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吉 

良 

幸 

生

伊
勢
物
語
の
魅
力

︱
︱
歌
を
回
し
て
楽
し
む
妙
技
︱
︱

　

わ
が
国
の
古
典
文
学
の
な
か
で
、『
伊
勢
物
語
』（
以
下
勢
語

0

0

と
略

記
）
ほ
ど
時
代
を
越
え
世
代
を
越
え
て
愛
読
さ
れ
た
作
品
は
あ
る
ま

い
。
そ
の
魅
力
は
な
ん
と
言
っ
て
も
一
二
五
段
の
中
核
を
な
す
諸
段

の
主
役
が
、
六
歌
仙
の
一
人
で
色
好
み
の
貴
公
子
、
在
原
業
平
を
想

わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
勢
語
は
、
当
時
巷
間
に
喧
伝
さ
れ
て
い
た
彼

の
奔
放
な
色
恋
の
、
あ
る
い
は
人
間
味
溢
れ
る
交
遊
関
係
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
に
、
現
存
す
る
私
家
集
「
業
平
集
」
の
元
と
な
っ
た
と
さ
れ
る

諸
伝
本
の
な
か
の
業
平
の
名
歌
を
取
り
合
わ
せ
て
、
そ
れ
を
伸
縮
自

在
な
詞
書
で
も
っ
て
巧
み
に
物
語
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
歌
物
語
で
あ

る
。
歌
が
虚
実
綯な

い
交
ぜ
の
詞
書
で
物
語
化
さ
れ
た
逸
話
の
な
か
で

鮮
や
か
に
生
動
し
、
歌
が
ま
た
逸
話
の
ド
ラ
マ
化
に
一
役
買
う
と
い

う
相
乗
効
果
も
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
や
が
上
に
も
雅み
や
び

や
か
で
艶あ
で

や
か
な
色
好
み
の
美
学
（
文
学
化
）
に
魅
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

勢
語
に
は
謎
が
多
い
。
書
名
も
『
中
将
の
集
』、『
在
五
が
物
語
』、

『
在
五
中
将
の
日
記
』
な
ど
あ
っ
て
、
中
古
で
は
ど
れ
が
通
称
だ
っ

た
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
作
者
も
業
平
自
記
説
か
ら
、伊
勢
の
御ご

説
、

在
原
家
一
門
の
人
に
よ
る
改
作
増
補
説
、
紀
貫
之
説
に
至
る
ま
で
諸

説
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
決
め
手
を
欠
く
。
作
者
が
不
明
な
分
、
い
つ

ご
ろ
成
立
し
た
の
か
も
定
か
で
は
な
く
、『
古
今
和
歌
集
』（
九
〇
五
）

の
撰
進
前
後
か
ら
、
承
平
五
年
（
九
三
五
）
ご
ろ
成
立
し
た
紀
貫
之

の
『
土
佐
日
記
』、
さ
ら
に
下
っ
て
天
暦
七
年
（
九
五
三
）、
村
上
天

皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
撰
集
さ
れ
た
二
番
目
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
後
撰

和
歌
集
』
の
成
立
後
に
至
る
七
、八
〇
年
を
巡
っ
て
諸
説
が
ひ
し
め

い
て
い
る
。

　

勢
語
の
原
形
態
は
、
お
そ
ら
く
業
平
を
想
わ
せ
る
男
が
絡
む
斎
宮

と
の
禁
断
の
恋
物
語
、
二
条
后
と
の
身
分
違
い
の
恋
物
語
、
麗
し
い

主
従
愛
を
描
く
惟こ
れ
た
か喬

親
王
物
語
、
こ
の
な
か
で
評
判
の
高
い
章
段
の

い
く
つ
か
を
寄
せ
合
わ
せ
た
三
、四
〇
段
程
度
の
歌
物
語
だ
っ
た
に
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違
い
な
い
。
そ
れ
を
、
業
平
の
歌
と
そ
れ
に
絡
め
た
小
物
語
の
面
白

さ
に
触
発
さ
れ
た
多
く
の
文
人
た
ち
が
、
書
写
の
過
程
で
何
と
か
業

平
に
あ
や
か
ろ
う
と
、
蘊う
ん
ち
く蓄

を
傾
け
て
は
増
補
加
筆
し
て
い
っ
た
た

め
、
原
形
態
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
憂
え

た
在
原
家
に
縁
の
あ
る
誰
か
（
貫
之
？
）
が
、
雑
多
な
章
段
を
業
平

の
一
代
記
風
に
編
集
し
直
し
た
。
そ
れ
を
中
世
歌
壇
の
権
威
御み
こ
ひ
だ
り

子
左

家
の
宗
匠
藤
原
定
家
が
若
干
の
修
正
を
加
え
な
が
ら
一
二
五
段
に
厳

選
し
、
数
回
に
わ
た
っ
て
写
し
た
と
い
う
な
か
の
一
本
が
、
今
日
底

本
と
さ
れ
る
定
家
筆
本
で
あ
る
。
た
だ
、
定
家
筆
本
の
歌
二
〇
八
首

の
う
ち
、
業
平
の
歌
と
さ
れ
る
歌
は
七
〇
首
ほ
ど
で
、
す
べ
て
で
は

な
い
。
凡
庸
な
歌
が
化
け
て
う
ま
く
業
平
物
語
の
前
後
に
花
を
添
え

る
章
段
も
あ
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
詞
書
に
よ
っ
て
笑
い
を
誘
う
小

咄
に
な
っ
て
い
る
章
段
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
章
段
の
間
を
縫
う
よ
う

に
し
て
、
業
平
一
代
記
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
の
は
、「
筒つ
つ
い
づ
つ

井
筒
」（
二
三
段
）
や
「
狩か
り

の
使つ
か
い

」（
六
九
段
）
の
よ
う
に
、
歌
を
取
り
込
ん
だ
短
編
小
説
風
の

章
段
（
こ
れ
を
甲
類
と
す
る
）
に
交
じ
っ
て
、
お
よ
そ
歌
物
語
の
体て
い

を
な
し
て
い
な
い
、
わ
ず
か
二
、三
行
か
ら
な
る
章
段
（
こ
れ
を
乙

類
と
す
る
）
が
多
い
こ
と
だ
。
例
え
ば
、

　

Ａ 

む
か
し
、
を
と
こ
、
は
つ
か
な
り
け
る
女
の
も
と
に
、

　
　
　

逢
ふ
こ
と
は
た
ま
の
を
ば
か
り
お
も
ほ
え
て
つ
ら
き
心
の
長

く
見
ゆ
ら
む
（
勢
語
・
三
〇
段
）

　

Ｂ 

昔
、
を
と
こ
、
つ
れ
な
か
り
け
る
女
に
い
ひ
や
り
け
る
。

　
　
　

行
き
や
ら
ぬ
夢
路
を
た
の
む
袂た

も
と

に
は
天あ
ま

つ
空
な
る
露
や
お
く

ら
む 

（
同
・
五
四
段
）

　

こ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
い
詞
書
と
歌
だ
け
の
も
の
が
、
全
体

の
四
割
弱
あ
る
。
同
じ
歌
物
語
の
『
大
和
物
語
』
に
も
、
一
七
三
段

中
に
二
〇
段
ほ
ど
乙
類
は
あ
る
。
だ
が
、
両
著
に
大
分
遅
れ
て
成
立

し
た
と
さ
れ
る
『
平
中
物
語
』
に
乙
類
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
甲
類

と
乙
類
の
混
在
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
勢
語
や
大
和

物
語
に
乙
類
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
い
う
の
は
、
平
安
人
が
乙
類
を

も
甲
類
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
定
家

も
勢
語
の
章
段
を
選
別
す
る
過
程
で
、
乙
類
を
排
除
し
て
い
な
い
。

こ
れ
を
、多
く
の
短
歌
の
そ
ち
こ
ち
に
長
歌
が
点
在
す
る
『
万
葉
集
』

と
同
じ
よ
う
な
も
の
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
万
葉
集

を
繙ひ
も
と

け
ば
す
ぐ
分
か
る
こ
と
だ
が
、
万
葉
人
は
古
代
歌
謡
の
母
体
は

長
歌
で
あ
り
、
短
歌
は
そ
の
長
歌
の
申
し
子
と
認
識
し
て
い
た
。
柿

本
人
麻
呂
の
こ
ろ
に
、
長
歌
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
最
後
に
反は
ん

歌か

で
復
唱

す
る
形
が
定
着
す
る
と
、
そ
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
手
ご
ろ
さ
が
大
い
に

受
け
、
反
歌
は
次
第
に
長
歌
を
離
れ
、
や
が
て
短
歌
と
し
て
親
を
も

凌
ぐ
勢
い
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
、
両
者
の
混
在
は
二
世

代
同
居
の
よ
う
な
も
の
で
、
ご
く
自
然
な
の
で
あ
る
。
歌
物
語
の
甲

類
と
乙
類
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
親
近
性
が
あ
っ
た
に
違
い
な

く
、
な
け
れ
ば
た
だ
の
ご
た
雑
ぜ
に
す
ぎ
な
い
。 

　

歌
物
語
は
歌
に
添
え
た
詞
書
が
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
。 

歌
の

詠
ま
れ
た
背
景
や
事
情
を
メ
モ
風
に
端
書
き
し
て
歌
に
前
置
き
す
る
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形
は
、
す
で
に
万
葉
集
で
一
般
化
し
て
い
る
。
多
分
、
こ
の
形
そ
の

も
の
は
中
国
の
詩
の
「
詩
題
」
に
倣
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
詩
の
国
中

国
で
は
古
体
詩
、
近
体
詩
を
問
わ
ず
、
詩
に
簡
潔
な
表
題
（
詩
題
）

を
付
す
習
わ
し
が
あ
っ
た
。
古
体
詩
で
は
例
え
ば
「
桃と
う
よ
う夭

」（
周
・

詩
経
）
や
「
帰き
き
ょ
ら
い
の
じ

去
来
辞
」（
六
朝
・
陶
淵
明
）
な
ど
、
後
人
が
詩
の

冒
頭
や
一
部
を
用
い
て
後
付
け
し
て
い
る
が
、
近
体
詩
に
な
る
と
、

例
え
ば
「
春
望
」（
盛
唐
・
杜
甫
）
や
「
偶ぐ
う
せ
い成

」（
南
宋
・
朱
熹
）
な

ど
、
自
ら
が
詩
の
内
容
や
動
機
な
ど
詩
題
を
前
書
き
す
る
よ
う
に
な

る
。
六
朝
か
ら
初
唐
の
中
国
文
学
の
影
響
下
に
編
ま
れ
た
日
本
最
古

の
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』（
七
五
一
）
に
は
、
一
二
〇
首
の
詩
篇
が
収

録
さ
れ
て
い
る
が
、
詩
題
は
概お
お
む

ね
漢
詩
に
倣
っ
て
い
る
。

　

万
葉
人
は
漢
詩
の
も
つ
整
然
と
し
た
韻
律
や
詩
形
の
美
し
さ
や
豊

か
な
表
現
力
に
魅
せ
ら
れ
な
が
ら
、
新
生
短
歌
に
漢
詩
に
匹
敵
す
る

表
現
力
を
持
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
さ
ん
ざ
ん
知
恵
を
絞
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
過
程
で
、
三
一
音
字
と
い
う
短
歌
の
足0

ら
ず
前

0

0

0

を
補
う
手
段
と
し
て
、
詞
書
が
活
用
で
き
る
こ
と
に
思
い
至

っ
た
。
単
な
る
叙
景
歌
に
は
「
山
部
宿す
く
ね祢

赤
人
の
歌
一
首
」（
巻
三
・

三
八
四
）
と
か
、「
露
を
詠
み
き
」（
巻
一
〇
・
二
三
三
〇
）
な
ど
、

単
純
な
端
書
き
を
付
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、歌
に
詞
書
や
後
書
き（
左

注
）
を
添
え
て
、
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
や
状
況
を
か
い
つ
ま
ん
で
説

明
す
る
詞
書
、
及
び
内
容
を
補
足
す
る
左
注
が
い
ろ
い
ろ
案
出
さ
れ

た
。

　

Ｃ 

柿
本
朝あ
そ
み臣
人
麻
呂
の
、
近
江
国
よ
り
上
り
来
た
り
し
時
、
宇

治
河
の
辺ほ

と
り

に
至
り
て
作
り
し
歌
一
首

　
　
　

も
の
の
ふ
の
八や

そ十
宇
治
川
の
網あ
じ
ろ
き

代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
く

へ
知
ら
ず
も
（
巻
三
・
二
六
四
）

　

こ
の
詞
書
は
詠
者
、
場
所
、
時
を
記
す
だ
け
な
の
に
、
読
み
手
の

想
像
力
を
誘
う
。
読
み
手
に
は
こ
れ
だ
け
で
、
人
麻
呂
の
名
歌
「
近

江
の
海
夕
波
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
い
に
し
へ
古
思
ほ
ゆ
」（
巻
三
・

二
六
六
）
が
思
い
合
わ
さ
れ
、「
人
麻
呂
が
壬
申
の
乱
で
荒
都
と
化

し
た
近
江
に
心
を
痛
め
な
が
ら
飛
鳥
へ
上
る
途
次
、
内
乱
で
多
く
の

部べ
の
た
み民

の
武も
の
の
ふ士

（
も
の
の
ふ
の
八
十
氏う
じ

）
が
露
と
消
え
た
、
そ
の
宇
治

川
の
辺
で
詠
ん
だ
歌
」
と
い
う
ふ
う
に
自
ず
と
読
め
て
く
る
。
読
み

手
は
、
網
代
木
に
遮
ら
れ
て
漂
う
波
に
無
常
を
観
る
人
麻
呂
の
姿
を

描
き
、
懐
旧
の
念
と
無
常
観
が
交
錯
し
た
、
複
雑
な
旅
人
の
心
情
を

汲
み
取
る
の
だ
。
短
歌
の
狭
い
表
現
域
を
補
っ
て
余
り
あ
る
詞
書
の

効
用
で
あ
る
。

　

Ｃ
に
見
た
、
詞
書
が
歌
の
足
ら
ず
前
を
補
充
・
補
完
す
る
と
い
っ

た
受
動
的
な
機
能
は
す
ぐ
に
進
化
し
て
、
文
人
た
ち
は
詞
書
を
能
動

的
に
活
か
す
や
り
方
を
手
に
し
た
。
そ
れ
は
、
歌
を
そ
れ
に
見
合
う

面
白
い
詞
書
で
自
在
に
物
語
化
す
る
技
で
あ
る
。

　

Ｄ 
大
伴
宿
祢
家
持
の
、
非ひ

じ時
の
藤
の
花
と
芽は

ぎ子
の
黄も
み
ち葉
の
二に
ぶ
つ物

を
攀よ

ぢ
て
、
坂
上
大だ
い
ぢ
や
う嬢
に
贈
り
し
歌
二
首
、

　
　
　

我
が
や
ど
の
時
じ
き
藤
の
め
づ
ら
し
く
今
も
見
て
し
か
妹い
も

が

笑ゑ

ま
ひ
を
（
巻
八
・
一
六
二
七
）

　
　
　

我
が
や
ど
の
萩
の
下し
た
ば葉
は
秋
風
も
い
ま
だ
吹
か
ね
ば
か
く
そ
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も
み
て
る
（
同
・
一
六
二
八
）

　

二
三
歳
で
愛
妾
を
亡
く
し
て
途
方
に
暮
れ
て
い
た
家
持
が
、
数
年

離
絶
し
て
い
た
従
兄
妹
の
大
嬢
と
復
縁
し
て
歌
の
や
り
取
り
を
始
め

た
と
き
、
時
期
外
れ
の
藤
の
花
と
萩
の
病わ
く
ら
ば葉

を
折
り
取
り
、
そ
れ
に

添
え
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
一
六
二
七
番
歌
は
上
二
句
が
「
め
づ
ら

し
く
」
の
序
詞
で
、
あ
な
た
の
笑
顔
は
わ
が
家
の
時
期
外
れ
の
藤
の

花
の
よ
う
に
貴
重
で
す
ば
ら
し
い
、
と
い
う
意
で
、
一
六
二
八
番
歌

は
、
わ
が
家
の
萩
の
下
葉
は
あ
な
た
の
お
姿
の
よ
う
に
、
ま
だ
秋
風

も
吹
か
ぬ
の
に
も
う
美
し
く
色
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
意
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
比
喩
は
一
読
の
限
り
、
家
持
が
復
縁
に
当
た
っ
て
、
世

に
も
珍
し
い
大
嬢
の
美
し
い
色
香
を
称
え
て
い
る
歌
の
よ
う
に
読
め

る
。
だ
が
、
時
季
外
れ
の
花
や
紅
葉
は
た
だ
珍
し
い
だ
け
の
、
旬
の

な
い
あ
だ
花

0

0

0

・
あ
だ
紅
葉

0

0

0

0

で
す
よ
、
ど
う
か
こ
の
二
物
み
た
い
に
な

ら
な
い
で
ね
、と
い
っ
た
皮
肉
が
ど
こ
と
な
く
感
じ
ら
れ
る
。
勿
論
、

後
に
家
持
が
妻
と
す
る
ほ
ど
の
女
性
だ
か
ら
事
実
と
は
異
な
る
の
だ

が
、
二
人
は
こ
う
し
た
戯ざ

れ
歌
を
交
わ
し
て
楽
し
む
、
気
の
置
け
な

い
従
兄
妹
同
士
だ
っ
た
の
だ
。「
非
時
の
二
物
」
と
い
う
風
変
わ
り

な
比
喩
が
、
こ
の
よ
う
に
両
様
の
読
み
を
可
能
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
家
持
の
真
意
は
後
者
か
、
と
も
読
む
人
に
思
わ
せ
る
、
そ
こ

が
味
噌
な
の
だ
。

　

こ
の
二
例
は
、
編
者
の
添
え
た
詞
書
が
、
た
ま
た
ま
歌
と
の
間
に

歌
物
語
的
な
関
係
性
が
生
じ
た
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
歌
物
語
は
間
違

い
な
く
Ｃ
や
Ｄ
の
延
長
線
上
に
生
成
し
た
。
歌
物
語
の
作
り
手
た
ち

は
、
詞
書
を
添
え
る
こ
と
で
、
歌
が
よ
り
表
情
豊
か
に
な
る
、
時
に

は
別
歌
の
よ
う
に
化
け
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
を
活
か
す
技
を
磨
い

た
。
勢
語
に
は
時
に
そ
う
し
た
文
学
的
創
意
が
空
回
り
し
て
、
歌
が

詞
書
や
逸
話
に
フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
な
い
章
段
も
な
く
は
な
い
が
、
い

ず
れ
も
創
作
の
意
図
や
意
識
は
明
確
に
作
動
し
て
い
る
。
こ
れ
が
歌

物
語
の
正
体
で
あ
る
。

　

歌
に
は
別
意
も
含
意
も
な
い
単
色
の
自
然
詠
（
叙
景
歌
）
も
あ
る

が
、
人
事
詠
、
と
り
わ
け
恋
歌
は
思
い
を
婉
曲
的
に
伝
え
て
相
手
の

反
応
を
見
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
勢
い
玉
虫
色
に
な
る
の
で
あ
る
。

光
線
の
具
合
で
玉
虫
は
幾
色
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
歌
も
読
み
手
の

目
線
い
か
ん
で
姿
が
変
わ
る
。

　

Ｅ 

天て
ん
わ
う皇

の
蒲か
ま
ふ
の

生
野
に
遊い
う
れ
ふ猟

し
た
ま
ひ
し
時
に
、
額ぬ
か
た
の
お
ほ
き
み

田
王
の
作
り

し
歌

　
　
　

あ
か
ね
さ
す
紫む
ら
さ
き
の

草
野
行
き
標し
め
の野

行
き
野の
も
り守

は
見
ず
や
君
が

袖そ
で
ふ振

る
（
万
葉
巻
一
・
二
〇
）

　

こ
れ
は
天
智
帝
が
禁
猟
区
の
蒲
生
野
に
出
猟
し
た
折
、
同
行
し
て

い
た
弟
の
大お
お
あ
ま
の
お
う
じ

海
人
皇
子
（
後
の
天
武
帝
）
が
猟
場
を
行
き
来
し
な
が

ら
、
后
の
額
田
王
に
遠
く
か
ら
思
い
を
込
め
て
し
き
り
に
袖
を
振
っ

て
い
る
、そ
れ
を
見
と
が
め
て
后
が
皇
子
に
詠
み
送
っ
た
歌
で
あ
る
。

額
田
王
は
皇
子
と
の
間
に
皇
女
を
も
う
け
た
後
、
天
智
帝
に
召
さ
れ

て
後
宮
に
入
っ
た
わ
け
あ
り
の
女
性
で
、
皇
子
が
兄
の
横
恋
慕
に
涙

を
の
ん
だ
こ
と
が
、
後
の
壬
申
の
乱
の
一
因
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
女

性
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
お
止
め
な
さ
い
ま
し
、
野
守
が
見
て
る
じ
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ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、
恥
ず
か
し
い
わ
」
と
い
っ
た
、
嬉
し
さ
を
堪
え

な
が
ら
軽
く
皇
子
を
た
し
な
め
て
い
る
歌
と
解
く
か
、深
読
み
し
て
、

「
ま
あ
、
な
ん
て
軽
は
ず
み
な
こ
と
を
。
野
守
の
告
げ
口
で
お
兄
様

に
知
れ
た
ら
事
で
す
よ
」
と
皇
子
の
軽
率
を
諫
め
、
間
違
っ
て
も
虎

の
尾
を
踏
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
自
重
を
促
し
て
い
る
歌
と
説
く

か
、
こ
の
歌
に
は
そ
の
い
ず
れ
を
も
正
解
と
な
し
得
ぬ
曖
昧
さ
が
つ

き
ま
と
う
。
直
叙
を
好
む
万
葉
人
の
歌
に
し
て
か
ら
こ
う
な
の
だ
。

だ
が
、
眼
目
を
こ
と
ば
で
明あ
き

ら
め
な
い
曖
昧
さ
が
読
み
手
の
想
像
力

を
か
き
立
て
、
歌
を
面
白
く
す
る
。
こ
こ
で
の
曖
昧
さ
と
は
、
語
法

か
ら
逸
れ
た
歌
こ
と
ば
が
も
た
ら
す
曖
昧
さ
で
は
な
く
、
歌
の
核
心

（
眼
目
）
を
こ
と
さ
ら
こ
と
ば
で
言
い
表
さ
な
い
こ
と
で
生
ず
る
朦

朧
と
し
た
両
義
性
（
ア
ン
ビ
ギ
ュ
イ
テ
ィ
）
の
謂い
い

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
歌
が
本
来
的
に
持
つ
朦
朧
と
し
た
両
義
性
は
、〈
影
〉

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歌
物
語
の
作
り
手
は
こ
う
し
た

影
の
見
つ
け
方
、
生
か
し
方
に
通
じ
て
い
て
、
詞
書
を
工
夫
し
て
は

自
分
好
み
の
掌
篇
に
仕
上
げ
る
。
作
り
手
が
本
歌
の
両
義
性
を
ど
の

よ
う
に
詞
書
き
し
て
、
本
歌
に
な
い
新
た
な
命
を
吹
き
込
む
か
、
歌

の
姿
を
寸
言
の
端
書
き
で
ど
う
変
え
る
か
、
そ
の
巧
み
な
技
を
見
て

み
よ
う
。

　

Ｆ 

む
か
し
、
を
と
こ
あ
り
け
り
。
深
草
に
す
み
け
る
女
を
、
や

う
や
う
あ
き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
、
か
ゝ
る
歌
を
よ
み
け
り
。

　
　
　

年
を
へ
て
住
み
こ
し
里
を
出
で
て
い
な
ば
い
と
ゞ
深
草
野
と

や
な
り
な
む

　
　

女
、
返
し
、

　
　
　

野
と
な
ら
ば
鶉う
づ
ら

と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
か
り
に
だ
に
や
は
君

は
来
ざ
ら
む

　
　

と
よ
め
り
け
る
に
め
で
て
、
行
か
む
と
思
ふ
心
な
く
な
り
に
け

り
。（
勢
語
一
二
三
段
）

　

こ
の
両
歌
は
古
今
集
巻
一
八
の
雑ぞ
う

下
に
入
集
さ
れ
た
業
平
の
歌

（
九
七
一
）
と
、
そ
の
返
歌
（
九
七
二
）
だ
が
、
返
歌
の
二
句
と
三

句
は
「
鶉
と
な
き
て
年
は
へ
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、

深
草
に
住
ん
で
い
た
業
平
が
上
京
す
る
折
、「
そ
こ
な
り
け
る
人
」（
隣

人
）
に
詠
み
送
っ
た
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
隣
人
（
作
者
不
詳
）
の

返
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
わ
た
し
が
帰
京
す
る
こ
ろ
、
こ
の
里

は
荒
野
に
な
っ
て
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
」、「
だ
っ
た
ら
、
わ
た
し

は
鶉
に
な
っ
て
恋
し
恋
し
と
鳴
き
な
が
ら
、
あ
な
た
の
お
帰
り
を
待

ち
ま
し
ょ
う
」、
と
い
っ
た
隣
人
同
士
の
挨
拶
程
度
の
歌
の
や
り
取

り
で
あ
り
、
雑
の
部
に
分
類
さ
れ
た
歌
か
ら
推
し
て
隣
人
が
女
と
は

考
え
に
く
い
。
こ
の
章
段
の
作
り
手
は
作
者
不
詳
の
そ
の
返
歌
を
、

早
速
紀
有
常
女む
す
め

の
歌
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
業
平
と
心
優
し
い
そ
の

妻
（
有
常
女
）
の
相
聞
歌
に
仕
立
て
上
げ
、
そ
れ
に
見
合
う
千せ
ん
き
ん鈞

の

後
書
き
を
添
え
た
。
深
草
に
住
ん
で
い
た
女
の
も
と
に
長
年
通
い
続

け
て
い
た
男
が
女
に
飽
き
が
き
た
と
み
え
、「
長
年
通
い
慣
れ
た
里

だ
が
、
わ
た
し
が
来
な
く
な
っ
た
ら
深
草
も
荒
野
に
な
っ
て
し
ま
う

か
も
ね
」
と
呟
く
、
女
は
「
仮
に
荒
野
に
な
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
鶉

と
な
っ
て
鳴
（
泣
）
い
て
お
り
ま
し
ょ
う
。
さ
す
れ
ば
あ
な
た
は
狩
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り
く
ら
い
に
は
お
出
で
な
さ
る
で
し
ょ
う
か
ら
」
と
返
歌
し
た
、
す

る
と
、そ
の
歌
に
ぐ
っ
と
き
た
男
は
去
る
の
を
や
め
た
と
い
う
の
だ
。

隣
人
同
士
の
挨
拶
歌
が
、
ほ
ん
の
少
し
詞
書
を
い
じ
る
だ
け
で
、
夫

を
慕
い
続
け
る
心
優
し
い
有
常
女
の
外け
れ
ん
み

連
味
の
な
い
歌
が
、
夫め
お
と婦

の

危
機
を
救
っ
た
と
い
う
、
し
み
じ
み
と
し
た
掌
篇
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
。
読
む
人
は
妻
（
有
常
女
）
の
優
し
さ
に
心
を
打
た
れ
、愛
の
力
、

歌
の
力
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
勢
語
屈
指
の
名
篇
で
あ
る
。

藤
原
俊
成
の
お
も
て
歌
、「
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉

な
く
な
り
深
草
の
里
」（
千
載
集
・
二
五
九
）
は
、
こ
の
章
段
を
本

説
に
し
て
い
る
。

　

Ｇ 

む
か
し
、
を
と
こ
あ
り
け
り
。
あ
は
じ
と
も
い
は
ざ
り
け
る

女
の
、
さ
す
が
な
り
け
る
が
も
と
に
、
い
ひ
や
り
け
る
。

　
　
　

秋
の
野
に
笹
わ
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
逢
は
で
ぬ
る
夜
ぞ
ひ
ぢ

ま
さ
り
け
る

　
　

色
好
み
な
る
女
、
返
し
、

　
　
　

見
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
海あ
ま人

の
足
た
ゆ
く
来
る
（
勢
語
・
二
五
段
）

　

こ
の
両
歌
は
古
今
集
巻
一
三
の
恋
歌
三
に
、
詞
書
も
な
い
ま
ま

隣
り
合
わ
せ
に
収
録
さ
れ
た
業
平
の
歌
（
六
二
二
）
と
小
町
の
歌

（
六
二
三
）
で
あ
る
。
歌
上
手
で
名
う
て
の
美
男
美
女
だ
か
ら
、
二

人
を
絡
み
合
わ
せ
た
く
な
る
の
が
人
の
情
、
さ
る
好
事
家
が
そ
う
し

た
編
者
の
思
わ
せ
ぶ
り
な
意
図
を
嗅
ぎ
取
っ
て
、
相
聞
歌
に
し
て
し

ま
っ
た
。
男
が
煮
え
切
ら
ぬ
女
に
じ
り
じ
り
し
て
、「
笹
を
か
き
分

け
て
露
で
濡
れ
た
朝
の
袖
よ
り
も
、
あ
な
た
に
逢
え
な
く
て
独
り
寝

す
る
袖
は
、涙
で
び
し
ょ
濡
れ
だ
」
と
愁
訴
す
る
と
、女
は
修
辞
（「
見

る
目
」
と
「
海み

る

め
松
布
」、「
浦
」
と
「
憂
ら
」、「
刈
れ
」
と
「
離か

れ
」

は
掛
詞
。「
海
松
布
」「
浦
」「
刈
れ
」「
海
人
」
は
縁
語
）
を
た
っ
ぷ

り
使
っ
て
、「
海み

る

め
松
布
（
海
藻
）
の
な
い
浦
の
よ
う
に
何
の
取
り
柄

も
な
い
わ
た
し
と
も
知
ら
ず
、
足
が
萎な

え
る
ま
で
あ
な
た
は
逢
い
に

や
っ
て
来
る
、
か
わ
い
そ
う
ね
」
と
そ
っ
け
な
い
歌
を
返
す
。「
色

好
み
な
る
女
」（
小
町
）
に
、
さ
す
が
の
美
丈
夫
業
平
も
手
玉
に
取

ら
れ
た
、
と
読
め
そ
う
だ
。

　

だ
が
、「
逢
う
の
を
拒
み
も
し
な
い
、
か
と
い
っ
て
逢
お
う
と
も

し
な
い
女
」
に
送
る
歌
と
な
る
と
、
真
剣
味
は
薄
れ
て
、
男
が
軽
く

ジ
ャ
ブ
を
放
ち
な
が
ら
、
に
や
に
や
女
の
出
方
を
伺
っ
て
い
る
歌
に

読
め
る
か
ら
不
思
議
だ
。
小
町
の
歌
も
ジ
ャ
ブ
を
交
わ
し
な
が
ら
、

「
あ
ん
た
も
お
ば
か
さ
ん
よ
ね
」
と
ば
か
り
、
色
恋
の
駆
け
引
き
を

心
得
た
、
臈ろ
う
た長

け
た
女
の
歌
に
な
る
。
作
者
は
こ
の
相
聞
を
色
好
み

に
場
慣
れ
し
た
中
年
の
男
と
女
の
ラ
ブ
ゲ
ー
ム
に
し
た
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
は
業
平
と
小
町
に
及し

く
も
の
は
な
い
、
最
高
の
カ
ッ
プ

ル
だ
ろ
う
、
と
言
い
た
い
の
だ
。

　

Ｈ 

昔
、
を
と
こ
、
や
も
め
に
て
ゐ
て
、

　
　
　

な
が
ゝ
ら
ぬ
命
の
ほ
ど
に
忘
る
ゝ
は
い
か
に
短
き
心
な
る
ら

む
（
勢
語
・
一
一
三
段
）

　

勢
語
の
な
か
で
、
こ
の
詞
書
は
も
っ
と
も
短
い
。
だ
が
、「
や
も

め
に
て
ゐ
て
」
の
わ
ず
か
七
字
の
前
書
き
が
あ
る
こ
と
で
、
頼
み
の
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女
か
ら
袖
に
さ
れ
、
や
も
め
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
し
が

な
い
男
が
、
短
い
人
生
な
の
に
自
分
の
こ
と
を
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま

っ
た
女
の
薄
情
を
愚
痴
る
、
情
け
な
い
歌
に
な
る
。
詞
書
が
な
け
れ

ば
、
す
ぐ
に
女
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
お
の
れ
の
短
慮
を
嘆
く
歌
に
読

め
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
蛆う
じ

が
湧
く
と
世
に
い
う「
男

や
も
め
」
の
な
ん
と
も
侘
び
し
い
暮
ら
し
を
彷
彿
さ
せ
る
か
ら
、
男

の
長
嘆
息
ま
で
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
歌
に
変
容
す
る
の
だ
。
恐
る

べ
き
詞
書
の
効
用
で
あ
る
。

　

先
の
Ａ
も
Ｂ
も
同
様
で
、「
は
つ
か
な
り
け
る
（
思
う
よ
う
に
逢

え
な
か
っ
た
）
女
」
や
、「
つ
れ
な
か
り
け
る
（
冷
淡
だ
っ
た
）
女
」

に
と
い
う
寸
言
を
添
え
る
こ
と
で
、
作
者
不
詳
の
凡
庸
な
歌
で
も
、

女
に
つ
れ
な
く
さ
れ
た
男
が
そ
れ
で
も
退
く
こ
と
な
く
求
愛
し
続

け
、
せ
め
て
惚
れ
た
意
気
地
だ
け
は
守
ろ
う
と
す
る
、
冴
え
な
い
男

の
い
じ
ま
し
さ
に
同
情
し
た
く
な
る
よ
う
な
歌
と
し
て
、
そ
れ
な
り

に
読
め
て
く
る
。
作
り
手
は
ど
う
だ
と
ば
か
り
、
詞
書
の
さ
ば
き

0

0

0

の

妙
を
誇
示
し
て
い
る
。

　

中
古
の
人
々
が
勢
語
の
な
か
で
こ
よ
な
く
愛
し
た
章
段
は
、
ま
ず

も
っ
て
物
語
性
豊
か
な
甲
類
だ
ろ
う
。
甲
類
に
は
主
従
愛
、
友
愛
、

母
子
愛
な
ど
を
美
し
く
描
い
た
章
段
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
主
体
は

男
女
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
恋
の
小
物
語
で
あ
る
。
巷ち
ま
た

に
流
布
し
て
す
で

に
伝
説
化
し
て
い
た
業
平
の
色
恋
話
や
漂ひ
ょ
う

蕩と
う

譚
に
、
業
平
の
歌
を
綯な

い
交
ぜ
に
し
な
が
ら
物
語
化
す
る
、
そ
う
し
た
ハ
イ
セ
ン
ス
な
歌
遊

び
（
文
学
遊
戯
）
が
織
り
な
す
か
ず
か
ず
の
章
段
は
、
ま
さ
に
と
り

ど
り
の
愛
の
掌
篇
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
能
に
譬
え
る
な
ら
、
小
才
を
利
か
せ
、
寸
言
の
端
書
き
で

歌
の
色
合
い
を
変
え
て
み
せ
る
歌
遊
び
で
、
読
む
人
に
一
期
一
会
の

色
恋
が
も
た
ら
す
悲
喜
劇
や
哀
愁
を
、
む
し
ろ
笑
い
や
微
苦
笑
と
し

て
届
け
る
乙
類
は
、
さ
な
が
ら
狂
言
で
あ
る
。
こ
の
乙
類
の
主
役
の

多
く
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｈ
の
よ
う
に
、
女
に
去
ら
れ
た
か
、
愛
想
づ
か
し

さ
れ
た
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ぱ
っ
と
し
な
い
男
た
ち
だ
が
、
そ
れ
で

も
彼
ら
は
何
と
し
て
も
虚こ

け仮
の
一
念
を
通
そ
う
し
て
足あ

が掻
く
、
そ
こ

に
笑
う
に
笑
え
ぬ
複
雑
な
微
苦
笑
や
ペ
ー
ソ
ス
が
醸か
も

さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
狂
言
と
も
言
え
る
乙
類
（
小こ
ば
な
し咄

篇
）
が
、
甲
類
（
掌

篇
）
に
入
り
交
じ
っ
て
い
る
こ
と
で
初
め
て
色
恋
に
厚
み
と
幅
が
増

し
、
そ
の
分
人
間
理
解
が
深
ま
る
の
だ
。
勢
語
が
親
し
ま
れ
た
最
大

の
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

歌
の
原
義
は
歓
楽

0

0

で
あ
る
、と
「
日
本
古
語
大
辞
典
」（
刀
江
書
院
）

は
記
す
。
歌
物
語
も
ま
た
歌
回
し
を
楽
し
む
遊
び
で
あ
る
。
歌
の
国

日
本
の
古い
に
し
え

の
文
人
た
ち
は
古
今
の
和
歌
は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
詩
文

に
も
通
じ
て
い
る
あ
ま
り
、
歌
遊
び
の
面
白
さ
を
と
こ
と
ん
極
め
よ

う
と
す
る
。
そ
う
し
た
知
的
好
奇
心
の
持
ち
主
た
ち
が
、
寄
っ
て
た

か
っ
て
と
う
と
う
伊
勢
物
語
と
い
う
稀
代
の
歌
遊
び
の
歌
文
集
を
も

の
し
た
の
で
あ
る
。
た
か
が
歌
、
さ
れ
ど
歌
と
ば
か
り
に
、
古
人
は

酔
狂
と
も
言
え
る
歌
遊
び
に
こ
れ
ほ
ど
の
情
熱
を
傾
け
た
の
だ
。                                                    
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