
イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ

シ

の
違

い

1

古
今
集
を
中
心
と
す
る
考
察

吉

野

政

治

1

、
三
種
類

の
時
間

渡

辺
実

「
所
と
時

の
指
定

に
関
わ
る
語
の
幾

つ
か

1

意

味
論

的

に

ー

」

(
「国

語
学
」

一
八

一
集
、

一
九

九
五
.
六

)
は
、
時

間

の
把

握

の

仕
方

に
三
種

あ
る
と
推
定

し
、

さ
ら
に
そ

の
三
種

の
時

間
把
握

は
、

話
者

が
時
間

の
流

れ
を
自
分

か
ら
離

れ
た
流

れ
と
見
る
か
、
自
分

に
関
わ
る
流

れ
と
見

る
か
、

の
違

い

で
も
あ

る
ら
し
い
と
し
た
。
す

な
わ
ち
、
時

間

の

流

れ
を
自
分

か
ら
離

れ
た
流

れ
と
見

る
も
の
が
第

一
の
時
間
把
握

で
あ
る
。

第

二
と
第

三
の
時
間
把
握

は
、
時
間

の
流

れ
を
自
分

に
関

わ
る
流

れ
と
見

る
も

の
で
あ

る
が
、

そ
の
流

れ
と
共

に
話
者

が
移
動

し
て
、

そ
の
歩

み
の

経
験
と

し
て
時
間
を
捉

え
る
の
が
第

二
の
時
間
把
握

で
あ
り
、
移
動
体

は

時
間

で
あ

っ
て
話
者

は
動

か
ず
、
出
来
事

が
目

の
前

に
次

々
と
立
ち
現

れ
、

過
ぎ
去

っ
て
い
く
と
捉

え

る
の
が
第

三

の
時
間

把
握

で
あ

る
。
前
拙

稿

「
古
代
時
間
語
彙

の
分
類

」

(『
国
語
語
彙

史

の
研
究

(
十
五
集
)
』
二
〇
〇

六
.

三
)

で
は
、

こ
の
説
を
踏
ま
え

つ
つ
も
、

話
者

が
時
間

の
流
れ
を
自

分

か
ら
離

れ
た
流

れ
と
見
る
か
、
自

分

に
関
わ
る
流

れ
と
見
る
か
と

い
う

点

に

つ
い

て
、
そ
れ
ら
は
同

じ
時
間
に
対

す
る
把
握

の
仕
方

の
違

い
と
考

え
る
よ
り
、

異
な
る
種
類

の
時

間
が
意
識

さ
れ

て
い
る
と
考

え
た
方

が
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
し
、
次

の
よ
う
な
時

間

の
分
類

を
試
み
た
。

す
な
わ

ち
、

一
つ
は
、
客
体
世
界

の
中

を
流

れ
る
時
間

で
あ
り
、
二

つ
は
、
話
者

自
身

の
存
在

が
そ
の
流

れ
の
中

に
居

る
と
こ
ろ
の
時

間

で
あ
る

(
こ

の
二

つ
め

の
時
間

に
、
渡
辺
氏

の
第

二
と
第

三
の
把
握

の
仕
方

が
あ
る
こ
と
に

な
る
)
。

前
稿

で
は
前
者
を

「
観
察

の
時
間
」

と
呼
び
、

後
者
を

「経
験

の
時
間
」
と
呼

ん
だ
。

さ
ら
に
前
稿

で
は
こ
の
二

つ
の
時
間

の
他

に
、
自

一



イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ
シ
の
違

い

己

の
内
部
世
界

に
お
け
る
時
間

が
認
め

ら
れ
る
と
し
、

そ
れ
を

「
思
索

の

時
間
」

と
呼

ん
だ
。

「
観
察

の
時
間
」

と

「
経
験

の
時
間
」

は

一
定

の
速

度

で
流

れ
る
が
、

こ
の

「思
索

の
時
間
」

の
流

れ
は
不
定

で
あ
り
、
恋
人

と
の
時

間
は
早

く
流

れ
、

退
屈

な
時
間

は
ゆ

っ
く
り
流

れ
た
り
、

あ
る
い

は
ま

っ
た
く
停
止

し
た
り
し
、
遠

い
昔

の

こ
と
が
昨

日
の
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
た
り
、

目

の
前

に
起

き
て
い
る
こ
と
を
過
去

に
起

き
た
こ
と
の
よ

う
に
感

じ
る
な
ど
、

過
去

・
現
在

・
未
来

の
秩
序

を
無
視
す

る
と
い

っ
た

特
徴

を
も

つ
。

こ
の
三

つ
の
時
間
は
、

次

の
三

つ
の
世
界
像
と
関
係

す
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
三

つ
の
世

界
像
と
は
、

一
つ
に

「
客
体
世
界

の
エ
レ
メ
ン
ト
問

の
関
係
性

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
世

界
像
、

い
わ
ゆ
る
客
体

世
界

の
世
界

像
」

で
あ
り
、
二

つ
に

「
そ

こ
に
自
己
と

の
関
係
性
と

い
う
視
点
を
導
入

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
見
え

て
く
る
世
界
像
」

で
あ
り
、
三

つ
に

「
客
体
世

界
を
離
れ
た
自
己

の
内
部
世
界

に
見
出
さ
れ
る
世
界
像
」

で
あ
る

(立
花

隆

『脳
を
鍛
え
る

1

東
大
講
義

「人
間
の
現
在
」
1

』
新
潮
文
庫
、

48
1
50
頁
)
。

こ
の
三

つ
の
世
界
像
は
、
発
達
心
理
学

に
お

い
て
次

の
よ
う

に
説
明
さ
れ

る
も

の
と
同
じ

で
あ

ろ
う
。

岡
本
夏
木

『幼

児
期

』

(岩
波

新
書

二
〇
〇
五
.
五
、

8
頁
)

に
言
う
。

発
達
心
理
学
か
ら
見
た
時
、

一
人

の
人
間

に
と

っ
て
の
世
界

は
、
大

二

き

く
言

っ
て
三

つ
の
世
界

が
重
層
化

し
た
も

の
で
す
。
最
基
層

は
、

自
己

と
現
実
的

に
交
渉

し
あ
う

「生
活
世
界
」
、

そ
し
て
そ
の
上

に
、

直
接
現
実
的

に
接

し
は
し
な
い
が
、
人

々
が
伝

え
て
く
る
情
報
を
手

が
か
り
に
形
成
す

る

「情
報
的
知
識
世
界
」
、

さ
ら
に
そ
の
上

に
、

外

界
の
事
物

と

の
直
接
的
対
応
性

を
離

れ
て
自
分

の
中

で
成
立
す

る

「
心
情

の
世
界

」
が
重

ね
ら
れ
ま
す
。

右

の
岡
本
氏

の
説

明
を
参
考

に
三

つ
の
時
間

を
説

明
し
直

せ
ば
次

の
よ

う

に
な

る
。

す

な
わ

ち
、

「自

己

と
現

実
的

に
交
渉

し

あ

う

『生

活

世

界
』
」

に
流

れ

て
い
る
時
間
と
し

て
考

え
ら
れ
て
い
る
も

の
が

「
経
験

の

時
間
」

で
あ
り
、

「直
接
現
実
的

に
は
接
し

な
い
が
、

人
々
が
伝

え

て
く

る
情

報
を
手
が
か
り

に
形
成

す
る

『
情
報
的
知

識
世

界
』
」

に
流
れ

て
い

る
時

間

と
し

て
考

え

ら
れ

て
い
る
も

の
が

「観

察

の
時

間
」

で
あ

り
、

「
外
界

の
事

物
と

の
直

接
的
対

応
性

を
離

れ

て
自
分

の
中

で
成

立
す

る

『
心
情

の
世
界
』
」

に
存

在
す

る
時
間

と
し

て
考

え
ら

れ

て
い
る
も

の
が

「
思
索

の
時
間
」

で
あ
る
。

以
上

の
三

つ
の
時
間
は
、
例
え
ば
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
あ
る
人

が
小
説
を
読
ん

で
い
る
場
合
、

そ
の
小
説

の
中
を
流
れ

て
い
る
時
間

(正

確

に
は

そ
の
小
説

の
中

の
情
報
か
ら
読

み
取
れ
る
時
間

の
流
れ
)
が

「
観

察

の
時
間
」

で
あ
り
、
そ

の
小
説
を
読
ん

で
す
ご
し

て
い
る
時
間
が

「
経



験

の
時
間
」

で
あ
り
、
小
説

の
内
容
と

は
無
関
係

に
頭

に
浮
か

ぶ
様

々
な

こ
と
が
ら
を
意
識

の
中

の

一
定

の
位
置

に
位
置
づ
け

る
時
間
が

「
思
索

の

時
間
」

で
あ
る
。

こ
の
三

つ
の
時
間
は
、
三

つ
の
世
界
が

一
人

の
人
間

の
中

で
重
層
化
し

た
も

の
で
あ
る
よ
う

に
、

一
人

の
人
間

の
中

で
重
層
化
し

て
お
り
、
話
者

は
必
要

に
応

じ

て
自

在

に
操

る

こ
と
が

で
き

る
。

(「
言

(
デ

ィ
ス
ク
ー

ル
)

の
言
表

行
為
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
形

の
あ
ら
ゆ
る
時
制

が
入
る
」
E

・

ヴ

ァ
ン
ヴ

ェ
ス
ト

『
一
般
言
語
学

の
諸
問
題
』

岸
本
通
夫
監
訳
)
。

た
と

え
ば
過
去

の
物

語
を

そ

の
現
場

に
身
を

置
く

よ
う

に
語

る

「
歴
史
的

現

在
」

と
呼
ば

れ
る
も
の
は
、

「観
察

の
時
間
」

の
中

に

「経
験

の
時
間
」

に
お

け
る

現
在
を

挿

入
さ

せ
た

も

の
と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。
ま

た
、

「自
己

の
内
部
世
界

に
見
出

さ
れ
る
世
界
像
」

に
お
い
て
も

「外
部
世
界

は
内
部
世
界

に
反
映
す

る
限

り
に
お

い
て
」
反
映

さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
よ

う

に

(立
花
氏
)
、
「
思
索

の
時
間
」
も
ま

た

「
経
験

の
時
間
」
が
反
映
す

る
も

の
と
思
わ
れ

る
。

た
だ
し
、
本
稿

で
考
え

る
イ

ニ
シ

へ
や
ム
カ
シ
と

い

っ
た
単
語

そ
れ
自
体

の
意
味

の
違

い
を
考
え

る
よ
う
な
場
合

に
は
、

そ

の
観
点
は
必
要

で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ

シ
の
違

い

2

イ

ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

ー

私
案
と
こ
れ
ま
で
の
説

前
稿

で
は
、
イ

ニ
シ

へ
は

「
経
験

の
時
間
」

に
お
け
る
過
去

で
あ
り
、

ム
カ

シ
は

「
思
索

の
時
間
」

に
お
け
る
過
去

で
あ
ろ
う
、
と

い
う
見
通
し

を
述

べ
た
。
そ
れ
は
次

の
よ
う

に
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。

「
経
験

の
時

間
」

の
流
れ
は
、

渡

辺
氏

が
指
摘

す
る
よ
う

に
二

つ
に
感

じ
ら
れ
る
。

一
つ
は
移
動
体

を
話
者
自
身

と
し
た
場

合

で
、
そ
の
と
き
時

間

は
過
去

か
ら
未
来

へ
と
流

れ
、

も
う

一
つ
は
移
動
体

を
時
間

と
し
た
場

合

で
、

そ
の
と
き
時
間

は
未
来

か
ら
過
去

へ
流

れ
る
。

コ
シ
カ
タ

・
キ

シ

カ
タ

(来

し
方
)

ま
た

ユ
ク

ス
ヱ

(行

く
末
)
・
ユ
ク
サ
キ

(行
く
先
)

な
ど
が
前
者

の
場
合

に
お

け
る
過
去
と
未
来
を
表
す
も

の
で
あ

る
こ
と
は

疑

え
な
い
。

こ
れ
に
対
し

て
、

イ

ニ
シ

へ
は
後
者

の
場
合

に
お

け
る
過
去

を
表

す

も

の
と
考

え

ら
れ

る
。
と

い
う

の
も
、
イ

ニ
シ

へ
は

「去

に
し

辺
」

で
あ
り
、

「
去

ぬ
」

の
基
本
義

は
、

話
者

の
居

る
地
点

に
あ

っ
た
も

の
が
、

そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
姿
を
消
す
、
と

い
う

こ
と

で
あ

り
、
話
者

の
居

る
位
置

は
動
か
な

い
も

の
だ
か
ら

で
あ

る
。

そ
う
し
た
基
本
義
を
持

つ

「
去
ぬ
」
が
時
間

に
用

い
ら
れ
た
場
合
も
ま
た
、
話
者

は
現
在

の
時
点

か
ら
動
か
ず
、
時
間
や
出
来
事
が
話
者

の
現
在
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
い
く
も

三



イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ
シ
の
違

い

の
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、

燃
燈
仏

ノ
イ

ニ
シ

へ
九
十

一
劫

ガ
サ
キ

ョ
リ
世

々
生

々
仏
法

ニ
オ
キ

テ

ハ
ヒ
ト

コ
ト

モ
タ
ガ

ヘ
ジ
ト
チ
ギ
リ
シ

コ
ト

ハ
…

(法
華

百
座
聞
書
抄

オ
ニ
ニ
八
)

の
よ
う
に
、
イ

ニ
シ

へ
は
時
間

の
流
れ

の

「
サ
キ
」

に
あ
る
と

い
う
用
例

に
よ

っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

ち
な
み

に
、

こ
の

「
経
験

の
時
間
」

に
お
け
る
二

つ
の
時
間

の
流
れ

の

方
向
を
利
用
し
た

の
が
、
次

の
よ
う
な
表
現

で
あ
ろ
う
。

我
が
ご
と
く
物
思
ふ
人
は

い
に
し

へ
も
今
行
末
も
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ

(拾
遺
集
九
六
五
)

…
そ
の
夜
往

に
け

り
。

い
に
し

へ
ゆ
く
さ
き

の
こ
と
ど
も

い
ひ
て
…

(伊
勢
物
語

・
第

21
段
)

こ
れ
ら

は
、
話
者

の
現
在
を
中
心

に
過
去
と
未
来

と
を

そ
れ
ぞ
れ
の
方

向

に
向

か

っ
て
展
望

し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
視
線

の
方
向
を
表
す

の

に
、

過
去

へ
向

か
う
時

間

の
流

れ
を
表
す

イ

ニ
シ
へ
と
、
未
来

へ
向

か
う

時
間

の
流

れ

の
彼
方

を
表

す

ユ
ク

ス
ヱ

・
ユ
ク
サ
キ
を
用
い
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
対

に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
は
、
話
者
は
過
去

か
ら
未
来

に
向
か

っ
て
流
れ
る
時
間

の
中
を
過
去

に
向
か

っ
て
歩
く

こ
と

は

で
き
ず
、
未
来
か
ら
話
者

の
現
在

に
向
か

っ
て
流
れ

て
く
る
時
間

の
中

四

で
、

そ
の
流

れ
の
負

の
方
向

で
あ
る
未
来

の
彼
方

を
表

す
語

は
存
在

し
な

い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

ム
カ

シ
は

「思
索

の
時

間
」

の
過
去

で
あ
ろ
う
と
考

え
る
根
拠

の

一
つ

に
、
観
智
院

本
類

聚
名

義
抄

の

「
憶
」

(法

中
七
六
)
・
「
憶
昨
」

(仏
中

一

〇

一
)

の
訓

に
ム
カ

シ
と
あ

り

(「
昨
、

往
日
也
」

正
字
通
、

「
昨

ム
カ

シ
」

観
智
院
本
類
聚
名
義
抄

(仏
中

一
〇

一
)
、

神
田
本
白
氏
文
集
天
永

四

(
一
=

三
)
年
点

の

「憶
在
」

(
四
ノ
十

三
ウ
七
)

に
も

ム
カ

シ
の

訓
が
あ
る

こ
と
が
あ

る
。

「
思
索

の
時
間
」

は
、

意
識
主
体

の
感
じ

て
い

る
イ

マ
と

い
う
時
間
と
そ
れ
と

は
異
な

る
時
間
と

の
区
別
が
基
本
と
な

る

と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
が
、

こ

の
イ

マ
は

「
20
世
紀

の
イ

マ
」

「
イ

マ

の
世

の
中
」
と

い
う

よ
う

に
、
話
者

の
意
識
す

る
現
在

の
状
況

と
同
質
と

認
め

る
時
間

の
広
が

り
を
言

う
も

の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち

「
か

つ
て
あ
り
、

現
在

は
な
い
、

イ

マ
と
は
異
質

と
認
識

さ
れ
た
時
間
」

が
ム
カ
シ

で
あ
ろ

う
と
考

え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

ム
カ

シ
は
イ

マ
と
対
峙

す
る
時

で
あ
り
、

ム
カ

シ
の

ム
カ
は

ム
カ

サ

ク
ル

(遠

く
相

対

し

て
い

る
)
・
ム
カ

ッ
ヲ

(向

つ
峰

)

の
ム
カ

(
向
)
と
同
じ

で
、
「対

す
る
」

い

っ
た
意
味

で
あ
る

思
わ
れ
る
。

ム
カ

シ
の
ア
ク

セ
ン
ト
は
上

・
上

・
上

(鎮
国
守
国
神
社
本

類
聚
名
義
抄

皿
十
オ
3
な
ど
)
、

ム
カ

フ
の
ム
カ
も
ま
た
上

・
上

(観
智

院
本
類
聚
名
義
抄
法
下
四
十
)

で
あ

る
。



以
上
が
筆
者

の
考
え

る
類
義
語
イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ

シ
の
違

い
で
あ

る
が
、

本
稿
は
そ

の
違

い
を
実
際

の
用
例

に
即
し

て
検
証
し

て
み
よ
う
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

そ

の
前

に
、
管
見

の
範
囲

で
知
り
え
た
イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ

シ
の
違

い
に

関
す
る
説

で
、
特

に
重
要
と
考

え
る
も

の
を
次

に
掲
げ

て
お
く

こ
と

に
す

る
。

こ
れ
ら

の
説

の
中

で
既

に
言
わ
れ

て
お
り
、
本
稿

で
も
同
じ
よ
う

に

考

え
る
こ
と
は
、

イ

ニ
シ

へ
は

「去

に
し
辺
」

で
あ
り
、

「
過
ぎ
去

っ
た

あ
た

り
」

と

い
う

の
が
原

義

で
あ

る
と
考

え
る

こ
と
、

ム
カ

シ
は

「
ム

カ

・
シ
」

と
分
析

さ
れ
、

ム
カ
は

「向

」
(
「対

す
る
」

の
意
)

で
あ
り
、

シ
は
方
向

の
意

が
時

の
意

に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考

え
る
こ
と

(
シ
は
方

向

の
意
を
表
す

こ
と
は
、

成
務
紀

五
年
九

月
の

「
日
縦
」

「
日
横
」

を
北

野
本

・
私

記
丙
本

は
ヒ

ノ
タ
タ
シ

・
ヒ

ノ
ヨ
コ
シ
と
訓

む
こ
と
が
参
考

に

な
る
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』

[た
た
さ
]

の
項

に
は
タ
タ
サ

・

ヨ
コ
サ
の
転
化

か
と
あ

る
)
。

ま
た
、

イ

ニ
シ

へ
も

ム
カ
シ
も
現
在

と
の

時
間

の
隔

た
り
の
大
小
と

は
関
係

な
く

用
い
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

①

語
源
的

に
考
え

て
も

「
い
に
し

へ
」

は
過
ぎ
去

っ
た
方

で
あ

っ

て
、
近
く

て
も
遠
く
も
過
去
を
指
す
意

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

イ

ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

②

そ
れ

に
対
し

て

「
む
か
し
」

は
は

っ
き
り
し
た
語
源

は
わ
か
ら

な

い
が
、
「
む
か

・
し
」

で

「
向
か
ふ
」
「
向
か

つ
を
」
な
ど
と

い
う

「
む
か
」
を
根
と
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
現
在

に
対
し
、

過
去

の
あ
る
時
、
ま
た
は
時
期
を
さ
し

て
、
そ

の
頃
と

い
う
よ

う

に
指
す
語

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
む

か
し
」

も

「
い
に

し

へ
」
も
現
在
と

の
時
間

の
隔
た
り

の
大
小
と
は
関
係
な
く
、

遠

い
古
代
を
指
す

こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
分

の
経
験
し
た
世
界

で

の
過
去
を
指

す

こ
と
も
あ
る

(…
例

略
…
)
。
「
む
か
し
」
は
過

去

の
い

つ
か

の
頃
を
回
想

し
た
気
持

ち

で
あ
り
、
「
い
に
し

へ
」

は
も

っ
と
広

く
現
在
か
ら
見

て
過
去

の
方
と
し

て
の
ム
カ

シ
で

あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
(原

田
芳
起

『
国
文
学

解

釈
と
鑑
賞

』

昭
和

36
年
)

(
ム
カ

シ
)

ム
カ

(向
)

と

シ

(方
向

)

の
複
合

か
。

回
想

が

そ
こ

へ
向

か

っ
て
行

く
方
向
。
す

な
わ
ち
、
伝

承
や
記
憶

の
中

で
生
き

て
い
る

一
時
点

と
し
て
把
握

し
た
語
。
最

も
古

く
は
、

な

つ
か
し
い
故
人

や
自
分

が
実
際

に
体
験

・
見
聞

し
た
過
去

の

こ
と
を

い
い
、
遠

い
時
代

の
こ
と
も
近

い
頃

の
こ
と
も
指
す
。

類
語

イ

ニ
シ

へ

(古
)

は
、
過
ぎ
去

り
消

え
て
行

っ
て
し
ま

っ

た
あ

た
り
と
し

て
遙

か
に
遠
く
眺
め

る
気
持
ち

で
過
去
を
把
握

五



③④

イ

ニ
シ
へ
と

ム
カ

シ
の
違

い

し
た
語
。
奈
良

・
平
安
時
代

に
は

ム
カ

シ

・
イ

ニ
シ

へ
の
区
別

が
あ

っ
た
が
、
以
後
次
第

に
混
同
し
た
。

(イ

ニ
シ

へ
)

イ

ニ

(往
)

シ

(回

想

の
助
動

詞

キ

の
連

体

形
)

へ

(方
)

の
意
味
。
過
ぎ
去

っ
て
遠
く

へ
消
え
入

っ
て
し

ま

っ
た
こ
と
が
確
実
と
思
わ

れ
る
あ

た
り
、

の
意
。
奈
良

・
平

安
時
代

に
は
、
主
と

し
て
、
遠
く

て
自
分
が
実
地

に
知

ら
な
い

は
る
か
な
過
去
、
忘

れ
ら
れ
た
過
去

な
ど
の
意

に
多

く
使

わ
れ

た
が
、
鎌
倉
時
代
以
後
、

ム
カ
シ
が
こ
の
意
味

に
広

ま

っ
て
来

て
、

イ

ニ
シ

へ
は
古
語
的

・
文
語
的

に
な
り
、

あ
ま
り
使

わ
れ

な
く
な

っ
た
。

(
『岩
波
古

語
辞
典
』

昭
和

49
年
)

「
『昔
』

な
る
も

の
が

『
今
』

か
ら
、

『
今
』

と
は
異
な
る
時
期

と
し

て
対
象
化

さ
れ

て
い
る
。
…

ム
カ

シ
と
い
う
語
じ
し
ん
、

ム
カ

フ

(
向
)

に
由

来
し

て
お
り
、

一
つ
の
か
な
た
な
る
、
向

こ
う
側

の
時
期
を
指
し
示
し

て
い
る
。
そ

の
点

ム
カ

シ
は
イ

ニ

シ

へ
11
往

ニ
シ

へ

(古
)
と
は
、
含
意
す
る
と

こ
ろ
を
お

の
ず

と
異

に
す
る
。
」
…
「
イ

ニ
シ

へ
は
イ

マ
に
ず

っ
と
続

い

て
き

て

い
る
過
去
」

で
あ
る
。(西

郷
信
綱

「
神
話
と
昔
話
」
昭
和

51
年
)

元
来

は
ム
カ

シ
は
表
現
主
体
と
連
接
す

る
過
去
を
表
す

の
に
対

⑤

六

し

て
、
イ

ニ
シ

へ
は
表
現
主
体
を
離
れ
た
過
去
を
表
す
と

い
う

区
別
が
あ

っ
た
が
、

こ
の
区
別

は
次
第

に
あ

い
ま

い
に
な
り
、

「
い
に
し

へ
の
こ
と
語
り

い
で
て
う
ち
泣
き
な
ど
し
給

ふ
」

(源

氏

・
末
摘
花
)

の
よ
う
に
経
験

の
う
ち

に
あ

る
過
去
を
示
す

こ

と
も
あ

る
。

(『
角
川
古
語
大
辞
典
』
昭
和

58
年
)

「
い
に
し

え
」

は
、

「往

に
11
し

旺
方
」

の
意
。
現
在
と
遮
断

さ

れ
た
遠

く
久

し

い
過
去

を
漠

然
と

い
う

言
葉
。

…
…

「
む

か

し
」

は

「向

か
時
」

で
、
現
在

の
自
分

に
向

き
合

っ
て

つ
な
が

る
過
去

を
言

い
、
…
…

(
伊
藤
博

『萬

葉
集

全
注
巻

一
』
昭
和
58
年

)

こ
の
他

に
特
筆

す

べ
き
も

の
に
望
月
郁
子

「
イ

ニ
シ

へ
・
ム
カ

シ
考
」

(
「
常
葉
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
昭
和
44
年
11
月
)
が
あ
る
。

こ
の
論
文

で

は
用
例

に
即
し

て
最
も
詳
し

い
考
察
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
右

の
②

の
説

と
結
論
は

ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
ま
た
、
西
郷
信
綱
氏

の
説

(説
③
)
を
受

け
た
西
條
勉
氏

の

「
ム
カ

シ
と

は

『
今
』
と

は
断
絶
し
た
異
次
元

の
時
間

帯
、
経
験
的
な
時
間
感
覚
を
超
え
た
大
過
去

の
こ
と

で
あ

る
。

…
(中
略
)

…

そ
れ

は
あ
と

で
触
れ

る
よ
う

に
、

「
今
」

と
連
続
し
経
験
的

な
時
間
意

識

の
次
元

で
と
ら

え
ら
れ

る
イ

ニ
シ

へ
と

は
異
な

っ
た
時
間

で
あ

る
。
」



(『
古
事
記
と
王
家

の
系
譜
学
』
第

一
章

「
フ
ル

コ
ト
を
ど
う
考

え
る
か
」
)

と

い
う
説
が
あ

る
。

こ
れ
ら
西
郷

・
西
條
両
氏

の
説
が
本
稿

の
考

え
方

に

最
も
近

い
が
、

ム
カ
シ
が

「
は
る
か
な
過
去
」
あ

る
い
は

「
大
過
去
」
だ

け

で
な
く
、
近

い
過
去

に
も
用

い
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
イ

ニ
シ

へ
は
過

去
か
ら
現
在

へ
と
流
れ
る
時
間

の
負

の
方
向

に
あ
る

の
で
は
な
く
、
現
在

か
ら
過
去

へ
と
流
れ
る
時
間

の
正

の
方
向

に
あ
る
と
考
え
る
点

に
お

い
て

異
な
る
。

3

本
稿
で
の
調
査
対
象

両
語

の
違

い
は
最
も
古

い
上
代

の
用
例
か
ら
検

討
す

べ
き

で
あ
る
が
、

上
代

の
用
例

で
万
葉
仮
名

で
書

か
れ
た
例

は
少

な
く
、

イ

ニ
シ

へ
は
九
例
、

ム
カ
シ
は
二
例

し
か
な
い
。

用
例

の
殆
ど

は

「
昔
」

「
古
」

「
往
古
」

「古

昔
」

「
従
来

」

な
ど

の
正
訓
字

で
書
か
れ

て
お
り
、

ム
カ
シ
と
も
イ

ニ
シ

へ
と

も
訓

み
得

る
も

の
が
多

い

(
観
智

院
本

類

聚
名

義
抄

に
も

「昔
」

「
古
」

と
も

に
ム
カ
シ

・
イ

ニ
シ

へ
の
訓
を
載

せ
る
。

仏
中
八
九

・
仏
中

六

三
)
。
し

た
が

っ
て
、
平
安

時

代

以
降

の
仮

名
書

き

の
例

の
検

討

に

よ

っ
て
得
ら
れ

る
違

い
を
上
代

の
仮
名
書
き
例

に

つ
い
て
適
用
し

て
み
て
、

同
様

の
結
果
が
得
ら
れ
る
な
ら
、
さ
ら

に
そ
の
区
別
を
正
訓
字

の
訓

み
に

応
用
す
る
し
か
な

い
。

イ

ニ
シ
へ
と

ム
カ

シ
の
違

い

現
在

で
は
イ

ニ
シ

へ
は
古
語
化

し
、

ム
カ
シ
が

イ

ニ
シ

へ
の
意
味
領
域

を
侵
し

て
い
る
こ
と

は
確
か

で
あ

る
が
、

そ
の
区
別

が
失

わ
れ

た
時
期

に

つ
い
て
は
明
確

で
は
な

い
。
前
節

に
掲
げ
た
説

に
お

い
て
も
、
両
語

の
意

味

の
違

い
を
ど

の
よ
う

に
考
え

る
か

に
因

る
が
、

そ
の
区
別

は
平
安
時
代

ま

で
は
あ

っ
た

(説
②
)
と
も
、
あ
る

い
は
既

に
平
安
時
代

の
11
世
紀
初

頭

に
書
か
れ
た
源
氏
物
語

に
そ
の
混
用
が
見
ら
れ

る

(説
④
)
と
も
言
わ

れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿

で
は
平
安
時
代

の
初
期

の
資
料

で
あ
る
古
今

集

(九
〇
五
年
成
立
)

の
用
例

に

つ
い
て
検
討
す
る

こ
と

に
す
る
。

以
下
、
本

稿

で
指
摘

す
る
両
語

の
違

い
は
八
代
勅
撰
和
歌
集
全
体

に
お

い

て
も
、
原
則
的

に
適

用

で
き
る
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
し
、
千
載

和
歌

集

(
一

一
八
七
年
成
立

)

の
仮
名
序

に
は

「敷
島

の
道
も
さ
か
り

に
お

こ
り

て
、
言

葉

の
泉

い
に
し

へ
よ
り
も
深

く
、
言
葉

の
林
む

か
し

よ
り
も
繁

し
」

と
、

イ

ニ
シ

へ
と
ム
カ

シ
と
が
対

に
な

っ
て
い
る
例

が
見

え
る
よ
う

に
、
す

で
に
平
安
時
代
後
半
頃

に
は
両
語

の
違

い
が
見
失

わ
れ
だ
し
て
い

る
よ
う
で
あ

る
。

ち

な
み
に
八
代
勅
撰
和
歌
集

に
見

え
る
両
語

の
数

は
次

の
表

の
ご
と
く

で
あ

る
。

テ
キ

ス
ト
は
新

日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
使

用
。
拾
遺
集

の
和

歌

に

「昔
」

と
書
か
れ
イ

ニ
シ

へ
と
訓
ま
れ

て
い
る
例
が
あ
る

(「
い
は

し

ろ

の
丶
中

に
立

て
る
む
す

び
ま

つ
心
も

と
け
ず
昔

お
も

へ
ば
」
八
五

七



イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

四

・
一
二
五
六
重
出
。
底
本
は

「
冷
泉
家
伝
来

の
藤
原
定
家
自
筆
本
を
忠

実

に
臨
写
し
た
と
さ
れ

る
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
中
院
通
茂
本
」

で

あ

る
)

が
、

こ
れ
は
イ

ニ
シ

へ
の
例
と
し

て
数
え
た
)
。

後
撰
集

・
拾
遺

集

・
金
葉
集

・
詞
花
集

に
は
序
文

は
な

い
。

ム
カ
シ

古
今

後
撰

拾
遺

後
拾

金
葉

詞
花

千
載

新
古

合
計

和

歌

15

19

17

21

3

9

27

73

嫐

題

・
左

9

8

1

9

3

1

5

8

44

仮
名
序

2

[

一

1

一

一

3

4

10

合

計

26

27

18

31

6

10

35

85

嬲

イ

ニ
シ

へ

古
今

後
撰

拾
遺

後
拾

金
葉

詞
花

千

載

新
古

合
計

和

歌

4

5

11

17

3

4

9

12

65

題

・
左

1

1

仮
名
序

7

一

一

2

一

一

2

1

12

合

計

11

5

11

20

3

4
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4

古
今
集
の
用
例
の
分
析

古
今

集

の
仮

名
序

と
和
歌

(詞

書

・
左

注
を

含
む
。

そ
の
理
由

は
後

述
)

で
は
、

イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ
シ
の
現
れ
方

に
相
違
が
あ

る
。
仮
名
序

で

は
イ

ニ
シ

へ
は
七
例
が
見
ら
れ

る
が
、

ム
カ
シ
は
和
歌

の
引
用

に
よ
る
二

八

例

(「
男
山

の
む
か
し
を
思

ひ
い
で
て
」

「
春

や
む
か
し

の
春
な
ら

ぬ
」
)

し
か
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
厳
密

に
は
仮
名
序

に
は
ム
カ
シ
は
見
ら
れ
な

い
と
言

っ
て
も

よ
い
。
逆

に
和
歌

に
は
ム
カ
シ
は
十
五
例
が
見
ら
れ

る
が
、

イ

ニ
シ

へ
は
四
例
だ
け

で
あ

る
。

こ
の
違

い
が
意
味
す

る
こ
と
に

つ
い
て

は
後

に
考

え
る
。

以
下
、
引

用
す

る
歌
文

の
イ

ニ
シ

へ

・
ム
カ
シ
の
表

記
は
テ
キ

ス
ト
の

ま
ま

で
あ
る

(
こ
の
底
本

は
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵

『詰
訓
和
歌
集
』

で

あ
る
)
。

4
1

1

古
今
集

の
イ

ニ
シ

へ
の
分
析

古
今

集

の
和
歌

に
見
え
る
イ

ニ
シ

へ
は
次

の
四
例

で
あ
る
。

①

い
に
し

へ
に
あ
り
き
あ
ら
ず
は
知
ら
ね
ど
も
千
年

の
た
め
し
君

に

は
じ
め
む

(三
五
三
)

②

い
に
し

へ
に
猶
立
ち
か

へ
る
心
か
な
恋
し
き

こ
と

に
も

の
忘
れ
せ

で

(七
三

四
)

③

い
に
し

へ
の
野
中

の
清
水

ぬ
る
け
れ
ど
本

の
心
を
し

る
人
ぞ
く
む

(八
八
七
)

④

い
に
し

へ
の
倭
文

の
苧
環

い
や
し
き
も
良
き
も

さ
か

り
は
あ

り
し

も

の
な

り

(八
八
八
)



⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

仮
名
序

に
見

え
る
イ

ニ
シ

へ
は
次

の
七
例

で
あ
る
。

い
に
し

へ
の
世

々
の
帝
、
春

の
花

の
朝
、
秋

の
月

の
夜
ご

と
に
、

侍

ら
ふ
人

々
を
召

し
て
、
事

に
付

け

つ
丶
、
歌
を

た
て
ま

つ
ら
し

め

た
ま
ふ
。

い
に
し

へ
よ
り
か
く
伝

は
る
う
ち
に
も
平
城

の
御
時

よ
り
ぞ
広

ま

り
け
る
。

こ
こ
に
い
に
し

へ
の
事
を

も
歌

の
心
を
も
し
れ
る
人

わ
ず
か
に

一

人

ふ
た
り
な
り
き
。

こ
こ
に
い
に
し

へ
の
事

を
も
歌
を
も
し
れ
る
人
多

か
ら
ず
。

小

野
小

町
は
い
に
し

へ
の
衣

通
姫

の
流

な
り
。

い
に
し

へ
の
こ
と
を
も
忘

れ
じ
、
ふ
り
に
し

こ
と
を
も
お

こ
し
給

ふ
と

て

い
に
し

へ
を
あ
ふ
ぎ

て
今

を

こ
ひ
ざ
ら
め
か
も
。

こ
れ

ら

の
イ

ニ
シ

へ
は
、
例
④

を
除

い

て
、

す

べ
て
語
源

に
即

し

て

「
過
ぎ
去

っ
た
時
」

と
訳
し

て
理
解
す
る

こ
と
が

で
き
る
が
、

さ
ら

に
次

に
述

べ
る
よ
う
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

和
歌

の
例
①

の
歌

に
関
し

て
新
古
典
文
学
大
系

の
頭
注

に

「
王
朝
律
令

制
社
会
は
先
例

・
典
拠
を
重
ん
じ
る
。
か
な
序

・
ま
な
序
も
そ

の
立
場

で

イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

記
述

す
る
」

と
あ
る
が
、
確

か
に
右

に
掲
げ

た
仮
名
序

に
お
け
る
イ

ニ
シ

へ
を

用
い
た
文

(例
⑤

か
ら
⑪
)

も
ま
た
、
す

べ
て
そ

の
よ
う
な
立
場

で

書

か
れ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
よ
う

で
あ
る
。
前
述

の
よ
う
に
仮
名
序

で

は
ム
カ

シ
を
用
い
る
こ
と
が
原
則
的

に
無

く
、

イ

ニ
シ
へ
の
み
が
用
い
ら

れ
る
が
、

こ
れ
は
、

ム
カ
シ
に
は
過
去

に
そ
う
し
た
先
例

・
典
拠
を
求

め

る
意
識

と
合
致

す
る
意
義
素

が
含

ま
れ
ず
、

イ

ニ
シ

へ
に
は
そ
れ
が
含

ま

れ
る
か
ら

で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

過
去

に
先
例

・
曲
ハ拠
を
求

め
る
と

い
う

の
は
、
過
去

が
現
在

と
連
続

す
る
時
間

と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
イ

ニ
シ
へ
は
現
在
と

の
連
続

性

に
お

い

て
捉

え
ら
れ
た
過
去

と

い
う
意
味

あ

い
が
あ
る

の
で
は
な

い
か
。
和

歌

の

例

④

の

「
い
に
し

へ
の
倭

文
」
は

「
日
本
古

来

の
織
物

で
あ
る
倭
文

」
と

い

っ
た
意
味

で
あ
り
、
イ

ニ
シ

へ
は

「
過
ぎ
去

っ
た
時
」
と

い

っ
た
意
味

か
ら

「
古
来
」
あ
る

い
は

「
古
式
」
と

い

っ
た
意
味

に
変
化
し

て
い
る
が
、

こ
の

「
古
来
」
あ
る

い
は

「
古
式
」
と

い

っ
た
意
味
は
、
イ

ニ
シ

へ
が
現

在
と

の
連
続
性

に
お

い
て
捉
え
ら
れ
た
過
去

で
あ
る

こ
と
を
却

っ
て
よ
く

示
す
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去

に
お

い
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
古
く
な

っ
て
は

い
る
も

の
の
、
現
在

に
お

い
て
も
な
お
存
在

す
る

の
が

「
古
来
」
「
古
式
」
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

和
歌

の
例
②
③

の
イ

ニ
シ

へ
は
、
そ

の
よ
う
な
、
過
去

に
お

い
て
存
在

九



イ

ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

し
た
も

の
が
、
現
在
も
な
お
存
在
し

て
い
る
と

い
う
文
脈

で
用

い
ら
れ

て

い
る
。

例
②

「
過
ぎ
去

っ
た
恋

の
日
々
の
あ

の
昔

に
や

は
り
立
ち
帰

っ
て
行
く

わ
た
く
し

の
心
よ
。

ひ
た
す
ら
恋
し
く
逢

い
た

い
と

い
う
思

い
に

つ
い
て

は
ま

っ
た
く
忘
れ
も
し
ま
せ
ん

の
で
」

(新
古
典
文
学
大
系
訳
)
。

「
恋

の

日

々
」

は
遠

い
過
去

の
こ
と

で
あ
る
が
、

「
ひ
た
す
ら

に
恋
し
く
逢

い
た

い
と

い
う
思

い
」
は
そ

の
頃
と
同
じ
く
今
も
存
在
す
る

の
で
あ

る
。

例
③

「
『
い
に
し

へ
の
野
中
』

と
古
歌

に
も
よ
ま
れ

て
い
る
そ

の
野
中

の
清
水

は
、
今

は
生

ぬ
る
く

な

っ
て
い
る
が
や

は
り
喉

(
のど
)
を
潤

す
た

め

に
人
が
汲
み
取
る
よ
う

に
、
わ
た
く
し
は
決
し

て
利
巧

で
は
な

い
け
れ

ど
も
、
も
と
も
と
わ
た
く
し

の
本

の
心
を
知
る
人
は
き

っ
と

こ
の
こ
こ
ろ

を
く

み
と

っ
て
く
だ

さ

る
」

(同
右
)
。

野
中

の
清
水

は
今

は
生

ぬ
る
く

な

っ
て
は
い
る
が
、
今

も
存
在
す
る
。
そ

の
水
を
人
々
が
汲
み
取
る

こ
と

も
今

も
昔

も
同
じ

で
あ
る
。

以
上

の
こ
と
か
ら
、

イ

ニ
シ

へ
は

「
現
在
と

の
連

続
性
に
お

い
て
捉
え

ら
れ
た
過
去

」

で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
過
去
は
本
来
、

一

個
人

の
経
験

し
た
範
囲
内

に

つ
い
て
用

い
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、

個
人

を
超

え

て
用
い
ら
れ
る

の
は
、
そ

の
過
去

が
質

的
に
同
じ
状

態

で
現

一
〇

在
と
連
続
す

る
場
合

に
限
ら
れ

る
の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。
神
田
典

城

氏

(
「
万
葉

集

十

三
番

歌

ー

「神

代
」

と

「古

昔

(
い

に
し

へ
)
」

i

(
2
)
」

(
「
国
語
国
文
学
論
集
」

26
号

学
習
院
女
子
短
期
大
学
国

語
国
文
学
会

平
成

9
年

3
月
)

は
、
イ

ニ
シ

へ
の
基
本
的
概
念
を

「
過

去

へ
と
自
分

の
属
す

る
時
空
間
領
域
を
連
続
的

に
辿

る
意
識
が
到
達

で
き

る
ぎ
り
ぎ
り

の
あ
た
り
」
と
捉
え

て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
同
じ
考
え

で
あ

ろ
う
。

4
1

2

古
今
集

の
ム
カ
シ

の
分
析

古
今
集

の
ム
カ

シ
は
次

の
よ
う
な
過
去

に
対
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る
。

1

自
分
と
関
わ
り
の
深
い
人
の
生
前

2

自
分
の
身
分
が
変
わ
る
前

3

若
か
っ
た
頃

4

友
人
や
恋
人
や
妻
と
心
を
通
わ
せ
て
い
た
頃
あ
る
い
は
そ
れ
以

前

5

遷
都
以
前

6

語
り
伝
え
ら
れ
た
過
去



ム
カ

シ
は

「
最
も
古

く

は
、

な

つ
か

し

い
故
人

や
自

分
が
実

際

に
体

験

・
見
聞

し
た
過
去

の
こ
と
を
い
う
」

(岩
波

古
語
辞
典
)

と
指

摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
古
今

集

で
も
右

に
項
目
立

て
し
た
う
ち

の
6

の

「
語
り

伝

え
ら
れ
た
過
去

」
に
入
る
例

を
除
い

て
、
す

べ
て
自
己
が
直
接
体
験

し

た
過
去

に
対

し

て
用

い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は

こ
の
語

に

本
質
的

に
関
わ
る

こ
と

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本

質

に
関
わ
る

こ
と
と

し

て
注

目
し
た

い
の
は
、
現
在

と
の
間

に
断
絶

の
感

じ
ら
れ
る
過
去
を
指

し

て
言

う
場

合

に
用

い
ら
れ
て
い
る

こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
右

の
ー
か
ら

5
の
場
合

に
明
確

に
現
れ

て
い
る
。

1

自

分
と
関
わ
り
の
深
い
人
の
生
前

①

藤

原
忠
房
が
む
か
し
あ
ひ
知
り

て
侍
り
け
る
人

の
、
身
ま
か
り

に

け
る
時

に
弔
問
に
遣

は
す
と

て

(
八
三
七
詞
書
)

②

主

、
身
ま
か
り
け
る
人

の
家

の
梅

の
花
を
見

て

色

も
香
も
昔

の
濃
さ
に
匂

へ
ど
も
植
ゑ
け
む
人

の
影
ぞ
恋
し
き

(八
五

一
)

③

藤
原
利
基
朝
臣

の
、
右
近
中
将

に
て
住
み
侍
り
け
る
曹
司

の
身
ま

か
り

て
、
人
も
住
ま
ず
な
り

に
け
る
を
、
秋

の
夜
更
け

て
、
も

の

よ
り
ま
う

で
来
け
る

つ
い
で
に
見

い
り
け
れ
ば
、
元
あ
り
し
前
栽

イ

ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

も
、

い
と
繁

く
荒

れ
わ
た
り
た
る
け
る
を
見

て
、
早
く
そ

こ
に
侍

り
け
れ
ば
、

む
か
し
を
思
ひ
遣

り

て
、
よ
み
け
る

(
八
五
三
詞
書
)

④

来

む
世

に
も
早
な
り
な
な
む
目

の
前

に

つ
れ
な
き
人
を
昔
と
思
は

む

(
五
二
〇
)

⑤

式
部
卿
親
王
、
閑
院
五
皇
女

に
住
み
わ
た
り
け
る
を
、

い
く
ば
く

も
あ
ら

で
、
女
皇
女

の
身
ま
か
り

に
け
る
時

に
、
か

の
皇
女

の
住

み
け
る
帳

の
帷
子

の
紐

に
文
を
結
び
付
け
た
り
け
る
を
、
取
り

て

見
れ
ば
、
む
か
し

の
手

に
て
、

こ
の
歌
を
な
む
書
き

つ
け
た
り
け

る

(八
五
七
詞
書
)

④
⑤

の
二
例
は
亡
く
な

っ
た
そ

の
人
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
に
分
類
し

て
お
く
。

こ
の
意
味

に

つ
い
て
は
後

に
取
り
上

げ
る
。

2

自
分

の
身
分
が
変
わ
る
前

⑥

大
納
言
藤
原
国
経
朝
臣
、
宰
相
よ
り
中
納
言

に
な
り
け
る
時

に
、

染
あ
ぬ
袍
綾
を
贈
る
と

て
、
よ
め
る

色
な
し
と
人
や
見
る
ら
む
昔
よ
り
深
き
心
を
染
め

て
し
も

の
を

(八
六
九
)

こ
の
項
目

に
属
す
る
用
例
が
少
な

い
の
で
八
代
集

の
中
か
ら
補

二



イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

足
す
る
と
、
「
(
世
を
遁
れ

て
の
ち
白
河

の
花
を
見

て
よ
め
る
)

散
る
を
見

で
帰
る
心
や
さ
く
ら
花
む
か
し

に
変
る
し
る
し
な
る

ら
ん
」

(
千
載

一
〇
六
五
)

は
在
俗

の
頃
を

ム
カ

シ
と
言
う
例

で
あ
る
。

3

若

か

っ
た
頃

⑦

桜

の
下

に
て
老

ぬ
る
事
を
嘆
き

て
、
よ
め
る

色

も
香
も
お
な
じ
昔

に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け

る

(
五
七
)

⑧

花

の
ご
と
世

の
常
な
ら
ば
過
ぐ
し

て
し
昔
は
又
も
帰
り
き
な
ま
し

(
九
八
)

⑨

今

こ
そ
あ
れ
我

も
昔

は
を
と

こ
山
さ
か
ゆ
く
時
も
あ
り

こ
し
も

の

を

(八
八
九
)

4

友

人
や
恋

人
や
妻
と
心
を
通
わ
せ
て
い
た
頃
あ
る
い
は
そ
れ
以
前

⑩

人

は

い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔

の
香

に

に
ほ
ひ
け
る

(
四
二
)

⑪

さ

つ
き
待

つ
花

た
ち
ば
な

の
香
を
か
げ
ば
昔

の
人

の
袖

の
香
ぞ
す

る

(
一
三
九
)

⑫

人

は
い
さ
我
は
無
き
名

の
を
し
け
れ
ば
昔
も
今
も
知
ら
ず
と
を
言

は
む

(
六
三
〇
)

一
二

⑬

長
し
と
も
思

ひ
そ
は

て
ぬ
昔
よ
り
逢
ふ
人
か
ら

の
秋

の
夜
な
れ
ば

(亠ハ
三
六
)

⑭

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔

の
春
な
ら
ぬ
我
が
身

ひ
と

つ
は
も
と

の
身

に

し

て

(七
四
七
)

⑮

た
れ
を
か
も
知
る
人

に
せ
む
高
砂

の
松
も
昔

の
友
な
ら
な
く

に

(九
O
九
)

⑯

世

の
中
は
む
か
し
よ
り
や
は
憂
か
り
け
ん
わ
が
身

ひ
と

つ
の
た
め

に
な
れ
る
か

(九
四
八
)

⑰

む
か
し
あ

ひ
知
り

て
侍
り
け
る
人

の
、
秋

の
野

に
遭

ひ
て
物
語
し

け
る

つ
い
で
に
、
よ
め
る
、

秋
萩

の
古
枝

に
さ
け
る
花
見
れ
ば
本

の
心
は
わ
す
れ
ざ
り
け
り

(二

一
九
詞
書
)

⑱

右
大
臣
、
住
ま
ず
な
り

に
け
れ
ば
、
か

の
む
か
し
遣
せ
た
り
け
る

文
ど
も
を
取
り
集
め

て
、

返
す
と

て
、

よ
み
て
、

贈
り
け
る

(七

三
六
詞
書
)

⑫

の

「昔

の
人
」
は
例
え
ば
和
泉
式
部
日
記

で
の
引
用

で
は
故

人

で
あ
り
、
伊
勢
物
語
60
段

の
引
用

で
は
昔

の
恋
人

で
あ
る
。

今
、
後
者

と
し

て
こ
こ
に
入
れ
る
。



5

遷
都

以
前

⑲

い
そ
の
神

ふ
る
き
宮

こ
の
郭
公

こ
ゑ
ば
か
り

こ
そ
昔

な
り
け
れ

(
一
四
四
)

栄
雅
抄

に

「古

き
都

の
も
の
ご

と
に
変

わ
り
果

て
た
る
に
、

ほ
と

と
ぎ
す

の
声

ば
か
り
、
昔

の
ご

と
く
な
り
と
よ
め
り
」

と
あ
る
。

右

の
い
ず

れ
か
の
項
目

に
入

る
と
考

え
ら

れ
る
が
、

そ
れ
を
判
断

す
る

材
料

が
な
い
も

の
に
次

の

一
例

が
あ

る
。

⑳

あ
は
れ
て
ふ
言

の
葉
ご

と
に
置

く
露

は
昔
を
恋

ふ
る
涙

な
り
け
り

(九

四
〇
)

以
上

の
五
項
目

二
十
例

の
ム
カ
シ
が
指
す
過
去

に
は
、
現
在

と
の
問

に

何
ら
か

の
点

に
お
い
て
断
絶
が
あ

る
こ
と
が
読

み
取

れ
る
も

の
で
あ

る
。

3
の

「
若
か

っ
た
頃
」

は
単

に
過
ぎ
去

っ
た
時

と
い

っ
た
意
味

に
も

理
解

で
き

る
が
、
⑨

の
例

か
ら
分
か

る
よ
う

に
、
現
在

で
は
失

わ
れ
た
豊

か
な

生
命
力

が
あ

っ
た
時

と
い
う
意
味
あ

い
が
強

い
。
⑦
も
既

に
指
摘

さ
れ
て

い
る
よ
う

に

「
こ
の

一
首

は
、
題
も
心
情
も
、
白
氏
文
集
十
六

・
桜
桃
花

下
歎
白
髪

「
遂
レ
処
花
皆
好
。

随

レ
時
貌
自
衰
。
紅
桜
満

レ
眼

日
。
白
髪
半

・
頭

時
」

の
詩

情

そ
の
も

の

で
あ

る
」

(新
古

典
文

学
大
系

注
)
と

い

っ

た
も

の
で
あ

る
。
⑧
も
ま

た

「花

の
盛

り
は
帰

る
が
、
人

の
盛

り
は
帰

ら

イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

な
い
」

(同
右
)

と
い

っ
た
意
味

に
捉

え
る

の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。

6

語
り
伝

え
ら
れ
た
過
去

⑳

こ
の
歌

は
、

む
か
し
、
仲
麿

を
唐
土

に
物
習

は
し

に
遣

は
し
た
り

け
る
に
、

…
月

の
い
と
面
白

く
さ
し
出

で
た
り
け
る
を
見

て
、

よ

め
る
と
な
む
語

り
伝

ふ
る

(
四
〇
六

左
注

)

⑳

こ
の
三

つ
の
歌

は
、
昔

あ
り
け

る
三
人

の
翁

の
よ
め

る
と
な

む

(
八
九

五
左
注

)

⑳

こ
の
歌

は
、
あ

る
人
、

む
か
し
、
男

あ
り
け
る
女

の
、
男
訪

は
ず

な
り
に
け
れ
ば
、
難
波

な
る
三
津
寺

に
ま
か
り

て
、

尼
に
な
り

て
、

よ
み
て
、
男

に
遣

は
せ
け
る
と
な
む
言

へ
る

(九
七

三
左
注
)

⑳

あ

る
人
、

こ

の
歌

は
、
昔
、
大

和

の
国

な

り
け

る
人

の
女

に
、

…
…
そ
れ
よ
り
、
又
他

へ
も

ま
か
ら
ず

な
り
に
け
り
と
な
む
言

ひ

伝

へ
た
る

(九
九

四
左
注
)

ム
カ
シ
の
指
す
過
去

が
自
己

の
直
接
体
験

し
た
も

の

で
は
な
い
例

は
、

古
今
集

で
は
す

べ
て
こ
の

「語

り
伝

え
ら
れ
た
過
去
」

の
項

に
入

る
。

こ

れ
ら

ム
カ

シ
の

こ
と

が
ら

は

「
…
と
な
む

語

り
伝

ふ
る
」
「
…
と
な

む
」

「
…
と

な
む
言

へ
る
」

「
…
言

ひ
伝

へ
た
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
す

べ

て
人

か
ら
語

り
伝

え
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
話
者

が
生
き

る
現
実

の
社
会

と
は

直
接
的

に
は
関
わ

ら
な
い
も

の
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
と
言

え
る
。

そ
の

一
三



イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

語

り
伝

え
ら
れ
た
世
界
を
流

れ
る
時
間

の
中

に
は
話
者

は
い
な
い
。

そ
の

意
味

で
こ
れ
ら
の
ム
カ

シ
も
話
者

の
現
在

と
断
絶

し
た
過
去

で
あ
る
。

5

ム
カ
シ
の
持

つ
断
絶
感
に
つ
い
て

ム
カ

シ
の
持

つ
断
絶
感

に

つ
い
て
補

足

で
き
る
こ
と
が
ら
を
い
く

つ
か

挙

げ
れ
ば
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

ひ
と

つ
は
、

ム
カ

シ
は
自
然

の
不
変

と
人
事

の
転
変

を
対

照
さ
せ
る
場

合

に
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多

い
こ
と
で
あ
る
。
例
②
⑦
⑧
⑪
⑮
⑳

が
そ

の

例

で
あ
る
が
、

古
今

集
以
外

に
も
、

花

の
色

は
昔

な
が
ら

に
見

し
人

の
心

の
み

こ
そ
う

つ
ろ

ひ
に
け
れ

(後
撰

一
O
二
)

つ
れ
づ
れ
と
荒

れ
た
る
宿

を
な
が
む
れ
ば
月
ば
か
り

こ
そ
む
か
し
な

り
け
れ

(
詞
花

三
〇
八
)

さ
さ
浪

や
志
賀

の
都

は
荒
れ

に
し
を

む
か
し

な
が
ら

の
山
桜

か
な

(
千
載

六
六

)

も
ろ
と
も

に
見
し
人

い
か

に
な
り

に
け
ん
月
は
昔

に
か
は
ら
ざ
り
け

り

(千
載
九
九
五
)

宿
も
や
ど
花
も
む
か
し

に
匂

へ
ど
も
主
な
き
色
は
さ
び
し
か
り
け
り

(
千
載

一
〇
五
四
)

一
四

む
か
し
見

し
松

の
梢

は
そ
れ
な
が
ら
む
ぐ
ら
の
門

を
鎖

し

て
け
る
か

な

(千
載
二

一
〇
二
)

な
ど
と
見
ら
れ
る
。

イ

ニ
シ
へ
は

こ
の
よ
う
に
自
然

の
不
変

と
人
事

の
転

変
を
対

照
さ
せ
る
場
合

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

た
だ
し
、

い

つ
と
て
も
か
は
ら
ぬ
秋

の
月

み
れ
ば
た
ゴ
い
に
し

へ
の
空

ぞ
恋

し

き

(後
拾
遺

八
五
三
)

い
に
し

へ
に
変

は
ら
ざ

り
け
り
山
ざ

く
ら
花

は
我

を
ば
い
か
ゴ
見

る

ら
む

(千
載

一
〇
五
五
)

と
い

っ
た
例

が
八
代
集

の
中

に
は
わ
ず
か
な
が
ら
見

ら
れ
る
。

し
か
し
、

ム
カ
シ
の
場
合

は
、

過
去

は
現
在
と
は
断
絶

し
た
時

間
と
し
て
客
観
的

あ

る
い
は
対

照
的
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
、

こ
れ
ら

の
歌

に
お
け
る

過
去

は
、
現
在

の
自
分

が
恋

う
る
対

象

で
あ
り
、

ま
た
、
現
在

の
わ
が
身

を
感

傷
す
る
基
準

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
現
在
と
関
わ
り
に
お
い

て
捉

え
ら

れ

て
い
る
過
去

で
あ
る
。

も
う
ひ
と

つ
は
、

ム
カ

シ
が
故
人
そ

の
人
を
意
味

す
る

こ
と

で
あ
る
。

例
④

⑤
が
そ

の
例

で
あ
る
が
、
八
代
集

で
は
他

に
、

む
か
し
だ

に
む
か
し
と
思

ひ
し
た
ら
ち
ね

の
な
ほ
恋
し
き
ぞ
は
か
な

か
り
け
る

(
新
古
今

一
八

一
五
)

の
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
意

味
は

「
自
分
と
関
わ
り

の
深

い
人

の
亡
く
な



る
前
」

の
項
目

に
入
れ
た
よ
う
に
、

そ
の
人

の
生
前

の
時

を
い
う
こ
と
か

ら
派
生

し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
人

の
死

が

一
つ
の
時
代

の
終

わ
り
を
意
味

す

る
こ
と
が
あ

る
が
、
生
前

の
時

の
意
味

に
も
故
人

の
意
味

に
も

理
解

で

き
る
例

は
多

い
。
例
③

も
そ
う
で
あ

る
が
、

思

ひ
や
れ
む
な
し
き
と

こ
を

う
ち

は
ら
ひ
む
か
し
を

し
の
ぶ
袖

の
雫

を

(千
載
五
七

四
)

け
ふ
く

れ
ど
あ

や
め
も

し
ら

ぬ
袂

か
な

む
か
し
を

こ
ふ
る
ね

の
み

か

丶
り
て

(新
古
今
七
七
〇
)

あ

や
め
草

ひ
き
た
が

へ
た
る
袂

に
は
む

か
し
を

こ
ふ
る
ね
ぞ
か

丶
り

け
る

(新
古
今
七
七

一
)

な
ど
も
同
様

で
あ

る
。

イ

ニ
シ

へ
に
も
故
人
を
意
味
す

る
例

が
あ

る
。
管
見

で
は
次

の

一
例
だ

け
で
あ

る
。

…
(中
君

は
)
「
い
に
し

へ

(故
大
君
)

の
御
か

は
り
」
と
、

(薫
を
)

な
ず

ら

へ
聞

こ
え
て

(源
氏
物
語

・
早
蕨
)

し
か
し
、

こ
れ

は
単

に
こ
の
世
か

ら
過
ぎ
去

っ
て
し

ま

っ
た
人
と

い
う
意

味
あ

い
で
あ

ろ
う
。

同
じ
早
蕨

の
巻

に
、

「
過
ぎ

に
し

(故
大
君
)

が
恋

し
き

こ
と
も
忘
れ

ね
ど
」
と
も
あ

り
、
「
あ

ひ
見
し
妹

は
い
や
年
ざ
か

る
」

(萬
葉

二

一
一
)
と

い

っ
た
捉

え
方

か
ら
派
生

し
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

イ
ニ
シ
へ
と
ム
カ
シ
の
違
い

さ
ら
に
仏
教

の
前
世

の
意
味

の
ム
カ
シ
が
あ
る
。

こ
れ
は
故
人

の
意
味

か
ら
派
生

し

た
と
考

え
ら
れ

る
が

(
望
月
郁

子

「
イ

ニ
シ

へ

・
ム
カ
シ

考
」
)
、

次

に
掲
げ
る
例

が
示
し

て
い
る
よ
う

に
、

「
こ
の
世
」

に
対
す

る

「む

か
し

の
世
」
と

い
う
意
識

が
濃

い
よ
う

で
あ
る
。

昔

の
契
有

り
け
る
に
よ
り
な
ん
此
世
界

に
は
ま
う
で
き
た
り
け
る

(竹
取
物
語
)

む

か
し
の
世

に
い
か

な
る
罪
を

つ
く
り
侍

り
て
、

か
う
さ
ま
た
げ

さ

せ
給

ふ
身

と
な
り
侍

り
け
ん

(
か
げ

ろ
ふ
日
記

・
下
)

い
か
さ
ま
に
昔
む
す

べ
る
契

り
に
て
こ
の
世

に
か

か
る
中

の

へ
だ
て

ぞ

(源
氏
物
語

・
紅
葉
賀
)

こ
れ
も

さ
る
べ
き
む

か
し

の
世

の
ち
ぎ

り
な
り
。

(夜

の
寝
覚
)

う
き
も
猶
昔

の
ゆ
ゑ
と
思

は
ず
ば

い
か

に
此

の
世
も
恨

み
は
て
ま
し

(新
古
A
二

九
六
六
)

イ

ニ
シ

へ
に
は
前
世

の
意
味

は
見
当

た
ら

な
い
よ
う

で
あ

る
。

た
だ
し
、

イ

ニ
シ
カ
タ
に

「
御
足
跡
を

見

に
来

る
人

の

伊
尓
志
加
多

千
代

の

罪

さ

へ

滅

ぶ
と
そ

い
ふ
」

(
仏
足

石
歌

)

と

い
う
例
が
あ

る
が
、

こ
こ

に
は

「
前
世

・
現
世

・
来
世
」
と

い

っ
た
世
界

の
違

い
は
意
識

さ
れ

て
い

な

い
も

の
と
思

わ
れ

る
。

一
五



イ

ニ
シ

へ
と

ム
カ
シ
の
違

い

ま

と

め

以
上
見

て
き

た
よ
う
に
、

イ

ニ
シ

へ
と
ム
カ
シ
に
は
、
次

の
よ
う
な
違

い
が
あ

る
。

イ

ニ
シ

へ
は
現
在

と
の
連
続
性

に
お
い
て
捉

え
ら
れ
た
過
去

で
あ

り
、

ム
カ
シ
は
現
在

と
断
絶

し
て
い
る
過
去

で
あ
る
。

こ
の
違

い
は
、

イ

ニ
シ

へ
は

「経
験

の
時
間
」

に
お
け
る
過
去
を
表
す

語

で
あ
り
、

ム
カ
シ
は

「思
索

の
時
間
」

に
お
け
る
過
去
を
表
す
語

で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
、
次

の
よ
う
に
関

わ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

前
述

の
よ
う
に
、

そ
の
語
源

か
ら
考

え
て
、

イ

ニ
シ

へ
が

「経
験

の
時

間
」

に
お
け
る
過
去
を
意
味

す
る
こ
と
は
疑

え
な
い
。

「経
験

の
時
間
」

に
は
、
話
者

の
歩

み

の
経
験

と
し
て
捉

え
ら
れ
る
も
の
と
、
話
者

は
動

か

ず
に
出
来
事

が
目
の
前

に
次

々
と
立
ち
現

れ
る
と
捉

え
る
場
合

に
認
識

で

き
る
も
の
と
が
区

別
さ
れ
た
が
、

い
ず

れ
の
場
合

に
お
い
て
も
、

過
去

は

単

に

「過

ぎ
去

っ
て
い

っ
た
時
」

で
し
か
な
い
。

そ
こ
に
は
過
去

か
ら
現

在

へ
、

ま
た
現
在

か
ら
過
去

へ
と
連
続

し
て
流

れ
る
時
間

が
感

じ
ら
れ

て

い
る
だ

け

で
あ

り
、

現
在

と
過
去

を
断
絶

さ
せ

る
意
識

は
な

い
。
し

た

が

っ
て
、

イ

ニ
シ
へ
は

「経
験

の
時
間
」

に
お
け
る
過
去

で
あ
り
、
現
在

と

の
連
続
性

に
お
い

て
捉

え
ら
れ
た
過
去

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の

エ

ハ

で
あ

る
。

「
ム
カ

シ
は
現
在

と
断

絶
し

て
い
る
過
去

で
あ

る
」

と

い

っ
た
場
合
、

断
絶

し
て
い
る
の
は
時
間

で
は
な
い
。

か

つ
て
の
自
分
を

と
り
ま
く
状
況

が
現
在

の
そ
れ
と
断
絶

し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
の
き

っ
か
け
に
な

っ
た

の
は
主

に
人
事

の
変
化

で
あ
る
が
、

そ
の
変
化
を
断
絶

と
意
識

し

て
い
る

の
は
話
者

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
同

じ
人
事

の
変
化
を
断
絶

と
意
識

し

な
い
人

に
と

っ
て
は
、

そ
の
変
化

以
前

は
ム
カ

シ
で
は
な
い
。

し
た
が

っ

て
、

ム
カ
シ
が

「思
索

の
時
間
」

に
お
け
る
過
去

で
あ

り
、

そ
の
過
去

は

現
在

と
断
絶

し
て
い
る
過
去

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿

で
扱

う

べ
く
し

て
扱

い
得

な
か

っ
た
ム
カ

シ
へ
と
い
う
語
が
あ
る
。

ム
カ

シ
は
ム
カ

シ
へ
の
下
略

と
考

え
る
説

も
あ
る
が
、

八
代
集

で
は
古
今

集

に
次

の
二
例

が
見

え
、

O
む
か
し

へ
や
い
ま
も
恋

し
き
時
鳥

ふ
る
さ
と
に
し
も
鳴

き

て
来

つ

ら
む

(
エ
ハ
三

中
心
岑
卩)

○
…
あ
は
れ
む
か
し

へ

あ
り
き

て
ふ

人
麻

呂

こ
そ
は

う
れ
し

け
れ
…

(
一
O
O
三

忠
岑
)

土
佐

日
記
に

ム
カ

シ
ヘ
ヒ
ト

の
形

で
亡

く
な

っ
た
娘
を
指
す
例

が
二
例
あ



る
の
み
で
あ

る
。
上
代

に
は
仮
名
書
き
例

は
な

い
。
た
だ
し
、
萬
葉
集

の

「
古
家
」

(
9

・
一
七
九
八
、

11

・
二
六
二
八
、

11

・
二
六

一
四
、
)

「
古

部
」

(
7

・
三
七
九

一
、

16

・
三
七

九

一
)

を

そ
の
よ
う

に
訓
む
可
能
性

も
否
定

で
き
な

い

(
望
月
前
掲
論
文
)
。

ま
た
、
本

稿

で
十
分

に
考
え
得
な
か

っ
た

こ
と
が
あ
る
。
八
代
集

の
詞

書

・
左

注
に
は

ム
カ

シ
が
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、
イ

ニ
シ

へ
が
用

い
ら
れ

る
こ
と
は
極

め

て
少

な
い
と
い
う

こ
と
に

つ
い

て
で
あ
る
。
古

今
集

の
仮

名
序

で
は
イ

ニ
シ
へ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
和
歌

で
は
ム
カ
シ
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
の
は
、
仮
名
序

で
は
過
去

と
の
連
続
性

が
強
調

さ
れ
、
和
歌

で
は
過
去
と

の
断
絶
を
詠
嘆
す

る
こ
と
が
多

い
こ
と
に
よ
る

も

の
と
考

え
ら
れ
た
が
、
詞
書

・
左
注

に
ム
カ
シ
が
多

く
現

れ
る
の
は
、

主
と
な

る
和
歌
と
同
様

の
立
場

で
過
去

が
捉

え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
示
唆

す

る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
、

そ
の
よ
う

に
考

え
る
こ
と

の
反
例

に
な

る
と
思
わ
れ

る
例
が
あ

る
。
詞
書

に
は
ム
カ
シ
と
表
現

さ
れ

て
い
る
過
去
を
、
和
歌

で
は
イ

ニ
シ

へ
と
言

っ
た
、
後
拾
遺
集

に
見
え

る

次

の
二
例

で
あ

る
。

○
熊
野

に
詣

で
侍
り
け
る

に
、
小

一
条
院

の
通

ひ
た
ま

ひ
け
る
難
波

と

い
ふ
所

に
泊
り

て
、
む
か
し
を
思

ひ
い
で
て
よ
め
る

い
に
し

へ
に
な

に
は

の
こ
と
も
変
は
ら
ね
ど
涙

の
か
か
る
旅
は
な

か
り
き

(五
九
五
)

O
入
道

前
太

政
大

臣
法

成
寺

に
て
念

仏
行

ひ
侍

り
け
る
頃
、
後
夜

の

時
に
逢
は
ん
と

て
近

き
所

に
宿

り

て
侍

り
け
る

に
、
鶏

の
鳴

き
侍

り
け
れ
ば
、

む
か
し
を
思
ひ
い

で
て
よ
み
侍

り
け
る

い
に
し

へ
は

つ
ら
く
聞

え
し
鳥

の
音

の
う
れ
し
き
さ

へ
そ
物

は
か

な
し
き

(
一
〇

一
九
)

こ
れ
ら
は
例
外
的

な
も

の
と
考

え
る
か
、
あ

る
い
は
和
歌

の
世
界

と
詞

書
と

の
世
界

は
や
は
り
別

で
あ

る
と
考

え
る
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と

に
な

る
が
、
叙
事

の
世
界
と
抒
情

の
世
界

に
お
け

る
過
去

の
捉

え
方

に
関
わ

っ

て
、
改
め

て
考
え

る
べ
き
問
題

で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

イ

ニ
シ
へ
と

ム
カ

シ
の
違

い

一
七


