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― 1 ― 和歌における「…ばや…連体形」の解釈について

和
歌
に
お
け
る
「
…
ば
や
…
連
体
形
」
の
解
釈
に
つ
い
て

　

小
田
　
勝

　
　
　

本
稿
の
目
的

　

和
歌
に
お
け
る
「
…
ば
や
…
連
体
形
」（
以
下
、「
ば
や
」
の
「
ば
」
は

已
然
形
接
続
の
接
続
助
詞
）
の
句
型
は
、
通
常
左
に
示
し
た
よ
う
な
形
で

解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

１　

�

別
れ
て
は
ほ
ど
を
へ
だ
つ
と
思
へ
ば
や
か
つ
見
な
が
ら
に
か
ね
て

恋
し
き
（
古
今
集
・
三
七
二（

1
（

）

　
　

ｂ　

�

別
れ
た
ら
最
後
、
二
人
の
間
に
距
離
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
な

の
か
、
一
方
で
楽
し
く
会
っ
て
い
る
の
に
、
他
の
一
方
で
別
れ

て
悲
し
い
と
い
う
気
持
が
今
か
ら
わ
い
て
く
る
こ
と
よ
。（
小

沢
正
夫
・
松
田
成
穂
『
古
今
和
歌
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
）

　

２　

�

松
も
み
な
竹
も
別
れ
を
思
へ
ば
や
涙
の
し
ぐ
れ
降
る
こ
こ
ち
す
る

（
貫
之
集
）

　
　

ｂ　
�

松
も
竹
も
み
な
故
人
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
泣
い
て
い
る
た
め

な
の
か
、
そ
の
風
に
鳴
る
音
を
聞
く
と
、
涙
が
時
雨
と
な
っ
て

降
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。（
木
村
正
中
『
土
佐
日
記�

貫
之
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
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ｃ　

�

松
も
竹
も
す
べ
て
逝
去
を
悲
し
く
思
う
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
涙

が
時
雨
と
な
っ
て
降
る
よ
う
に
風
が
聞
こ
え
る
。（
田
中
喜
美

春
・
田
中
恭
子
『
貫
之
集
全
釈
』
風
間
書
房
）

　

３　

�

あ
め
の
下
の
が
る
る
人
も
な
け
れ
ば
や
着
て
し
濡
れ
衣
干
る
よ
し

も
な
き
（
拾
遺
集
・
一
二
一
六
）

　
　

ｂ　

�

天
の
下
、
す
な
わ
ち
雨
の
下
を
逃
れ
る
人
が
い
な
い
か
ら
か
、

着
て
し
ま
っ
た
濡
れ
衣
を
干
す
手
立
て
も
な
い
。（
小
町
谷
照

彦
『
拾
遺
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

４　

�

山
陰か
げ

の
伏ふ
せ

屋
は
春
も
知
ら
ね
ば
や
軒の
き

端ば

の
垂た
る

氷ひ

と
く
る
間ま

も
な
き

（
待
賢
門
院
堀
河
集
）

　
　

ｂ　

�

山
陰
の
草
葺
き
の
小
さ
な
家
は
、
春
を
も
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
、（
い
つ
ま
で
も
寒
さ
が
続
い
て
）
軒
端
の
垂
氷
は
解
け

る
間
も
な
い
こ
と
だ
。（
錦
織
周
一『
待
賢
門
院
堀
河
集
全
注
釈
』

和
泉
書
院
）

　
　
ｃ　

�

山
陰
の
粗
末
な
家
は
春
と
は
無
縁
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
軒
端

に
下
が
っ
た
つ
ら
ら
が
解
け
る
暇
も
な
い
こ
と
だ
。（
加
藤
睦
・

松
本
真
奈
美
「『
待
賢
門
院
堀
河
集
』
注
釈
（
一
）」『
立
教
大

学
日
本
文
学
』
101
）

本
稿
は
、
こ
の
解
釈
法
が
不
適
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る（

2
（

。

　
　
　

一
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
は
「
…
ば
や
」
で
切
れ
る
の
か

　

前
節
に
示
し
た
よ
う
な
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
を
「
…
か
ら
か
、
…

で
あ
る
（
こ
と
よ
）」
の
形
で
解
釈
す
る
解
釈
法
は
、
次
の
よ
う
な
構
文

理
解
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

①�

「
…
ば
や
…
連
体
形
」は「
…
ば
や
。…
連
体
形
」の
よ
う
に
、「
ば

や
」
の
所
で
文
が
切
れ
る（

（
（

。

　
　

②�

（「
…
ば
や
」
で
切
れ
る
の
だ
か
ら
）「
…
ば
や
」
は
「
…
ば
や
（
あ

ら
む
）。」
な
ど
の
省
略
形
で
あ
る
。

　
　

③�

（「
…
ば
や
」
で
切
れ
る
の
だ
か
ら
）
文
末
の
連
体
形
は
、「
や
」

の
結
び
で
は
な
く
、
擬
喚
述
法
（
感
動
の
連
体
形
止
め
）
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
理
解
の
正
当
性
は
、
①
「
…
ば
や
。」
で
切
れ
た
確
か
な

例
が
存
在
す
る
こ
と
、
②
「
…
ば
や
あ
ら
む
。」
な
ど
の
非
省
略
形
式
が

存
在
す
る
こ
と
、
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、「
…
ば
や
」
と
類
似
す
る
「
…
ば
に
や
…
」
に
は
、「
…
ば
に
や

…
終
止
形
」
の
句
型
（
用
例
5a
）、「
…
ば
に
や
あ
ら
む
」
の
形
式
（
用
例

5b
）
が
存
在
し
、「
…
ば
に
や
。」
が
そ
こ
で
切
れ
る
形
式
で
あ
る
こ
と
が

直
ち
に
示
さ
れ
る
。
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５
ａ　

�［
夕
霧
ハ
薫
ヲ
］
な
ま
目
と
ま
る
心
も
添
ひ
て
見
れ
ば
に
や
、

ま
な
こ
ゐ
な
ど
、［
柏
木
ニ
比
ベ
テ
］
こ
れ
は
い
ま
す
こ
し
強

う
才か
ど

あ
る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
、
眼ま

尻じ
り

の
と
ぢ
め
を
か
し
う
か

を
れ
る
け
し
き
な
ど［
柏
木
ニ
］い
と
よ
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
り

0

0

0

0

。

（
源
氏
物
語
・
横
笛
・
④
三
六
四
頁
）

　
　

ｂ　

�

小
さ
き
ほ
ど
の
児ち
ご

を
あ
ま
た
見
ね
ば
に
や
あ
ら
む
、
か
ば
か
り

の
ほ
ど
は
た
だ
い
は
け
な
き
も
の
と
の
み
見
し
を（
源
氏
物
語
・

横
笛
・
④
三
五
〇
頁
）

「
…
に
や
…
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

　

６
ａ　

�

君
一
人
訪
は
ぬ
か
ら
に
や
我
が
宿
の
道
も
露
け
く
な
り
ぬ
べ
ら

0

0

な
り

0

0

（
貫
之
集
）

　
　

ｂ　

�

我
妹
子
が
恋
ふ
る
に
や
あ
ら
ん
沖
に
す
む
鴨
の
浮
き
寝
の
や
す

け
く
も
な
し
（
古
今
和
歌
六
帖
）

「
…
な
れ
や
…
」
の
形
式
も
、
中
古
以
降
は（

（
（

「
な
れ
や
」
で
切
れ
る
例
が

存
す
る
。

　

７
ａ　

�

風
吹
け
ば
波
う
つ
岸
の
松
な
れ
や
ね
に
あ
ら
は
れ
て
泣
き
ぬ
べ0

ら
な
り

0

0

0

（
古
今
集
・
六
七
一
）

　
　

ｂ　

�

津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
葦
の
枯
葉
に
風
渡
る
な
り

0

0

（
新
古
今
集
・
六
二
五
）

　
　
ｃ　

�

秋
の
野
に
お
く
白
露
は
玉
な
れ
や
貫
き
か
く
る
蜘
蛛
の
糸
す
ぢ

0

0

0

（
古
今
集
・
二
二
五
）

　
　

ｄ　

�

別
れ
路
は
恋
し
き
人
の
文
な
れ
や
や
ら
で
の
み
こ
そ

0

0

見
ま
く
ほ

し
け
れ
（
拾
遺
集
・
三
一
三
）

　
　
ｅ　

�

荒
磯
の
岩
に
く
だ
く
る
浪
な
れ
や
つ
れ
な
き
人
に
か
く
る
心
は0

（
千
載
集
・
六
五
三
）

　
　

ｆ　

�

か
く
て
明
か
し
暮
ら
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
二は

つ

か
十
日
の
過
ぐ
る
は
夢

な
れ
や
。（
平
家
・
一
二
・
六
代
・
②
四
七
〇
頁
）

　

そ
れ
で
は
「
…
ば
や
。」
で
切
れ
る
こ
と
が
確
実
な
例
、
す
な
わ
ち
「
…

ば
や
…
終
止
形
」
や
「
…
ば
や
…
体
言
」
等
の
句
型
は
存
在
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
八
代
集
（
金
葉
集
は
二
度
本
）
お
よ
び
新
編
国
歌
大
観
第
三
巻
所

収
の
平
安
私
家
集
一
二
九
集（

5
（

で
「
已
然
形
＋
ば
や（

（
（

」
に
後
続
す
る
主
文
末

の
述
語
の
形
を
調
べ
る
と
、
次
頁
の
表
の
よ
う
で
あ
る（

（
（

（「
同
形
述
語
」

と
は
「
終
止
形
・
連
体
形
が
同
形
の
述
語
」
の
意
。「
体
言
等
」
の
欄
は
、

（c
の
よ
う
な
文
末
が
体
言
の
例
、
（d
の
よ
う
な
「
…
ば
や
」
の
後
が
係
り

結
び
文
に
な
っ
て
い
る
例
、
（e
の
よ
う
に
倒
置
に
な
っ
て
い
て
「
…
ば
や
」
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で
切
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
例
を
計
上
す
る
た
め
の
欄
で
あ
る
。「
そ
の

他
」
は
注
８
を
参
照
）。

　

述
語
が
終
止
形
の
例
と
し
て
、
８
の
一
例
が
存
す
る
が
、

　

８　

�

山
か
げ
の
ふ
せ
や
は
は
る
も
し
ら
ね
ば
や
の
き
ば
の
た
る
ひ
と
く

る
ま
も
な
し
（
待
賢
門
院
堀
河
集
・
底
本
は
肥
前
島
原
松
平
文
庫

本
）

唯
一
例
で
あ
り
、
波
線
部
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
新
編
私
家
集
大
成
）

の
「
と
く
る
ま
も
な
き
」
と
い
う
連
体
形
の
本
文
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う

（
群
書
類
従
本
も
「
と
く
る
間
も
な
き
」
と
す
る
）。
そ
う
す
る
と
、「
…

ば
や
」
に
は
、
5a
、
（a
の
よ
う
な
、「
…
ば
や
…
終
止
形
」
の
例
が
存
在

せ
ず
、「
…
ば
や
。」
で
切
れ
る
こ
と
が
確
実
な
例
は
存
し
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る（

（
（

。「
ば
や
」
は
そ
こ
で
切
れ
ず
に
述
語
に
係
る
の
で
あ
る
か
ら
、

１
～
４
の
文
末
の
連
体
形
は
係
助
詞
「
や
」
の
結
び
で
あ
っ
て
、
擬
喚
述

法
（
感
動
の
連
体
形
止
め
）
で
は
な
い
。
従
っ
て
次
例
９
～
11
の
よ
う
な

終
止
形
・
連
体
形
が
同
形
の
文
末
も
ま
た
係
助
詞
「
や
」
の
結
び
と
し
て

連
体
形
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

９　

�

天
の
河
も
み
ぢ
を
橋
に
渡
せ
ば
や
た
な
ば
た
つ
女め

の
秋
を
し
も
待

つ
（
古
今
集
・
一
七
五
）

　

10　

�

久
方
の
月
の
桂
も
秋
は
な
ほ
も
み
ぢ
す
れ
ば
や
照
り
ま
さ
る
ら
む

（
同
・
一
九
四
）

　

11　

�

思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚さ

め
ざ
ら

ま
し
を
（
同
・
五
五
二
）

　

ま
た
、「
…
ば
や
あ
ら
む
。」
な
ど
の
形
式
が
存
す
る
か
、「CD

-RO
M

版
新
編
国
歌
大
観
」
で
検
索
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
形
式
は
一
例
も
存
し

な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る（

（
（

。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」

の
句
型
が
、「
ば
や
」
で
切
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

係
り
結
び
文
「
…
や
…
連
体
形
」
は
文
全
体
で
一
つ
の
諾
否
疑
問
文
を

同
形
述
語
連
体
形

終
止
形

体
言
等

そ
の
他

古
今
集

五
例

四
例

後
撰
集

三
例

一
例

拾
遺
集

四
例

一
例

後
拾
遺
集

二
例

金
葉
集

一
例

千
載
集

五
例

新
古
今
集

一
例

平
安
私
家
集

七
七
例

三
二
例

一
例

二
例
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作
る
か
ら
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
の
句
型
は
、「
…
か
ら
か
、
…
で
あ
る

（
こ
と
よ
）」（
以
下
「
Ⅰ
型
」
の
訳
と
呼
ぶ
）
で
は
な
く
、「
…
か
ら
…
な

の
か
？
」（
以
下
「
Ⅱ
型
」
の
訳
と
呼
ぶ
）
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
（1
（

。

　
　
　

二
、「
…
ば
や
…
の
…
連
体
形
」
の
場
合

　

前
節
に
示
し
た
「
…
ば
や
…
」
全
一
三
九
例
の
内
、
四
六
例
は
、
次
の

よ
う
な
「
…
ば
や
…
の
…
連
体
形
」
の
句
型
で
あ
る
。

　

12　

�

夕ゆ
ふ

さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人
の0

つ
れ
な
き

（
古
今
集
・
五
六
二
）

　

1（　

�

み
る
め
な
き
我
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
離か

れ
な
で
海あ

人ま

の0

足
た

ゆ
く
来
る
（
同
・
六
二
三
）

　

1（　

�

む
つ
ま
じ
き
い
も
せ
の
や
ま
と
知
ら
ね
ば
や
は
つ
秋
霧
の0

た
ち
て

へ
だ
つ
る
（
好
忠
集
）

こ
の
句
型
は
単
文
主
格
の
「
の
」
助
詞
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
…
の
…
連
体
形
」と
い
う
擬
喚
述
法（
感
動
の
連
体
形
止
め
）で
あ
っ
て
、

　

12
ｂ　

�

恋
の
炎
は
目
に
見
え
な
い
せ
い
か
、
あ
の
人
は
あ
の
よ
う
に
冷

淡
な
こ
と
よ

0

0

0

。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

　
　
ｃ　

�

光
を
み
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
あ
の
人
は
、
冷
淡
で
あ
る
こ0

と
よ

0

0

。（
松
田
武
夫
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』）

の
よ
う
な
訳
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
中
古
に
お

い
て
、
単
文
主
格
に
「
の
」
助
詞
が
表
示
さ
れ
た
場
合
、
終
止
形
で
文
が

終
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
一
般
に
「
…
の
…
連
体
形
」
と
い
う
擬
喚
述

法
の
文
と
な
る
。
し
か
し
、
前
稿（
（（
（

に
示
し
た
通
り
、
単
文
主
格
の
「
の
」

助
詞
は
、
要
す
る
に
文
末
が
終
止
形
で
さ
え
な
け
れ
ば
出
現
可
能
な
の
で

あ
っ
て
、
係
り
結
び
文
や
文
末
が
誂
え
の
終
助
詞
「（
未
然
形
＋
）
な
む
」

で
終
わ
る
文
な
ど
に
も
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

15
ａ　

�

植
ゑ
て
去い

に
し
秋
田
か
る
ま
で
見
え
来こ

ね
ば
け
さ
初は
つ

雁か
り

の
音ね

に

ぞ
な
き
ぬ
る
（
古
今
集
・
七
七
六
）

　
　

ｂ　

�

青
柳
の
い
と
よ
り
か
く
る
春
し
も
ぞ
み
だ
れ
て
花
の
ほ
こ
ろ
び

に
け
る
（
同
・
二
六
）

　

1（
ａ　

�
し
の
ぶ
れ
ど
恋
し
き
時
は
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
月
の
い
で
て
こ

そ�
来
れ
（
同
・
六
三
三
）

　
　

ｂ　

�

秋
の
露
い
ろ
い
ろ
こ
と
に
お
け
ば
こ
そ
山
の
木
の
葉
の
千
種
な
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る
ら
め
（
同
・
二
五
九
）

　

1（
ａ　

�
う
ち
し
の
び
い
ざ
住す
み

の
江
の
忘
草
忘
れ
て
人
の
ま
た
や
摘
ま
ぬ

と
（
拾
遺
集
・
四
六
六
）

　
　

ｂ　

�
流
れ
ゆ
く
水
こ
ほ
り
ぬ
る
冬
さ
へ
や
な
ほ
浮
草
の
跡
は
と
ど
め

ぬ
（
後
撰
集
・
四
八
六
）

　

1（　

�

垣か
き

越こ

し
に
散
り
来
る
花
を
見
る
よ
り
は
根ね

込ご

め
に
風
の
吹
き
も
越

さ
な
ん
（
同
・
八
五
）

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
ば
や
…
連
体
形
」
が
「
ば
や
」
で
切
れ
る

こ
と
が
な
い
以
上
、「
や
…
連
体
形
」
と
い
う
係
り
結
び
文
が
形
成
さ
れ

る
か
ら
、
12
～
1（
の
主
格
助
詞
「
の
」
は
こ
の
疑
問
の
係
り
結
び
文
の
中

に
生
起
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
1（
の
よ
う
に
）。「
…
や

…
の
…
連
体
形
」
の
句
型
が
、「
や
…
連
体
形
」
と
い
う
疑
問
の
係
り
結

び
文
の
中
に
主
格
助
詞
「
の
」
が
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
の
…
連

体
形
止
め
」
で
な
い
こ
と
は
、
次
例
の
存
在
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

　

1（　

�

よ
も
山
に
木こ

の
芽
春
雨
降
り
ぬ
れ
ば
か
ぞ
い
ろ
は
と
や
花
の
頼
ま

ん
（
千
載
集
・
三
一
）

な
ぜ
な
ら「
や
…
む
」の
句
型
は
大
量
に
存
す
る
が
、推
量
の
助
動
詞「
む
」

が
擬
喚
述
法
の
述
語
に
立
っ
て
「
の
…
む
［
コ
ト
ヨ
］」
と
な
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
推
量
の
助
動
詞
で
も
「
の
…
ら
む
」
の
句
型

だ
け
は
（
大
量
に
）
存
す
る
が
、
こ
れ
は
擬
喚
述
法
と
は
ま
た
別
の
句
型

で
あ
る
）。12
～
1（
の
連
体
形
は「
や
」の
結
び
で
あ
っ
て
、主
格
助
詞「
の
」

に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
擬
喚
述
法
（
感
動
の
連
体
形

止
め
）
と
誤
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　

三
、
諸
注
に
み
る
解
釈
の
不
統
一

　

以
上
に
よ
り
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
は
、「
…
か
ら
か
、
…
で
あ
る
（
こ

と
よ
）」（
Ⅰ
型
）
で
は
な
く
、
文
全
体
を
疑
問
文
と
し
た
「
…
か
ら
…
な

の
か
？
」（
Ⅱ
型
）
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

Ⅰ
型
と
Ⅱ
型
と
で
、
結
局
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う

考
え
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
次
例
20
が
異
な
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
よ
く

吟
味
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

20
ａ　

金
持
ち
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
、
結
婚
し
た
こ
と
よ
。（
Ⅰ
型
）

　
　

ｂ　

金
持
ち
だ
か
ら
結
婚
し
た
の
だ
ろ
う
か
。（
Ⅱ
型
）

　

さ
ら
に
問
題
で
あ
る
の
は
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
の
句
型
に
つ
い
て
、
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同
一
の
注
釈
書
で
、
Ⅰ
型
の
解
釈
と
Ⅱ
型
の
解
釈
と
が
恣
意
的
に
混
在
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評

釈
』（
講
談
社
）
で
は
、

　

21　

�

わ
が
宿
の
花
踏
み
し
だ
く
鳥
う
た
む
野
は
な
け
れ
ば
や
こ
こ
に
し

も
来
る
（
四
四
二
）

　
　

ｂ　

�

野
に
は
花
が
な
い
か
ら
こ
こ
に
や
っ
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
。（
Ⅱ

型
）

　

22　

�

別
れ
て
は
ほ
ど
を
へ
だ
つ
と
思
へ
ば
や
か
つ
見
な
が
ら
に
か
ね
て

恋
し
き
（
三
七
二
）

　
　

ｂ　

�

別
れ
て
し
ま
う
と
、
あ
な
た
と
遠
く
距
離
を
隔
て
て
し
ま
う
と

思
う
ゆ
え
か
、一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
お
会
い
し
て
い
な
が
ら
、

分
か
れ
る
前
な
の
に
恋
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
。（
Ⅰ

型
）

小
町
谷
照
彦
『
古
今
和
歌
集
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
で
は
、

　

2（　

�

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な
き

（
五
六
二
）

　
　

ｂ　

�

私
は
夕
方
に
な
る
と
蛍
よ
り
も
ず
っ
と
激
し
く
恋
の
思
い
に
燃

え
て
い
る
の
に
、
光
が
見
え
な
い
の
で
、
あ
の
人
は
平
然
と
し

て
い
る
の
か
。（
Ⅱ
型
）

　

2（　

�

み
る
め
な
き
我
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
離か

れ
な
で
海あ

人ま

の
足
た

ゆ
く
来
る
（
六
二
三
）

　
　

ｂ　

�

逢
う
折
が
な
い
私
の
身
は
海み

る

め
松
布
の
生
え
て
い
な
い
浦
の
よ
う

な
も
の
だ
が
、
そ
れ
と
気
が
付
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
漁
師
な

ら
ぬ
あ
の
お
方
は
、
あ
き
ら
め
て
遠
ざ
か
る
こ
と
も
な
く
、
足

が
だ
る
く
な
る
ほ
ど
し
き
り
に
や
っ
て
来
る
。（
Ⅰ
型
）

の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
古
今
集
の
「
…
ば
や
…
連
体
形
」
を
諸
家
が
ど
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
か
、
一
覧
に
し
て
み
よ
う（
（1
（

。
古
今
集
の
「
…
ば
や
…
連
体
形
」

九
例
を
、
三
つ
の
型
に
分
け
て
示
す
。

　

Ａ
「
…
ば
や
…
の
…
連
体
形
」
の
句
型

　
　

①�

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
も
燃
ゆ
れ
ど
も
光
見
ね
ば
や
人
の
つ
れ
な

き
（
五
六
二
）

　
　

②�
み
る
め
な
き
我
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
離か

れ
な
で
海あ

人ま

の
足
た

ゆ
く
来
る
（
六
二
三
）

　
　

③�

天
の
河
も
み
ぢ
を
橋
に
渡
せ
ば
や
た
な
ば
た
つ
女め

の
秋
を
し
も
待
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つ
（
一
七
五
）

　

Ｂ
「
…
ば
や
…
連
体
形
」
の
句
型

　
　

④�
わ
か
れ
て
は
ほ
ど
を
隔へ
だ

つ
と
思
へ
ば
や
か
つ
見
な
が
ら
に
か
ね
て

恋
し
き
（
三
七
二
）

　
　

⑤�

わ
が
宿
の
花
ふ
み
し
だ
く
鳥
う
た
む
野
は
な
け
れ
ば
や
こ
こ
に
し

も
来
る
（
四
四
二
）

　

Ｃ
「
…
ば
や
…
ら
む
」
の
句
型

　
　

⑥�

久
方
の
月
の
桂
も
秋
は
な
ほ
も
み
ぢ
す
れ
ば
や
照
り
ま
さ
る
ら
む

（
一
九
四
）

　
　

⑦�

人
を
思
ふ
心
は
我
に
あ
ら
ね
ば
や
身
の
ま
ど
ふ
だ
に
知
ら
れ
ざ
る

ら
む
（
五
二
三
）

　
　

⑧�

思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚さ

め
ざ
ら

ま
し
を
（
五
五
二
）

　
　

⑨�

梅
の
花
咲
き
て
の
後の
ち

の
身
な
れ
ば
や
す
き
物
と
の
み
人
の
言
ふ
ら

む
（
一
〇
六
六
）

結
果
は
下
段
の
表
の
通
り
で
あ
る（
（1
（

。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
恣
意

的
に
訳
出
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
中
で
⑧
だ
け
は
全
注

釈
書
と
も
Ⅱ
型
で
訳
出
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る（
（1
（

。
全
て
Ⅱ
型
で
訳
出

し
て
い
る
注
釈
書
が
あ
る（
（1
（

（「
竹
岡
」）
一
方
で
、
こ
の
句
型
を
す
べ
て
Ⅰ

型
で
訳
出
し
て
い
る
注
釈
書
が
存
し
な
い
こ
と
も
、
Ⅰ
型
の
訳
出
法
の
限

界
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
疑
問
条
件
節
中
に
疑
問
詞
を
含
む
場
合
は
、

　

25　

�

誰
が
た
め
の
錦
な
れ
ば
か
秋
霧
の
佐
保
の
山
辺
を
立
ち
か
く
す
ら

む
（
古
今
集
・
二
六
五
）

　

2（　

�

来
ぬ
人
を
待
つ
夕
暮
れ
の
秋
風
は
い
か
に
吹
け
ば
か
わ
び
し
か
る

ら
む
（
同
・
七
七
七
）

の
よ
う
に
「
…
ば
か
…
連
体
形
」
の
句
型
に
な
る
。
こ
の
句
型
も
、

窪
田
松
田
集
成
講
文
竹
岡
新
大
新
全
片
桐
角
文
筑
文

①

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

②

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

③

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

④

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

？

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

⑤

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

⑥

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

⑦

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

⑧

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

⑨

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ
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25
ｂ　

�
い
っ
た
い
誰
に
見
せ
る
た
め
の
錦
な
の
だ
ろ
う
か
。
誰
で
も
見

ら
れ
る
は
ず
の
も
の
な
の
に
、
な
ぜ
、
秋
霧
は
佐
保
山
の
あ
た

り
に
立
ち
こ
め
て
、
紅
葉
を
隠
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。（
新

潮
日
本
古
典
集
成
）

　

25
ｃ　

�

誰
か
の
た
め
の
も
み
じ
の
錦
で
あ
る
か
ら
か
、
秋
の
霧
が
佐
保

山
を
、
た
ち
わ
た
っ
て
隠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。（
新
日
本
古

典
文
学
大
系
）

の
よ
う
な
Ⅰ
型
の
解
釈
が
横
行
し
て
い
る
一
方
で
、
同
じ
注
釈
書
内
で
、

　

2（
ｂ　

�

来
て
く
れ
な
い
人
を
待
っ
て
い
る
夕
暮
れ
の
秋
風
は
、
い
っ
た

い
ど
ん
な
吹
き
方
を
す
る
か
ら
、
そ
ん
な
に
わ
び
し
く
思
え
る

の
だ
ろ
う
か
。（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

の
よ
う
に
Ⅱ
型
の
解
釈
が
み
え
る
な
ど
、
解
釈
法
の
不
統
一
が
み
え
る
。

2（
は
2（
ｂ
の
よ
う
に
、
25
も
、
現
代
語
に
は
移
し
に
く
い
句
型
で
は
あ
る

が（
（1
（

、

　

25
ｄ　

�

だ
れ
の
た
め
の
錦
で
あ
る
か
ら
…
（
人
に
見
せ
な
い
よ
う
に
）

立
ち
隠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
結
論

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
次
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。

　

Ⅰ　

�

和
歌
に
お
け
る
「
…
ば
や
…
連
体
形
」
の
「
や
」
は
文
末
の
連
体

形
に
係
る
の
で
、
文
全
体
が
疑
問
文
と
な
る
。

　

Ⅱ　

�

従
っ
て
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
を
、「
や
」
の
所
で
区
切
っ
て
、

「
…
か
ら
か
、
…
で
あ
る
（
こ
と
よ
）」
と
訳
す
の
は
不
適
切
で
あ

り
、「
…
か
ら
…
な
の
か
？
」
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

Ⅲ　

�

こ
の
こ
と
は
、「
…
ば
や
…
の
…
連
体
形
」
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、

こ
の
句
型
に
お
け
る
文
末
の
連
体
形
は
「
や
」
の
結
び
で
あ
り
、

主
格
助
詞
「
の
」
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
擬

喚
述
法
（
感
動
の
連
体
形
止
め
）
と
誤
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

注（1
）�
本
稿
の
用
例
は
、
散
文
作
品
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
、
万
葉
集
は
新
日
本

古
典
文
学
大
系
に
、
万
葉
集
以
外
の
歌
集
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
引
用
に
あ

た
り
表
記
は
私
に
改
め
た
。
た
だ
し
用
例
１
～
４
の
本
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ｂ
の
注

釈
書
掲
示
の
本
文
に
よ
っ
た
。
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（
2
）�
こ
の
解
釈
法
に
つ
い
て
の
疑
義
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
中
村
幸
弘
『
和
歌
構
文
論
考
』（
新
典
社
・
二
〇
一
四
年
）
第
二

編
第
一
章
）。
本
稿
は
、「
…
ば
や
…
連
体
形
」
の
全
て
の
用
例
に
対
し
て
こ
の
解

釈
法
が
不
可
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
（
）
例
え
ば
、
窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』（
東
京
堂
・
一
九
六
〇
年
）
は
、

　
　

・�

天
の
河
も
み
ぢ
を
橋
に
渡
せ
ば
や
た
な
ば
た
つ
女め

の
秋
を
し
も
待
つ（
古
今
集
・

一
七
五
）

　
　

に
つ
い
て
、

　
　

・�

天
の
河
は
、
紅
葉
を
橋
と
し
て
渡
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
棚
機
つ
女
は
、
そ
の
紅

葉
す
る
秋
を
ひ
た
す
ら
に
待
っ
て
い
る
よ
。

　
　

と
、
は
っ
き
り
「
ば
や
」
の
所
で
文
を
終
止
さ
せ
て
訳
し
て
い
る
。

（�

（
）�

佐
伯
梅
友
『
古
文
読
解
の
た
め
の
文
法
』（
三
省
堂
・
一
九
八
八
年
）
は
、
す
べ

て
の
「
已
然
形
＋
や
」
は
「
や
」
で
切
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
中
村
幸
弘
注

２
文
献
は
、
中
古
以
降
に
「
や
」
で
切
れ
る
例
が
存
す
る
こ
と
を
上
代
の
用
例
に

ま
で
拡
大
適
用
す
る
こ
と
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
７
の
よ
う

に
「
や
」
で
明
白
に
切
れ
る
例
は
古
今
集
に
至
っ
て
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
上
代

の
「
な
れ
や
」
は
全
例
（
五
例
）
が
文
末
が
連
体
形
で
、
係
り
結
び
の
関
係
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
中
村
氏
は
、「
可
能
な
か
ぎ
り
、
本
来
の
は
た
ら
き

を
認
め
て
読
み
解
い
て
み
」（
二
一
二
頁
）
た
い
と
述
べ
る
。
例
え
ば
、

　
　

�

①�

も
も
し
き
の
大
宮
人
は
暇
あ
れ
や
梅
を
か
ざ
し
て
こ
こ
に
集つ

ど

へ
る
（
万
葉
集
・

一
八
八
三
）

　
　

�

は
佐
伯
梅
友
説
で
は
①
ａ
の
よ
う
に
、
中
村
幸
弘
説
で
は
①
ｂ
の
よ
う
に
訳
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

①
ａ　

�（
も
も
し
き
の
）
大
宮
人
は
暇
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
（
又
は
「
暇
が
あ

る
の
だ
な
あ
」）。梅
の
花
を
髪
に
挿
し
て
こ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
よ
。

　
　

①
ｂ　

�（
も
も
し
き
の
）
大
宮
人
は
暇
が
あ
る
か
ら
、
梅
の
花
を
髪
に
挿
し
て
こ

こ
に
集
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

�

な
お
こ
れ
に
つ
い
て
、新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
、脚
注
で「「
暇
あ
れ
や
」は「
暇

あ
れ
ば
や
」
の
意
。
下
の
「
集
へ
る
」
と
係
り
結
び
。」
と
説
明
し
な
が
ら
、「（
も

も
し
き
の
）
大
宮
人
は
暇
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
梅
を
髪
に
挿
し
て
こ
こ
に

集
ま
っ
て
い
る
。」
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
注
の
説
明
と
解
釈

と
が
合
致
し
て
い
な
い
と
評
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
代
が
下
る
と
、「
已

然
形
＋
や
」
は
完
全
に
文
末
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
①
は
新
古

今
集
で
は
②
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
（「
梅
」
も
「
桜
」
に
な
っ
て
い
る
）。

　
　

�

②�

も
も
し
き
の
大
宮
人
は
い
と
ま
あ
れ
や
桜
か
ざ
し
て
今
日
も
暮
ら
し
つ0

（
新
古

今
集
・
一
〇
四
）

（
5
）�「
１
人
丸
」
～
「
12（
長
秋
詠
藻
」
の
一
二
九
集
。「CD

-RO
M

版
新
編
国
歌
大
観
」

に
よ
る
。
八
代
集
所
収
歌
も
除
外
せ
ず
（
重
複
し
て
）
数
え
て
い
る
。

（
（
）�

な
お
、「
…
未
然
形
＋
ば
や
…
連
体
形
」が
、「
…
な
ら
ば
だ
ろ
う
か
、…
こ
と（
よ
）」

の
よ
う
な
訳
に
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

　
　

�

・�

た
と
ふ
ら
ん
は
な
心
に
は
こ
と
の
葉
の
秋
に
な
ら
ば
や
色
か
は
る
べ
き
（
＝
秋

ニ
ナ
ッ
タ
ラ
、
色
ガ
変
ワ
ル
ダ
ロ
ウ
カ
）（
散
木
奇
歌
集
）

（
（
）
詞
花
集
は
用
例
が
な
い
。
な
お
、
次
の
一
例
は
解
し
が
た
い
。

　
　

・
き
む
を
か
り
て
、
ひ
と
に

　
　
　

と
し
を
へ
て
お
と
に
き
き
つ
る
き
む
の
ね
を
て
に
な
ら
し
つ
る
秋
ぞ
か
な
し
き

　
　
　

か
へ
し

　
　
　

�

お
と
に
の
み
き
き
け
る
こ
と
に
お
と
れ
ば
や
な
ら
し
そ
む
る
か
秋
の
そ
ふ
ら
ん

（
中
務
集
）

　
　

�

木
船
重
昭
『
中
務
集
相
如
集
注
釈
』（
大
学
堂
書
店
）
は
歌
仙
家
集
本
に
よ
り
波

線
部
「
か
な
し
き
」
を
「
う
れ
し
き
」
に
、
二
重
傍
線
部
「
か
」
を
「
に
」
に
訂

し
て
い
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
二
重
傍
線
部
「
か
」
を
「
に
」
に
訂
し
、「
ば
や
」

は
「
そ
ふ
ら
ん
」
に
係
る
も
の
と
し
て
処
理
し
た
。

（
（
）�
例
外
的
な
句
型
は
、
表
で
「
平
安
私
家
集
」
の
「
そ
の
他
」
に
示
し
た
二
例
で
、

次
の
よ
う
な
短
連
歌
の
も
の
で
あ
る
。
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・　

小
一
条
ど
の
の
人
人
、
な
ぞ
な
ぞ
が
た
り
に

　
　
　

か
た
ず
ま
け
ず
の
は
な
の
う
へ
の
つ
ゆ

　
　
　
　

と
い
ひ
け
る
に

　
　
　

す
ま
ひ
ぐ
さ
あ
は
す
る
人
の
な
け
れ
ば
や
（
定
方
集
）

　
　

・　

身
に
な
げ
く
こ
と
侍
る
こ
ろ

　
　
　

身
の
う
れ
へ
刹
那
が
ほ
ど
も
や
す
め
ば
や

　
　
　
　

つ
く

　
　
　

須
臾
も
こ
こ
ろ
の
な
ぐ
さ
む
ば
か
り
（
散
木
奇
歌
集
）

　
　

�

短
連
歌
の
句
末
に
位
置
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
で
切
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

例
え
ば
次
例
の
短
連
歌
で
は
反
実
仮
想
の
「
…
せ
ば
」
と
言
い
か
け
、
付
け
句
の

方
で
は
そ
れ
に
「
…
ま
し
」
と
応
じ
て
い
る
。

　
　

・　

進
、
つ
き
い
と
あ
か
ず
な
る
ほ
ど
に
、
し
の
ぶ
る
中
将

　
　
　

な
か
な
か
に
こ
よ
ひ
の
月
の
な
か
り
せ
ば

　
　
　
　

と
あ
れ
ば
、
う
ち
に

　
　
　

そ
ら
に
心
の
う
か
ば
ま
し
や
は
（
大
斎
院
前
の
御
集
）

　
　

�

た
だ
し
右
例
で
は
付
句
の
末
尾
が
「
つ
ゆ
」「
ば
か
り
」
と
い
う
名
詞
（
ま
た
は

名
詞
相
当
句
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
連
歌
に
よ
る
特
殊

な
例
と
み
た
い
。
な
お
、
新
編
国
歌
大
観
第
三
巻
所
収
の
「
君
み
る
と
そ
ら
に
し

ら
ば
や
く
も
り
な
く
万
代
を
の
み
て
ら
す
つ
き
か
げ
」（
伊
勢
大
輔
集
・
東
海
大

学
図
書
館
蔵
伝
良
経
筆
本
）
が
、
異
本
（
新
編
国
歌
大
観
第
七
巻
所
収
）
で
は
、

　
　

�

・�

君
み
る
と
空
に
し
れ
ば
や
く
も
り
な
く
よ
ろ
づ
よ
を
の
み
て
ら
す
月
か
げ
（
彰

考
館
本
）

　
　

�

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
本
文
で
は
「
…
ば
や
…
名
詞
」
と
い
う
句
型
に
な
っ
て
い

る
が
、
こ
の
句
型
も
久
保
木
哲
夫
『
伊
勢
大
輔
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
）
が

正
し
く

　
　

�

・�

あ
な
た
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
そ
れ
と
な
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
曇

り
な
く
、
ひ
た
す
ら
多
く
の
年
月
を
照
ら
す
、
月
の
光
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

�

と
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
末
の
名
詞
に
述
語
が
補
わ
れ
る
の
で
あ
り
、「
ば
や
」

で
文
が
切
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
（
）�

未
然
形
接
続
の
「
ば
」
に
、「
未
然
形
＋
ば
や
＋
あ
ら
む
」
の
文
字
列
が
次
の
一

例
だ
け
得
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
言
は
ば
や
（
＝
言
ウ
ナ
ラ
バ
）」
が
条
件
句
、「
あ

ら
む（
＝
生
キ
テ
イ
ヨ
ウ
カ
）」が
主
文
の
疑
問
文
で
あ
っ
て
、「
…
ば
や
あ
ら
む
。」

（「
…
ナ
ラ
バ
ダ
ロ
ウ
カ
」）
と
い
う
形
式
で
は
な
い
。

　
　

�

・�

あ
は
れ
と
は
言
は
ば
や
あ
ら
む
誰
が
た
め
の
涙
と
も
な
く
濡
る
る
袖
か
な
（
沙

弥
蓮
愉
集
・
忍
恋
）

（
10
）
例
え
ば
、
山
崎
桂
子
『
土
御
門
院
御
百
首　

土
御
門
院
女
房
日
記　

新
注
』
で
、

　
　

��

・
ゆ
ふ
暮
は
む
ぐ
ら
の
宿
の
し
ら
露
も
思
ひ
あ
れ
ば
や
袖
に
お
く
ら
む

　
　

�

に
施
注
し
て
「「
や
」
は
疑
問
の
係
助
詞
。「
ら
ん
」
は
現
在
推
量
の
助
動
詞
連
体

形
で
係
り
結
び
。」
と
し
な
が
ら
、「
葎
の
宿
に
置
く
白
露
も
、
恋
人
を
待
つ
せ
つ

な
い
思
い
が
あ
る
か
ら
か
、
夕
暮
れ
時
は
袖
に
置
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。」
と

訳
し
て
い
る
の
は
、
係
り
結
び
と
い
う
理
解
と
解
釈
と
が
合
致
し
て
い
な
い
。

（
11
）�

拙
稿
「
三
代
集
に
お
け
る
主
節
中
の
主
格
の
「
の
」
に
つ
い
て
」『
岐
阜
聖
徳
学

園
大
学
紀
要�<

教
育
学
部
編>

』
5（
、
二
〇
一
四
年
。

（
12
）�

窪
田
＝
窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』（
東
京
堂
・
一
九
六
〇
年
）、
松
田
＝
松

田
武
夫
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』（
風
間
書
房
・
一
九
六
八
～
七
五
年
）、
集
成
＝
奥

村
恆
哉
『
古
今
和
歌
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
一
九
七
八
年
）、
講
文
＝
久
曾

神
昇
『
古
今
和
歌
集
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
・
一
九
七
九
～
八
三
年
）、
竹

岡
＝
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
右
文
書
院
・
一
九
八
一
年
補
訂
版
）、

新
大
＝
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
『
古
今
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店
・
一
九
八
九
年
）、
新
全
＝
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
『
古
今
和
歌
集
』（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
・
一
九
九
四
年
）、
片
桐
＝
片
桐
洋
一
『
古
今

和
歌
集
全
評
釈
』（
講
談
社
・
一
九
九
八
年
）、
角
文
＝
高
田
祐
彦
『
新
版
古
今
和

歌
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
・
二
〇
〇
九
年
）、
筑
文
＝
小
町
谷
照
彦
『
古
今
和

歌
集
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・
二
〇
一
〇
年
）。
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（
1（
）
表
中
の
「
？
」（「
新
大
」
の
④
）
は
、

　
　

�
・�
別
れ
て
か
ら
は
距
離
を
隔
て
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に

逢
っ
て
い
な
が
ら
、
も
う
恋
し
い
の
で
す
よ
。

　
　

と
い
う
訳
で
、
疑
問
の
意
が
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1（
）
⑧
と
同
様
に
、

　
　

�

・�

を
し
め
ば
や
花
の
散
る
ら
む
あ
や
に
く
に
も
の
も
言
は
で
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る

（
躬
恒
集
）

　
　

な
ど
も
Ⅰ
型
で
訳
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

（
15
）�「
…
ば
や
…
連
体
形
」を
す
べ
て
Ⅱ
型
で
訳
す
注
釈
書
と
し
て
、ほ
か
に
神
作
光
一
・

長
谷
川
哲
夫
『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
一
～
七
』（
風
間
書
房
・
一
九
九
四
～

二
〇
〇
七
年
）
や
木
船
重
昭
氏
の
一
連
の
注
釈
書
が
あ
る
。
な
お
、
中
村
幸
弘
注

２
文
献
に
よ
れ
ば
、
Ⅰ
型
の
「
訳
出
法
は
、
昭
和
四
十
年
代
五
十
年
代
と
、
一
気

に
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
（
二
二
八
頁
）。「
な
れ
や
」
に
つ
い
て
の
佐

伯
梅
友
説
（
注
４
参
照
）
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
1（
）�

こ
れ
が
訳
し
に
く
い
の
は
、
現
代
語
で
は
条
件
節
内
に
疑
問
詞
を
収
め
に
く
い
か

ら
で
あ
る
。
現
代
語
で
は
、

　
　

�

・
誰
が
来
る
か
ら
、
掃
除
を
し
た
の
？

　
　

�

・
誰
の
た
め
だ
か
ら
、
掃
除
を
し
た
の
？

　
　

�

と
い
う
文
は
作
り
に
く
い
。
こ
の
こ
と
は
古
代
語
と
現
代
語
と
で
節
の
独
立
度
が

異
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
こ
の
訳
し
に
く
さ
と
「
…
ば
か
…
連
体
形
」
の
理

解
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。


