う
に
、
我
が

恋
の
様
相
を
端
的
に
述
べ
る
場
合
と
、（
中
略
）
物
に
寄
せ
て
比
喩

的
に
述
べ
る
場
合
が
あ
る
。」
16
と
述
べ
ら
れ
る
。

　

窪
田
敏
夫
氏
は
、「
我
が
恋
は
」
歌
の
特
徴
を
「
平
安
朝
和
歌
の

「
わ
が
恋
は
」
と
い
う
も
の
は
一
般
に
そ
の
後
に
叙
せ
ら
る
る
も
の

は
一
種
の
比
喩
の
も
と
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
と

ん
ど
定
型
で
あ
り
ま
す
。」
17
「
そ
れ
は
近
世
期
に
入
っ
て
市
井
に

行
わ
れ
た
「
謎
々
」
と
い
う
も
の
と
全
く
同
じ
行
き
方
を
し
て
い
る

と
言
っ
て
も
よ
い
。」
18
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
、

十
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
「
我
が
恋
は
」
で
は
じ
ま

る
和
歌
の
構
造
上
の
特
徴
に
つ
い
て
、
八
代
集
の
和
歌
を
対
象
に
調

査
さ
れ
た
の
が
長
谷
川
範
彰
氏
19
で
あ
る
。

　

以
下
、
長
谷
川
氏
の
論
か
ら
構
造
分
析
の
方
法
の
説
明
部
分
を
引

用
す
る
。

〈
例
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

景　

物　
　
　
　
　
　
　

直
接
的
な
説
明

　

③
我
が
恋
は
（
Ａ
）
み
山
隠
れ
の
草
な
れ
や
（
Ｂ
）
繁
さ
ま
さ
れ

ど
知
る
人
の
な
き

　
　
「
我
が
恋
は
」
で
は
じ
ま
る
和
歌
の
多
く
は
、
初
句
の
「
我
が

恋
は
」
の
部
分
と
、「
み
山
隠
れ
の
草
な
れ
や
」
と
い
う
景
物

の
部
分
、
そ
し
て
「
繁
さ
ま
さ
れ
ど
知
る
人
の
な
き
」
と
い
う

景
物
を
含
ま
ず
、
恋
の
状
況
や
感
情
を
直
接
的
に
示
す
部
分
の

三
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
景
物
部
分

を
Ａ
、
直
接
的
説
明
部
分
を
Ｂ
と
す
る
。

　

長
谷
川
氏
は
上
記
の
よ
う
に
「
我
が
恋
は
」
で
は
じ
ま
る
和
歌
を

構
造
に
基
づ
い
て
分
類
し
、『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
『
詞
花
和
歌
集
』

ま
で
の
「
我
が
恋
は
」
で
は
じ
ま
る
和
歌
と
『
千
載
和
歌
集
』『
新

古
今
和
歌
集
』
の
そ
れ
と
が
構
造
の
点
で
異
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
『
詞
花
和
歌
集
』
で
は
、
Ａ
Ｂ
型
（
Ａ
が

先
に
置
か
れ
、
次
に
Ｂ
が
来
る
）・
Ｂ
Ａ
型
（
Ｂ
が
先
に
置
か
れ
、

次
に
Ａ
が
来
る
）・
Ｂ
Ｂ
型
（
Ｂ
の
み
で
構
成
さ
れ
る
→
謎
か
け
構

造
で
は
な
い
）、『
千
載
和
歌
集
』・『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
、Ａ
Ｂ
型
・

Ｂ
Ａ
型
・
Ａ
Ａ
型
（
二
つ
の
Ａ
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
）・
Ｂ
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＋
Ａ
型
（
Ｂ
と
Ａ
が
深

く
結
び
つ
い
て
一
体
化

し
て
い
る
）
と
歌
群
が

分
か
れ
る
こ
と
を
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
こ
の
分

析
方
法
を
基
本
と
し
、

慈
円
歌
を
捉
え
て
い
き

た
い
。

　
「
我
が
恋
は
」
を
初

句
に
も
つ
歌
で
現
存
す

る
慈
円
歌
は
次
の
表
一

の
十
六
首
で
あ
る
。
歌

番
号
は
「
和
歌
文
学
大

系
」
58
『
拾
玉
集
』
上

及
び「
和
歌
文
学
大
系
」

59『
拾
玉
集
』下
に
よ
っ

て
い
る
が
、「
正
治
二

初
度
百
首
」
の
「
松
を

時
雨
の
」
歌
の
み
『
拾

玉
集
』
中
に
と
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
入
集
の

『
新
古
今
和
歌
集
』
の

歌
番
号
を
付
す
。

（
表
一
）

（
表
二
）
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１
・
形
象　

　
「
我
が
恋
」
の
表
象
と
歌
の
構
造
を
表
二
に
ま
と
め
た
。
な
お
、

構
造
は
長
谷
川
氏
の
論
の
分
類
方
法
を
基
本
と
し
、
一
部
慈
円
歌
に

即
し
て
分
類
を
試
み
た
。
ま
ず
、
慈
円
「
我
が
恋
は
」
歌
の
表
現
の

特
徴
を
み
て
い
く
。

　

三
八
七
番
歌
は
、
先
行
研
究
に
て
次
の
二
首
の
参
考
歌
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
20
。

　
　

わ
が
恋
は
人
知
れ
沼
の
根
蓴
の
苦
し
き
に
こ
そ
袖
は
濡
れ
け
れ

（
経
家
集
・
四
八
・
右
大
臣
家
百
首 

忍
恋
）

　
　

お
ぼ
つ
か
な
人
知
れ
沼
の
杜
若
誰
紫
の
色
に
染
め
け
む

（
経
盛
集
・
二
八
）

　
「
人
知
れ
沼
」
と
い
う
語
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
語
彙
検
索
に
て

八
首
確
認
さ
れ
た
の
み
の
希
少
な
語
で
あ
り
、
ま
た
「
人
知
れ
沼
」

に
「
菖
蒲
草
」
を
添
え
る
の
は
慈
円
歌
が
初
出
で
あ
る
21
。

　

五
六
二
番
歌
は
、「
の
み
」「
の
」
の
音
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
印
象
が

あ
る
。「
葦
の
根
」
の
「
水
隠
れ
」
を
詠
む
の
も
ま
た
慈
円
が
初
出

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
比
喩
で
恋
を
表
現
す
る
新
し
い
試
み
が

あ
る
。

　

珍
し
い
語
彙
を
使
う
と
い
う
別
の
特
徴
も
あ
る
。四
六
一
番
歌
は
、

「
亀
の
上
な
る
山
」が
純
粋
な
自
然
景
物
で
は
な
い
。「
亀
の
上
の
山
」

は
「
蓬
莱
山
」
を
さ
す
22
。
言
葉
の
体
裁
こ
そ
「
山
」
で
は
あ
る
が

自
然
景
物
を
指
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
比
喩
で
「
わ
が
恋
」

を
表
す
点
に
独
自
性
が
あ
る
。「
心
づ
く
し
に
行
」
と
い
う
表
現
は

慈
円
歌
の
他
に
類
を
み
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
類
歌
の
乏
し
い
語
彙

が
目
立
つ
。　

　

ま
た
詠
み
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
も
の
に
、
ｂ
七
五
番
歌
が
詠
み
の

転
換
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
論
が
あ
る
23
。
秋
の
寂
し
さ
を

表
す
の
が
定
石
で
あ
っ
た
「
う
ら
が
れ
て
」
の
語
彙
を
恋
に
転
じ
る

の
は
慈
円
の
新
た
な
試
み
で
あ
っ
た
と
前
田
氏
に
よ
り
評
価
さ
れ
て

い
る
。

　

一
四
六
一
番
歌
は
「
越
え
ね
ど
も
」
と
い
う
同
じ
く
語
彙
検
索
に

て
五
首
の
み
確
認
さ
れ
た
珍
し
い
語
彙
を
用
い
て
い
る
が
、『
伊
勢

物
語
』
七
四
段
の
次
の
歌
を
想
起
さ
せ
る
表
現
で
も
あ
る
点
に
注
目

し
た
い
。

　
　

岩
根
ふ
み
重
な
る
山
に
あ
ら
ね
ど
も
逢
は
ぬ
日
多
く
恋
ひ
わ
た

る
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
物
語
・
七
四
段
）

　

そ
の
一
方
で
「
重
な
る
山
（
障
壁
）
は
無
い
が
、
逢
え
な
い
」
と

い
う
『
伊
勢
物
語
』
歌
の
表
現
と
は
異
な
り
、「
重
な
る
山
を
越
え

な
い
（
遠
く
へ
行
か
な
い
）
の
で
、
逢
え
な
い
」
と
「
ど
も
」
の
用

法
を
一
転
さ
せ
て
お
り
、
表
現
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
れ
を
壊
し
て
い

く
慈
円
ら
し
さ
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
内
容
は
恋
心
を
加
齢
の
述
懐

と
重
ね
て
詠
ん
で
お
り
24
、
そ
こ
に
慈
円
の
独
自
性
が
あ
る
。

　

四
一
五
三
番
歌
は
、「
我
が
恋
」
を
「
夕
月
夜
」
に
喩
え
る
比
喩

を
用
い
て
い
る
が
、
下
句
が
そ
の
説
明
に
な
っ
て
は
い
な
い
。「
我

が
恋
は
○
○
だ
。（
な
ぜ
な
ら
）
…
…
だ
か
ら
だ
。」
と
い
う
説
明
的

構
造
を
放
棄
し
、「
我
が
恋
は
夕
月
夜
、
だ
か
ら
こ
の
月
が
曇
ら
な
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い
ま
ま
有
明
の
空
を
見
た
い
」と
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
る
。
ま
た「
ば

や
」
に
着
目
す
る
と
、
同
じ
く
「
ば
や
」
を
用
い
た
三
八
七
番
歌
と

異
な
り
、「
ば
や
」
が
掛
か
る
の
は
「
夕
月
夜
」
で
は
な
く
後
半
の
「
有

明
の
空
」
で
あ
る
。
他
の
「
我
が
恋
は
」
歌
群
と
質
を
異
に
す
る
歌

で
あ
る
。

　
ｃ
四
〇
番
歌
は
、「
か
れ
」
に
花
の
「
枯
れ
」
と
雲
の
「
離
れ
」
が

掛
か
り
、「
我
が
恋
は
、
春
が
終
わ
り
花
は
枯
れ
、
春
の
の
ど
か
な
雲

も
離
れ
、
雨
雲
を
伴
う
五
月
の
空
へ
と
季
節
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
暗

転
す
る
」
と
全
体
が
一
体
化
し
て
い
る
。
当
歌
の
よ
う
に
恋
の
比
喩

に
「
春
の
雲
」
を
使
用
し
た
の
は
慈
円
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ
る
。

　

三
五
四
八
番
歌
は
、「
む
な
し
き
空
」
の
語
に
注
目
し
た
い
。「
む

な
し
き
空
」
は
漢
語
お
よ
び
仏
教
語
の
「
虚
空
」
を
や
わ
ら
げ
、
和

歌
に
適
応
さ
せ
た
言
葉
で
あ
る
25
。
こ
の
言
葉
の
も
つ
仏
教
性
の
強

さ
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
26
で
「
虚
空
」
を

引
く
と
、
単
語
出
現
回
数
は
五
四
一
四
八
件
で
あ
っ
た
。
経
典
の
類

に
非
常
に
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
古
典
文
学
に
お

け
る
「
虚
空
」
の
例
で
は
、

　
『
沙
石
集
』
27 

巻
第
九
ノ
十
八

　
　

（
前
略
）
殊
に
尊
勝
陀
羅
尼
を
、
も
し
毎
日
に
二
十
一
反
誦
す

れ
ば
、
極
楽
に
往
生
し
、
虚
空
を
鉢
と
し
て
受
く
と
も
、
信

施
の
消
ゆ
べ
き
由
、
説
か
れ
た
り
。（
後
略
）

　
『
徒
然
草
』
28 

第
二
百
三
十
五
段

　
　

（
前
略
）
虚
空
、
よ
く
物
を
容
る
。
我
等
が
心
に
念
々
の
ほ
し

き
ま
ゝ
に
来
り
浮
ぶ
も
、
心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
あ
ら

む
。
心
に
主
あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸
の
内
に
そ
こ
ば
く
の
こ
と

は
入
来
ら
ざ
ら
ま
し
。

等
、「
虚
空
を
鉢
と
し
て
受
く
」
や
「
虚
空
、
よ
く
物
を
容
る
。」
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
虚
空
」
は
容
量
の
あ
る
も
の
、
物
が
入
り
こ

む
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
和
歌
の
例
で
は
、

　
　

逢
ふ
こ
と
の
む
な
し
き
空
の
う
き
雲
は
身
を
し
る
雨
の
た
よ
り

な
り
け
り
（
新
古
今
和
歌
集
・
恋
歌
二
・
一
一
三
四
・
惟
明
親
王
）

の
よ
う
に
、「
逢
ふ
こ
と
の
む
な
し
（
逢
う
こ
と
は
な
い
）」
に
「
む

な
し
き
空
（
虚
空
）」
の
意
を
掛
け
て
詠
む
歌
が
あ
る
29
。

　

三
五
四
八
番
歌
も
同
様
に
、
語
と
語
の
接
続
を
工
夫
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
語
に
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
る
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
歌
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
我
が
恋
は
、心
の
や
り
場
の
な
い
む
な
し
き（
は

か
な
い
）
物
思
い
よ
り
も
、さ
ら
に
む
な
し
き
空
（
空
っ
ぽ
の
大
空
）

に
向
か
っ
て
秋
風
が
吹
く
。「
虚
空
」
す
な
わ
ち
容
量
の
あ
る
空
間

に
向
か
っ
て
寂
寥
と
し
た
秋
風
が
吹
け
ば
、
煩
悩
や
邪
念
が
入
り
こ

む
余
地
が
あ
る
。
慈
円
の
仏
典
の
基
盤
の
上
で
恋
歌
を
詠
む
姿
勢
が

表
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

四
〇
〇
四
番
歌
は
、「
夕
の
雲
」
が
『
文
選
』「
高
唐
賦
」
の
「
巫

山
之
夢
」
を
連
想
さ
せ
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　
『
文
選
』「
高
唐
賦
」 

30

　
　
　

妾
在
巫
山
之
陽
、
高
丘
之
阻
。
旦
爲
朝
雲
、
暮
爲
行
雨
、
朝

朝
暮
暮
、
陽
臺
之
下
。
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（
妾
は
巫
山
の
陽
、
高
丘
の
阻
に
在
り
。
旦
に
は
朝
雲
と
爲
り
、

　
　

暮
れ
に
は
行
雨
と
爲
り
、
朝
朝
暮
暮
、
陽
臺
の
下
に
あ
り
。）

　

荒
涼
感
溢
れ
る
自
然
景
物
「
夕
の
雲
」
に
よ
り
悲
恋
を
表
出
す
る

と
同
時
に
、「
巫
山
之
夢
」
の
儚
い
恋
を
想
起
さ
せ
る
重
層
的
表
現

で
あ
る
と
考
え
る
。「
夕
の
雲
」
の
仏
教
的
背
景
と
景
物
と
し
て
の

姿
を
融
合
さ
せ
る
慈
円
の
特
徴
が
表
れ
る
歌
で
あ
る
。

　

以
上
慈
円
の
「
我
が
恋
は
」
歌
は
、
典
型
か
ら
外
れ
た
表
現
が
目

立
つ
こ
と
に
気
づ
く
。
古
歌
を
意
識
し
つ
つ
意
図
的
に
語
彙
を
組
み

替
え
る
独
自
性
は
、
早
く
も
「
初
度
百
首
」
の
段
階
か
ら
確
認
さ
れ

る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
慈
円
特
有
の
語
彙
の
採
用
、
掛
詞
に
よ
る
表

現
の
転
換
、
伝
統
的
「
謎
か
け
構
造
」
か
ら
の
逸
脱
等
、
新
た
な
試

み
が
見
ら
れ
る
。

２
・
構
造

　

以
上
、
慈
円
「
我
が
恋
は
」
歌
の
比
喩
の
特
徴
を
確
認
し
た
。
次

に
構
造
上
の
特
徴
を
考
え
た
い
。
調
査
方
法
は
長
谷
川
氏
の
論
に
基

づ
い
て
行
う
が
、
長
谷
川
氏
は
歌
人
を
定
め
て
の
調
査
は
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、本
論
で
は
慈
円
歌
に
即
し
複
数
の
分
類
方
法
を
試
み
る
。

分
類
の
試
み
は
表
に
示
し
た
が
、
特
徴
的
な
構
造
を
も
つ
歌
に
つ
い

て
は
、
以
下
に
個
別
に
み
て
い
き
た
い
。

　

五
六
二　

わ
が
恋
は
（
Ａ
）
難
波
堀
江
の
葦
の
根
の
水
隠
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
み
（
Ｂ
）
年
を
経
る
哉

　
　
　
　
　
　
　

Ａ
（
根
の
水
隠
れ
）　

Ｂ
（
身
隠
れ
て
年
を
経
る
）

　

五
六
二
番
歌
は
掛
詞
を
用
い
て
お
り
、
Ａ
（
難
波
堀
江
の
葦
の
根

の
水
隠
れ
）
と
い
う
景
物
と
、
Ｂ
（
身
隠
れ
て
の
み
年
を
経
る
）
と

い
う
直
接
的
な
説
明
が
「
み
が
く
れ
て
」
で
掛
か
り
重
複
的
に
詠
み

こ
ま
れ
る
。
Ａ
、
Ｂ
の
順
番
に
並
ぶ
Ａ
Ｂ
構
造
と
な
っ
て
い
る
が
、

Ａ
と
Ｂ
が
一
部
重
複
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
歌
で
あ
る
。

　

ｂ
五
二　

わ
が
恋
は
（
Ｂ
＋
Ａ
）
心
づ
く
し
に
行
舟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
ふ
漕
ぎ
初
む
る
淀
の
暁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ
（
心
づ
く
し
）
Ａ
（
筑
紫
に
行
く
舟
）

　

当
歌
も
掛
詞
を
用
い
て
い
る
。
Ｂ
（
心
尽
づ
く
し
）
と
い
う
直
接

的
説
明
と
、
Ａ
（
筑
紫
に
行
く
舟
）
と
い
う
景
物
が
「
つ
く
し
」
に

掛
か
る
。
恋
の
様
相
「
心
づ
く
し
」
を
「
筑
紫
」
に
掛
け
、「
筑
紫
」

の
あ
る
西
へ
出
発
す
る
舟
の
漕
ぎ
出
す
様
を
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
心

の
揺
れ
る
恋
の
始
ま
り
を
奥
行
深
く
表
現
し
て
い
る
。

　

ｂ
七
五
番
歌
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
る
。
長
谷

川
氏
は
「
庭
の
村
萩
う
ら
枯
れ
て
」「
人
を
も
身
を
も
秋
の
夕
暮
れ
」

の
両
部
分
を
Ａ
と
し
、
Ａ
Ａ
型
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
人
を
も
身
を
も
秋
の
夕
暮
れ
」
が
純
粋
な
景
物
描
写

で
あ
る
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。「
秋
の
夕
暮
れ
」
の
み
で
あ

れ
ば
景
物
で
あ
っ
て
間
違
い
な
い
が
、「
人
を
も
身
を
も
」
が
追
加

さ
れ
る
と
、
景
物
を
映
像
的
に
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、慈
円
歌
の
特
徴
に
即
し
て
別
の
捉
え
方
を
試
み
て
ゆ
く
。

こ
の
歌
の
特
徴
で
あ
る
「
掛
詞
」
に
焦
点
を
置
き
、「
か
れ
」、「
あ
き
」
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を
考
え
る
。
歌
意
を
整
理
す
る
た
め
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
意
訳
を
参
考
に
引
用
す
る
31
。

　
　

わ
た
し
の
恋
は
、
庭
の
群
萩
の
葉
末
が
枯
れ
て
い
る
、
そ
の
よ

う
に
、
心
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
、
人
を
も
自
分
の
身
を
も
恨

み
飽
い
て
い
る
、
秋
の
夕
暮
れ
よ
。

こ
の
歌
の
要
素
を
よ
り
詳
細
に
分
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、

　
（
Ａ
）
庭
の
村
萩
う
ら
枯
れ
て
（
庭
の
群
萩
が
枯
れ
て
）

　
（
Ｂ
）
枯
れ
て
人
を
も
身
を
も
秋
（
離
れ
て
人
を
も
身
を
も
飽
き
）

　
（
Ａ
）
秋
の
夕
暮
れ
（
秋
の
夕
暮
れ
）

上
記
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、こ
の
歌
は
Ａ
Ａ
型
で
は
な
く
、も
っ

と
複
雑
な
構
造
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

わ
が
恋
は
（
Ａ
）
庭
の
村
萩
う
ら
枯
れ
て

（
Ｂ
）
人
を
も
身
を
も
秋
（
Ａ
）
の
夕
暮　

　
　
　

Ａ
（
庭
の
村
萩
が
枯
れ
）
Ｂ
（
心
が
離
れ
て
恨
み
飽
き
）

　
　
　

Ａ
（
秋
の
夕
暮
れ
）

　

掛
詞
を
含
む
二
つ
の
景
物
（
Ａ
）
の
間
を
、
両
者
の
掛
詞
に
対
応

す
る
（
Ｂ
）
が
繋
ぎ
、
上
下
の
Ａ
そ
れ
ぞ
れ
と
掛
か
る
こ
と
で
歌
全

体
の
意
味
を
繋
げ
る
。
こ
れ
を
、
Ａ
︱
Ｂ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
改

め
て
定
義
付
け
る
な
ら
ば
、
Ａ
（
Ｂ
）
Ａ
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

慈
円
「
我
が
恋
は
」
歌
は
掛
詞
に
よ
り
新
た
な
付
加
が
加
わ
り
、

構
造
は
複
雑
化
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
歌
は
他
に
も
み
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
三
三
四
〇
番
歌
は
、
掛
詞
を
無
視
す
れ
ば
Ｂ
Ｂ
型
に
見
え

る
。
し
か
し
掛
詞
を
拾
い
訳
を
試
み
る
と
、
新
た
な
考
え
方
が
で
き

る
。

　
（
Ｂ
）
い
と
ゞ
ぞ
曇
る
（
恋
の
心
は
た
い
そ
う
曇
る
）

　
（
Ａ
）
曇
る
空
（
空
の
よ
う
に
）

　
（
Ｂ
）
空
だ
の
め
空
に
知
る
べ
き
人
の
心
を

（
空
頼
み
だ
。
察
す
べ
き
人
の
心
を
）

　

三
三
四
〇　

わ
が
恋
は
（
Ｂ
）
い
と
ゞ
ぞ
曇
る
（
Ａ
）
空
（
Ｂ
）

だ
の
め
空
に
知
る
べ
き
人
の
心
を　

　
　
　
　

Ｂ
（
恋
心
は
曇
る
）　

Ａ
（
曇
る
空
）　

Ｂ
（
空
だ
の
め
）

　

ｂ
七
五
番
歌
の
Ａ
（
Ｂ
）
Ａ
型
と
は
対
照
的
に
、
Ｂ
（
Ａ
）
Ｂ
型

と
定
義
す
る
。「
我
が
恋
は
た
い
そ
う
曇
る
。曇
る「
空
」で
は
な
い
が
、

「
空
」
だ
の
め
（
期
待
で
き
な
い
望
み
）
だ
。
な
ぜ
な
ら
相
手
の
心

は
空
に
知
る（
推
し
測
る
）こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。」と
な
る
。

　

長
谷
川
氏
は
、「
新
し
い
構
造
で
あ
る
Ａ
Ａ
型
、
Ｂ
＋
Ａ
型
の
特

徴
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
Ａ
部
分
、
つ
ま
り
景
物
部
分
の
比
重
の
増
加

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
32
。
掛
詞
が
重

層
的
に
景
物
表
象
を
豊
か
に
す
る
慈
円
「
我
が
恋
は
」
詠
の
在
り
方

も
、
こ
の
特
徴
に
あ
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。
Ａ
部
分
に
比
重
を
置

き
「
我
が
恋
」
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
、
慈
円
は
掛
詞
を
用
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
に
「
世
の
常
に
」
と
い
う
の
は
、
詠
み
ぶ

り
の
奇
抜
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
院
は
、
慈
円
の

独
自
性
を
持
っ
た
こ
れ
ら
の
歌
を
「
よ
の
つ
ね
」
の
歌
の
中
で
も
最

も
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、「
む
ね
と
珍
し
き
」
歌
と
比
較
し
た
い
。
後
鳥
羽
院
の

挙
げ
る
「
む
ね
と
珍
し
き
様
」
の
歌
は
、
以
下
の
三
首
で
あ
る
。

　
　

や
よ
時
雨
物
思
ふ
袖
の
な
か
り
せ
ば
木
の
葉
の
の
ち
に
何
を
染

め
ま
し

（
拾
玉
集
・
百
番
歌
合 

四
十
二
番 

右
勝
・
一
七
八
九
）

　
　

明
け
ば
ま
づ
木
の
葉
に
袖
を
く
ら
ぶ
べ
し
夜
半
の
時
雨
よ
夜
半

の
涙
よ　
　
　
　
　
　
（
拾
玉
集
・
五
十
首
和
歌
・
五
七
六
六
）

　
　
　

述
懐
歌
の
中
に　

　
　

ね
が
は
く
は
し
ば
し
や
み
ぢ
に
や
す
ら
ひ
て
か
か
げ
や
せ
ま
し

法
の
と
も
し
火　
　
　
（
新
古
今
和
歌
集
・
釈
教
・
一
九
三
一
）

　
「
や
よ
時
雨
」
を
語
彙
に
も
つ
詠
歌
例
を
『
新
編
国
歌
大
観
』
語

彙
検
索
に
て
検
索
す
る
と
、
当
歌
を
含
め
五
首
の
例
が
確
認
さ
れ
る

の
み
で
、
初
出
も
当
歌
で
あ
る
。
ま
た
「
木
の
葉
に
袖
を
」
の
詠
歌

例
は
当
歌
の
他
に
見
当
た
ら
な
い
。「
夜
半
の
時
雨
よ
」
の
歌
は
、

慈
円
歌
の
他
に
は
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

　
　
　

旅
宿
時
雨

　
　

た
び
ご
ろ
も
う
ら
が
な
し
か
る
あ
さ
ぢ
ふ
に
よ
は
の
し
ぐ
れ
よ

い
か
に
せ
よ
と
ぞ　
　
　
　
　
（
住
吉
歌
合
・
五
四
・
寂
超
）

「
夜
半
の
涙
よ
」
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　

百
首
歌
よ
ま
せ
給
け
る
中
に
、
春
月
を　

　
　

つ
ら
か
り
し
や
よ
ひ
の
夜
半
の
涙
よ
り
袖
に
や
月
の
か
す
み
そ

め
け
ん　
（
新
葉
和
歌
集
・
哀
傷
・
一
三
二
九
・
新
宣
陽
門
院
）

　
「
む
ね
と
珍
し
き
様
」
の
三
首
の
歌
は
、
ま
さ
に
唯
一
無
二
と
も

い
う
べ
く
語
彙
の
希
少
性
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伊
藤
伸

江
氏
に
よ
り
既
に
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
33
。

　

お
わ
り
に

　

我
が
身
の
恋
を
厳
し
く
否
定
す
る
慈
円
の
態
度
は
、
反
語
的
表
現

に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
し
か
し
彼
は
恋
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
彼
の
捉
え
る
「
恋
」
と
は
、
時
に
人
を
仏
道
へ
と
導
く
「
う

れ
し
き
物
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
慈
円
の
詠
ん
だ
「
わ
が
恋
は
」
歌
を
詠
作
年
順
に
鑑
賞
し
て

い
く
と
、
独
自
性
の
強
さ
は
早
く
も
二
〇
代
の
段
階
か
ら
見
受
け
ら

れ
た
。
慈
円
歌
に
お
け
る
比
喩
の
珍
し
さ
や
掛
詞
等
の
特
徴
は
生
涯

に
わ
た
り
広
く
散
見
さ
れ
、
語
彙
の
独
自
性
は
三
〇
代
以
降
徐
々
に

強
ま
っ
て
い
く
。

　

構
造
の
観
点
か
ら
み
て
も
、『
詞
花
和
歌
集
』
ま
で
に
盛
ん
な
従

来
の
構
造
に
加
え
、
景
物
部
分
を
よ
り
重
視
し
た
新
し
い
構
造
が
増

加
し
、
そ
の
構
造
を
生
み
出
す
技
法
と
し
て
掛
詞
を
積
極
的
に
用
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
慈
円
の
恋
歌
に
は
、
伝
統
的
な
詠
み
方
に

則
る
中
に
も
慈
円
な
ら
で
は
の
独
自
性
が
見
出
せ
よ
う
。
慈
円
の
恋

歌
は
、
工
夫
に
満
ち
て
い
な
が
ら
も
端
正
な
歌
と
し
て
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
注
）

　

慈
円
の
恋
歌
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
歌
番
号
を
「
和
歌
文
学
大
系
」
58
『
拾

玉
集
』
上
及
び
「
和
歌
文
学
大
系
」
59
『
拾
玉
集
』
下
に
よ
っ
て
い
る
が
、
検

討
に
あ
た
り
詠
作
年
順
に
並
べ
替
え
て
考
察
を
行
っ
た
。
同
書
の
底
本
は
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
本
（
る
・
二
四
九
）、
本
文
の
欠
落
し
て
い
る
「
廿

題
百
首
」
の
百
首
歌
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
御
所
本
（
一
五
一
・
四
一
六
） 

に
よ
っ

て
補
わ
れ
、
ｂ
一
～ 
ｂ 
一
〇
三
の
番
号
を
付
さ
れ
て
い
る
。
慈
円
の
伝
記
に
つ

い
て
は
同
書
の
他
に
、
多
賀
宗
隼
『
慈
円
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
五
九
）、
間

中
冨
士
子
「
慈
鎮
和
尚
の
歌
人
と
し
て
の
経
歴
」『
鶴
見
女
子
大
学
紀
要
』
７

（
一
九
六
九
） 

、
山
本
一
「
建
久
期
後
半
慈
円
の
歌
歴
上
の
問
題
」『
金
沢
大
学

教
育
学
部
紀
要
（ 

人
文
社
会
・
社
会
科
学
編
）』（ 

一
九
九
六
）
に
よ
っ
て
い
る
。

１　

間
中
富
士
子
『
慈
鎮
和
尚
及
び
拾
玉
集
の
研
究
』（
第
一
書
店
・
一
九
七
四
）

よ
り
。

　
　

間
中
冨
士
子
「
慈
鎮
和
尚
の
歌
人
と
し
て
の
経
歴
」『
鶴
見
女
子
大
学
紀
要
』

７
（
一
九
六
九
）
よ
り
。

２　

内
田
久
美
子
「
慈
円
の
恋
の
歌
」『
香
椎
潟
』
14
（
一
九
六
八
）
よ
り
。

３　

前
田
雅
之
「
僧
侶
の
恋
歌 

（
１
）
勅
撰
集
編
（
上
）」『
明
星
大
学
研
究
紀

要 

日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
18
』（
二
〇
一
〇
）
よ
り
。

　
　

前
田
雅
之「
僧
侶
の
恋
歌 : 

野
僧
と
顕
密
僧
を
め
ぐ
っ
て
」『
西
行
学
』７（
笠

間
書
院
・
二
〇
一
六
）
よ
り
。

４　

山
本
章
博
『
中
世
釈
教
歌
の
研
究
寂
然
・ 

西
行
・
慈
円
』（ 

笠
間
書
院
・

二
〇
一
六
）
第
三
章
「
恋
と
仏
道
」
参
考
。

５　

山
本
一『
慈
円
の
和
歌
と
思
想
』（ 

和
泉
書
院
・
一
九
九
九
）第
十
二
章
よ
り
。

６　
『
拾
玉
集
』
下
（p.253

）
よ
り
引
用
。

７　
『
拾
玉
集
』
下
（p.287

） 

よ
り
引
用
。

８　

仁
昭
法
師
、
小
侍
従
の
歌
を
例
に
取
る
。

　
　
　
　

よ
か
は
の
ふ
も
と
な
る
山
で
ら
に
こ
も
り
ゐ
侍
り
け
る
時
、
い
と
よ

ろ
し
き
わ
ら
は
の
侍
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　

世
を
い
と
ふ
は
し
と
お
も
ひ
し
か
よ
ひ
ぢ
に
あ
や
な
く
人
を
恋
ひ
わ
た
る

か
な
（
千
載
和
歌
集
・
恋
一
・
六
七
二
・
仁
昭
法
師
）

　
　

現
世
を
厭
い
捨
て
る
き
っ
か
け
と
な
る
は
ず
の
比
叡
山
の
橋
で
、
出
逢
っ

た
人
を
な
ぜ
か
恋
し
く
思
い
続
け
る
と
い
う
歌
で
あ
る
。
法
師
の
恋
を
厳
し

く
否
定
し
な
い
態
度
が
表
れ
て
い
る
一
例
で
あ
る
。

　
　

次
に
恋
に
よ
っ
て
仏
法
へ
進
む
態
度
の
歌
を
見
る
。

　
　
　
「
起
道
心
恋
」

　
　

う
れ
し 

く
も
恋
ぢ
に
ま
ど
ふ
あ
し
う
ら
の
う
き
世
を
そ
む
く
か
た
へ
入
り

ぬ
る
（
太
皇
太
后
宮
小
侍
従
集
・
恋
・
一
一
八
）

　
　

恋
の
迷
い
が
厭
世
観
を
生
み
、
出
家
へ
繋
が
る
嬉
し
さ
を
詠
む
。
題
の
ご

と
く
、
恋
が
道
心
へ
と
変
わ
る
歌
で
あ
る
。

９　
（
４
）（
５
）
に
同
じ
。

10　
「
秘
経
鈔
一
巻
」『
續
天
台
宗
全
書 

經
典
註
釋
類
Ⅱ
密
敎
３
』（
春
秋
社
・

一
九
九
〇
）
よ
り
。

11　

み
吉
野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
憂
き
時
の
か
く
れ
が
に
せ
ん
（
古

今
和
歌
集
・ 

九
五
〇
・
読
人
知
ら
ず
）

　

世
に
ふ
れ
ば
憂
さ
こ
そ
ま
さ
れ
み
吉
野
の
岩
の
懸
け
道
踏
み
な
ら
し
て
む
（
古

今
和
歌
集
・ 

九
五
一
・
読
人
知
ら
ず
）

　
　
（「
日
本
古
典
文
学
全
集
」11『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
・
一
九
九
四
） 

参
考
。）

　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
十
五
「
御
門
病
つ
き
給
ふ
則
ち
、「
吉
野
山
の
奥

に
入
り
て
、
法
師
に
な
り
ぬ
」
と
い
ひ
て
籠
り
給
ひ
ぬ
」

　
　
（「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
50
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
学
館
・
一
九
九
六
） 

（p.458
）
よ
り
本
文
引
用
。）

12　
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
65
『
歌
論
集
：
能
樂
論
集
』（
岩
波
書
店
・

一
九
六
一
） （p.146
）
よ
り
引
用
。
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13　
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
８
」『
万
葉
集
３
』（
小
学
館
・
一
九
九
五
） 

（p.158
）
よ
り
引
用
。

14　
　
　

恋
一 
四
八
八 

よ
み 

人
知
ら
ず

　
　

我
が
恋
は
む
な
し
き
空
に
満
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
ゆ
く
方
も
な
し

　
　
　
　

恋
二 
五
六
〇 
小
野 

良
樹

　
　

我
が
恋
は
み
山
隠
れ
の
草
な
れ
や
繁
さ
ま
さ
れ
ど
知
る
人
の
な
き

　
　
　
　

恋
二 

五
九
七 
紀
貫
之

　
　

わ
が
恋
は
知
ら
ぬ
山
路
に
あ
ら
な
く
に
迷
ふ
心
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る

　
　
　
　

恋
二 

六
一
一 

凡
河
内
躬
恒

　
　

我
が
恋
は
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
果
て
も
な
し
逢
ふ
を
限
り
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ

　
　

の
四
首
。

15　

馬
場
あ
き
子
『
日
本
の
恋
の
歌
～
貴
公
子
た
ち
の
恋
～
』（
角
川
学
芸
出
版
・

二
〇
一
三
）（ p.181

）
よ
り
引
用
。

16　
「
私
家
集
全
釈
叢
書
」
28
『
式
子
内
親
王
集
全
釈
』（
風
間
書
房
・
二
〇
〇
一
）

（p.343

）
よ
り
引
用
。

17　

窪
田
敏
夫
「
夫
木
和
歌
抄
講
義
」『
王
朝
和
歌
史
論
』（
角
川
書
店
・

一
九
六
九
）
よ
り
引
用
。

18　

窪
田
敏
夫
「
古
今
集
と
古
今
集
以
後
」『
王
朝
和
歌
史
論
』（
角
川
書
店
・

一
九
六
九
）
よ
り
引
用
。

19　

長
谷
川
範
彰
「「
我
が
恋
は
」
で
は
じ
ま
る
和
歌
と
そ
の
変
遷
：
八
代
集
所

収
歌
を
中
心
に
」『
中
古
文
学
』
98
（
二
〇
一
六
・
中
古
文
学
会
） （p.110

）

よ
り
引
用
。

20　
『
拾
玉
集
』
上
（p.50

）
よ
り
引
用
。

21　
『
覚
綱
集
』
九
七
番
歌
で
は
「
水
ぐ
き
」、『
経
盛
集
』
二
八
番
歌
で
は
「
か

き
つ
ば
た
」、『
経
家
集
』四
八
番
歌
で
は「
ね
ぬ
な
は
」と
併
せ
て
詠
ん
で
い
る
。

22　

中
国
の
東
の
海
に
あ
っ
て
神
仙
が
住
む
と
さ
れ
、
大
亀
が
背
負
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
蓬
莱
山
の
異
称
。（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
小
学
館
・

二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
）
よ
り
。）

23　

以
下
引
用
す
る
。

　
　

一
三
二
二
番
歌
で
慈
円
が
和
歌
史
上
初
め
て
用
い
た
「
に
は
の
む
ら
は
ぎ

（
庭
の
村
萩
）」
と
い
う
語
彙
は
、
そ
れ
が
「
う
ら
が
れ
て
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
忍
恋
で
も
待
恋
で
も
な
い
、『
雲
玉
和
歌
集
』
で
宗
祇
の
質
問
に

常
縁
が
答
え
た
よ
う
に
、「
絶
久
恋
」
く
ら
い
の
恋
と
な
っ
て
い
る
。
慈
円
は

恋
部
内
の
部
立
を
実
は
変
換
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

前
田
雅
之「
僧
侶
の
恋
歌 : 

野
僧
と
顕
密
僧
を
め
ぐ
っ
て
」『
西
行
学
』７（
笠

間
書
院
・
二
〇
一
六
）
よ
り
引
用
。

24　
『
拾
玉
集
』
上
（p.181

） 

よ
り
。

25　
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
５ 

『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
八
九
）

（p.283

）
参
考
。

26　

Ｓ
Ａ
Ｔ 

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
２
０
１
８
版

　
　
（ http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SA

T
2018/m

aster30.php 

）
を
使
用

し
た
。

27　
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
52
『
沙
石
集
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
一
） 

よ

り
引
用
。

28　
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
39
『
方
丈
記
・
徒
然
草
』（
岩
波
書
店
・

一
九
八
九
） 

よ
り
引
用
。

29　
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
11
『
新
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
・

一
九
九
二
）
参
考
。

　
　
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
43
『
新
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
・

一
九
九
五
）
参
考
。

30　
「
新
釈
漢
文
大
系
」27『
文
選（
文
章
編
）』２（
集
英
社
・
一
九
七
四
）（p.441

）

よ
り
本
文
引
用
。

　
　
「
新
書
漢
文
大
系
」
26
『
文
選
〈
賦
篇
〉』
２
（
明
治
書
院
・
二
〇
〇
四
）
参
考
。

　
　

こ
の
表
現
は
、
後
に
連
歌
や
歌
論
集
の
中
に
入
っ
て
い
く
。『
正
徹
物
語
』
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で
は
、
幽
玄
の
別
体
、
行
雲
・
廻
雪
体
を
説
明
す
る
た
め
に
本
話
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
定
家
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
愚
秘
抄
』
所
載
の
本
話
部
分
を
挙
げ
、

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　

幽
玄
な
る
ぞ
と
い
ふ
事
、
面
々
の
心
の
内
に
あ
る
べ
き
也
。
更
に
詞
に
い

ひ
出
し
、
心
に
明
ら
か
に
思
ひ
分
く
べ
き
事
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
。
た
ゞ
飄
白

と
し
た
る
躰
を
幽
玄
躰
と
申
す
べ
き
か
。

　
　
（「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
65
『
歌
論
集
：
能
樂
論
集
』（
岩
波
書
店
・

一
九
六
一
） p.232

よ
り
本
文
引
用
。）

31　
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
43
『
新
古
今
和
歌
集
』（ 

小
学
館
・

一
九
九
五
） p.384

）
よ
り
引
用
。

32　
（
19
）
に
同
じ
。

33　

伊
藤
伸
江
「
心
敬
と
慈
円
和
歌
︱ 
そ
の
受
容
と
変
奏
︱
」『
文
学
・
語
学
』

207
（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
一
三
）
参
考
。（

す
ず
き　

ま
あ
や
）


