
小
野
篁
の
和
歌
：
和
歌
の
衰
微
か
ら
興
起
へ 

 

平
島 

至
恩 

 

は
じ
め
に 

 
｢

小
野
篁
と
云
う
人
の
こ
と
は
、
そ
の
名
が
顕
わ
れ
て
い
る
わ
り
に
、
歴
史
上
ど
ん
な
事
跡
を
残
し
た
か
と
云
う
こ
と
は
余
り
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
１

。｣  

右
の
一
文
は
谷
崎
潤
一
郎
が
書
い
た
『
小
野
篁
妹
に
恋
す
る
事
』
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
全
く
賛
成
で
、
小
野
篁
に
つ
い
て
は(

こ
の
『
小
野
篁
妹
に
恋
す
る
事
』
を

含
め)

『
篁
物
語
』
や
冥
官
伝
説
と
い
っ
た
後
世
の
創
作
に
形
作
ら
れ
た
虚
像
の
方
が
有
名
で
実
像
が
十
分
に
伴
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
学
術
研
究
の
分
野
で

も
同
様
で
、
小
野
篁
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
篁
の
登
場
す
る
文
学
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
篁
の
歴
史
的
事
跡
を
扱
っ
た
も
の
は
少
な
く
、
検
証
も
進
ん
で
い
な
い
２

。 
 

本
稿
で
は
小
野
篁
の
和
歌
に
つ
い
て
扱
う
が
、
こ
れ
も
前
述
の
問
題
意
識
に
則
っ
た
も
の
で
、
篁
当
人
の
和
歌
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
当
時
の
篁
の
位
置
づ
け

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
り
、
未
だ
多
く
な
い
小
野
篁
の
実
像
に
迫
る
研
究
を
一
歩
で
も
進
め
ら
れ
た
ら
幸
い
で
あ
る
。 

小
野
篁
の
和
歌
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
篁
の
真
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
左
の
六
首
で
あ
る
３(

高
田
裕
彦2

0
0

9

『
新
版
古
今
和
歌
集
現
代
語
訳
付
き
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文

庫
よ
り
引
用
。
今
後
の
引
用
を
簡
便
に
す
る
た
め
通
し
番
号
を
振
っ
た
。)

。 
 １ 

梅
の
花
に
雪
の
降
れ
る
を
よ
め
る 

花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
見
え
ず
と
も
香
を
だ
に
に
ほ
へ
人
の
知
る
べ
く 

 ２ 

隠
岐
の
国
に
流
さ
れ
け
る
時
に
、
船
に
乗
り
て
出
で
た
つ
と
て
、
京
な
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る 

わ
た
の
原
八
十
島
か
け
て
漕
ぎ
出
で
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
海
人
の
釣
り
舟 

 
 ３ 

い
も
う
と
の
身
ま
か
り
け
る
時
よ
み
け
る 

泣
く
涙
雨
と
降
ら
な
む
渡
り
川
水
ま
さ
り
な
ば
帰
り
く
る
が
に 

 ４ 

諒
闇
の
年
、
池
の
ほ
と
り
の
花
を
見
て
よ
め
る 

水
の
お
も
に
し
づ
く
花
の
色
さ
や
か
に
も
君
が
御
影
の
思
ほ
ゆ
る
か
な 

 ５ 

し
か
り
と
て
そ
む
か
れ
な
く
に
事
し
あ
れ
ば
ま
づ
嘆
か
れ
ぬ
あ
な
憂
世
の
中 

 ６ 

隠
岐
国
に
流
さ
れ
て
は
べ
り
け
る
時
に
よ
め
る 

思
ひ
き
や
鄙
の
別
れ
に
お
と
ろ
へ
て
海
人
の
縄
た
き
い
ざ
り
せ
む
と
は 

 

こ
れ
ら
の
和
歌
を
取
り
上
げ
る
先
行
研
究
は
お
も
に
作
詠
時
期
と
語
句
の
解
釈
が
中
心
で
、
２
の
歌
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
が
多
い
４

。
１
～
６
を
全
て
取
り
上
げ
た
も
の

で
は
平
野
由
紀
子1

9
8
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篁
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反
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頁)

が
あ
る
。
前
者
は
『
篁
物
語
』
の
研
究
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
勅
撰
歌
集
に
収
録
さ
れ
た
小
野
篁
の
和
歌
十
五
首
の
う
ち
、

使
用
さ
れ
た
語
句
や
表
現
の
特
徴
な
ど
か
ら
前
述
の
六
首
を
篁
の
作
、
残
り
の
九
首
を
別
人
の
作
と
指
摘
し
た
。
後
者
は
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
収
録
さ
れ
た
篁
の
薨
伝

な
ど
を
も
と
に
再
現
さ
れ
た
人
物
像
か
ら
そ
の
和
歌
の
特
質
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
篁
の
和
歌
の
重
要
性
に
つ
い
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
一
方
で
、
和
歌
の

特
質
を
捉
え
る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
た
め
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
ま
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。 
 

本
稿
で
は
篁
の
和
歌
の
表
現
の
特
徴
と
『
古
今
和
歌
集
』
の
典
型
と
言
わ
れ
る
和
歌
と
の
比
較
か
ら
篁
の
和
歌
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
で
、『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
み
え



る
篁
の
位
置
づ
け
を
論
じ
、
そ
の
和
歌
の
重
要
性
に
つ
い
て
示
す
。 

 二
．
語
句
と
情
景 

  

篁
の
和
歌
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
使
用
さ
れ
る
語
句
が
具
体
的
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
伴
う
鮮
明
な
情
景
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

例
え
ば
１
の
和
歌
で
は｢

花｣
｢

色｣
｢

雪｣
｢

ま
じ
り｣｢

見
え
ず｣｢

香｣｢

に
ほ
へ｣｢

人｣｢

知
る｣

な
ど
い
ず
れ
も
実
際
に
そ
の
場
に
存
在
す
る
も
の(｢

花｣｢

色｣｢

雪｣｢

香｣｢

人｣ )

や
、

状
態(｢

ま
じ
り｣

｢
見
え
ず｣

)

を
直
接
的
に
描
写
す
る
語
で
あ
り
、
装
飾
的
な
語
彙
は
見
ら
れ
な
い
。 

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
が
、
情
景
と
そ
こ
に
表
れ
る
詠
み
手
の
視
点
で
あ
る
。
再
び
１
の
和
歌
を
例
に
挙
げ
る
と
、
一
句
目
か
ら
三
句
目
に
か
け
て
花
と
雪
を
視
覚
的
に
描

写
し
、
四
句
目
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
視
覚
か
ら
嗅
覚
に
変
え
、
結
句
で
花
を
愛
で
る
人(

詠
み
手
で
あ
る
篁)

を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
一
句
一
句
読
む
ご
と
に
情
景
が
再
現
さ
れ
、
結

句
で
篁
の
感
性
を
追
体
験
す
る
よ
う
な
秀
句
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
特
徴
は
他
の
２
～
６
の
和
歌
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。
語
句
に
つ
い
て
は
、
２｢

わ
た
の
原｣｢

八
十
島｣｢

か
け
て｣｢

漕
ぎ
出
で
ぬ｣｢

人｣｢

つ
げ
よ｣｢

海
人｣｢

釣
り
舟｣

３｢

泣
く｣

｢

涙｣
｢

雨｣
｢

降
ら｣

｢
渡
り
川｣

｢

水｣｢

ま
さ
り｣

｢

帰
り
く
る｣

４｢

水
の
お
も｣

｢

し
づ
く｣

｢

花｣
｢

色｣
｢

さ
や
か｣

｢

君
が
御
影｣

｢

思
ほ
ゆ
る｣

５｢

そ
む
か
れ
な
く
に｣｢

嘆
か

れ
ぬ｣

６｢

鄙｣
｢

別
れ｣

｢

お
と
ろ
へ｣

｢
縄｣

｢

た
き｣

｢

い
ざ
り
せ｣

な
ど
、
名
詞
で
は
実
際
に
存
在
す
る
も
の
や
架
空
の
も
の
で
も
明
確
な
形
を
想
起
さ
せ
る
も
の
、
動
詞
で
は
具
体

的
な
動
作
を
表
す
語
が
目
立
つ
。 

 

次
に
作
者
の
視
点
に
つ
い
て
簡
単
に
和
歌
の
解
説
も
含
め
な
が
ら
述
べ
る
。 

２
の
和
歌
の｢

八
十
島｣

は
た
く
さ
ん
の
島
々
と
解
釈
さ
れ
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
な
語
に
思
わ
れ
る
が
、
篁
の
配
流
先
は
隠
岐
国
で
あ
る
か
ら
、
１
８
０
を
超
え
る
隠
岐
諸
島
の

島
々
を
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
単
語
も
な
い
だ
ろ
う
。
詠
み
手
の
篁
は
今
ま
さ
に
そ
の
島
に
向
か
っ
て
海
原
を
漕
ぎ
だ
し
、
そ
れ
を
京
の
人
に
伝
え

よ
と
漁
師
の
舟
に
向
か
っ
て
呼
び
か
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
情
景
の
中
の
距
離
感
と
し
て
は
篁
は
遠
ざ
か
っ
て
い
く
が
、
そ
の
心
情
は
真
に
迫
っ
て
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

３
の
和
歌
に
表
れ
る
情
景
は
１
、
２
の
和
歌
と
か
わ
っ
て
現
実
の
も
の
で
は
な
い
。｢

渡
り
川｣

と
は
す
な
わ
ち
三
途
の
川
の
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
あ
る
自
分
の
涙
を
架
空
の

世
界
の
雨
、
そ
し
て
そ
れ
が
降
り
注
ぎ
増
水
す
る
川
に
繋
げ
て
妹
が
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。
三
途
の
川
と
い
う
仏
典
に
由
来
す
る
外
来
的
思
想
を
取
り
入
れ
、
現
実

の
世
界
と
架
空
の
世
界
を
重
ね
る
理
知
的
な
構
成
を
し
た
歌
な
が
ら
、
死
者
の
帰
還
と
い
う
現
実
と
反
す
る
事
を
願
う
感
情
が
一
層
篁
の
悲
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
。 

４
の
和
歌
も
３
と
同
様
に
死
を
悼
む
歌
で
あ
る
。
詞
書
き
に
あ
る｢

諒
闇｣

と
は
天
皇
の
喪
に
服
す
期
間
で
あ
り
、｢

君｣

と
は
天
皇
を
指
す
。
し
か
し
深
い
悲
し
み
に
暮
れ
る
と

い
う
よ
り
は
水
面
に
映
り
込
む
花
に
生
前
の
御
姿
を
重
ね
て
し
み
じ
み
思
い
出
す
と
い
う
歌
な
の
で
３
の
和
歌
よ
り
爽
や
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
篁
が
追
憶
す
る｢

君｣

が

ど
な
た
か
は
未
だ
確
証
を
得
な
い
５

。 

５
の
和
歌
は
こ
の
中
で
は
唯
一
情
景
を
あ
ま
り
描
写
せ
ず
、
詠
み
手
の
内
面
の
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
に
は
篁
の
嘆
き
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
詳

細
は
不
明
だ
が
何
か｢

事｣

に
際
し
て
は
嫌
な
世
だ
と
嘆
く
け
れ
ど
も
、｢
し
か
り
と
て｣

放
り
出
し
も
で
き
な
い
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
他
の
五
首
と
比
べ
て

内
向
的
で
、
一
種
諦
め
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
篁
は
そ
の
薨
伝
な
ど
に
描
か
れ
た
人
物
像
か
ら
直
情
的
な
反
骨
の
士
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
繊
細
で
や
や
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
表
現
を
し
た
の
も
確
か
で
あ
る
。 

６
の
和
歌
は
２
の
和
歌
と
同
じ
く
隠
岐
国
に
流
さ
れ
た
折
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
篁
は
漁
師
に
交
じ
っ
て
自
ら
縄
を
持
ち
漁
を
し
て
い
る
訳
だ
が
、
篁
は
初
句｢

思
ひ
き

や｣

で
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
を(

過
去
か
ら
振
り
返
っ
て)

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
と
評
し
て
い
る
。
こ
の｢

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た｣

時
点
は
配
流
前
の
過
去
な
ら
い
つ
で

も
良
い
の
だ
が
、
実
際
に
流
刑
に
処
さ
れ
る
ま
で
ま
る
き
り
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。『
続
日
本
後
紀
』
お
よ
び
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
よ
れ
ば

篁
は
遣
唐
使
の
任
務
を
放
棄
す
る
と
い
う
違
勅
を
犯
し
た
上
、
朝
廷
を
批
判
す
る
旨
で
あ
ろ
う
文
を
作
っ
て
い
る
６

。
当
時
あ
っ
た
死
刑
廃
止
の
風
潮
か
ら
、
死
罪
は
免
れ
る
と

考
え
る
に
し
て
も
、
配
流
に
あ
う
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
特
に
篁
は
『
令
義
解
』
の
編
纂
に
携
わ
る
な
ど
法
律
に
も
明
る
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
自
分
の
処
遇
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
予
測
は
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

思
ひ
き
や｣

と
表
現
し
た
の
は
、
流
罪
に
あ
っ
て
も
な
お
、

自
ら
の
主
張
が
正
し
い
と
い
う
自
信
の
表
れ
で
は
な
い
か
。 

三
．
各
句
の
対
比 

  

篁
の
和
歌
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
対
比
が
あ
る
。
こ
れ
は
１
～
６
の
全
て
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
、
対
比
に
よ
っ
て
情
景
や
心
情
に
よ
り
深
み
を
持
た
せ
て
い
る
。 



 

１
の
和
歌
は
、
ま
ず
花
と
雪
の
色
に
着
目
し
、
そ
の
同
一
性
を｢

ま
じ
り
て
見
え
ず｣

と
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
、｢

香
を
だ
に
に
ほ
へ｣

と
香
り
の
有
無
を
利
用
し
て
花
に
焦
点

を
当
て
て
い
く
。
つ
ま
り
１
の
和
歌
に
は
、
花
と
雪
、
そ
し
て
そ
の
視
覚
的
な
共
通
点(

色)

と
嗅
覚
的
な
相
違
点(

香
り
の
有
無)

と
い
う
対
比
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 
２
の
和
歌
で
は｢

八
十
島
か
け
て
漕
ぎ
出
で
ぬ｣

篁
と｢

海
人
の
釣
り
舟｣

の
対
比
に
よ
っ
て
追
放
に
あ
っ
て
の
悲
壮
感
が
漂
っ
て
く
る
。
和
歌
の
中
で
は｢

八
十
島｣

と
し
か
さ

れ
て
い
な
い
が
、
先
述
の
通
り
篁
が
向
か
う
先
は
流
刑
地
で
あ
る
隠
岐
国
で
あ
っ
て
、
篁
に
と
っ
て
そ
こ
へ
向
か
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
非
日
常
で
あ
る
。
一
方
の｢

海
人
の
釣

り
舟｣
は
漁
師
た
ち
の
日
常
の
象
徴
で
あ
る
。
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
隠
岐
に
流
さ
れ
、
故
郷
に
戻
れ
る
か
す
ら
不
明
な
篁
が
、
漁
が
終
わ
れ
ば
陸
に
帰
っ
て
行
く
漁
師
の
舟
に
呼

び
か
け
る
光
景
は
配
流
の
哀
れ
の
中
に
悲
壮
な
力
強
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３
の
和
歌
は
現
実
の
世
界
と
架
空
の
世
界
の
対
比
で
あ
る
。
ま
ず
和
歌
の
中
に
み
え
る
対
比
と
し
て
現
実
の
涙
と
空
想
の
雨
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
現
実
世
界
と
三

途
の
川
が
あ
る
死
後
の
世
界
を
繋
げ
て
、
結
句｢

帰
り
く
る
が
に｣

で
再
び
現
実
世
界
に
視
点
を
戻
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
死
者
が
戻
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
れ

も
ま
た
空
想
で
あ
る
。
し
か
し
妹
の
死
を
嘆
く
篁
は
現
実
の
も
の
で
あ
り
、
空
想
の
世
界
の
描
写
が
鮮
明
で
あ
る
ほ
ど
死
者
と
の
隔
絶
と
そ
れ
に
よ
る
篁
の
切
実
な
悲
し
み
が

感
じ
ら
れ
る
。 

 

４
の
和
歌
は
他
の
和
歌
に
比
べ
て
対
比
自
体
は
弱
い
も
の
の
、
現
実
に
咲
く
花
と
水
面
に
映
る
花
、
そ
し
て｢

君
が
御
影｣

の
対
比
が
あ
る
。
推
論
に
過
ぎ
な
い
が
こ
の
和
歌
は

宴
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
林
和
彦
氏
の｢

法
会
の
あ
と
の
、
遊
宴
の
気
分
の
漂
う
中
で
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
背
を
向
け
て
池
畔
に
た
た
ず
み
、
先

帝
の
思
い
出
に
ひ
た
っ
て
い
る
７｣
と
い
う
評
に
従
う
な
ら
ば
、
現
実
の
花
で
な
く
水
面
に
映
る
花
の
像
に
在
り
し
日
の
御
姿
を
重
ね
た
の
は
、
こ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
る
か
も

知
れ
な
い
。 

 

５
の
和
歌
は｢

事
あ
る
ご
と
に
世
の
中
が
嫌
に
な
る｣

感
情
と｢

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
む
く
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
い
う
理
性
的
な
結
論
が
描
か
れ
て
い
る
。｢

し
か
り
と
て｣

と

結
句
の
内
容
を
先
行
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
篁
の
葛
藤
が
う
か
が
え
る
。 

 

６
の
和
歌
は｢

お
と
ろ
へ｣

た
現
在
の
自
分
と
そ
う
い
っ
た
状
況
に
陥
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
過
去
の
自
分
と
の
対
比
が
見
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
篁
は
こ
の
と

き
流
罪
の
原
因
と
な
っ
た
自
身
の
主
張
を
正
論
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
正
論
を
述
べ
た
た
め
に
流
罪
に
処
さ
れ
、｢

お
と

ろ
へ｣

た
姿
は(

若
干
自
業
自
得
の
感
が
あ
る
と
は
い
え)

読
ん
だ
も
の
の
嘆
息
を
さ
そ
う
だ
ろ
う
。 

 

四
．
小
野
小
町｢

花
の
色
は｣

と
の
比
較 

 

二
章
と
三
章
で
は
篁
の
和
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
次
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
典
型
と
言
わ
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。『
古
今
和
歌
集
』
を
概
す
る
と
き
、

｢

た
を
や
め
ぶ
り｣

や｢

技
巧
的｣

と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
本
稿
で
は
小
野
小
町
の
和
歌
を
引
く
。(

高
田
裕
彦2

0
0

9

『
新
版
古
今
和
歌
集
現
代
語
訳
付

き
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
よ
り
引
用
。
今
後
の
引
用
を
簡
便
に
す
る
た
め
Ａ
と
す
る) 

 

Ａ 

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に 

 

Ａ
の
和
歌
は｢

花
の
色
は
む
な
し
く
色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
世
に
降
り
続
く
長
雨
の
間
に｣

と｢

私
も
老
い
さ
ら
ば
え
て
し
ま
っ
た
む
な
し
く
物
思
い
を
し
て
こ
の
世
を
生
き
な

が
ら
え
る
間
に｣

の
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
女
性
の
老
い
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
和
歌
に
は｢

老
い
た｣

だ
と
か｢

苦

し
い｣

な
ど
の
直
接
的
な
語
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、｢

わ
が
身
世
に
ふ
る｣

の
一
句
と｢

ふ
る(
降
る
／
古
る)｣｢

な
が
め(

長
雨
／
眺
め)｣

の
二
つ
の
掛
詞
を
用
い
、
前
半
部
分
の
花

の
移
ろ
い
に
女
性
の
半
生
を
写
し
て
、
そ
の
老
い
て
い
く
こ
と
の
嘆
き
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
さ
に
技
巧
的
な
和
歌
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 

一
方
で
篁
の
和
歌
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
通
り
、｢

お
と
ろ
へ｣

だ
と
か｢

嘆
か
れ
ぬ｣

な
ど
直
接
的
な
表
現
を
し
て
お
り
、
さ
ら
に
具
体
的
な
語
を
使
い
つ
つ
も
そ
れ
を
掛
詞
や

縁
語
と
言
っ
た
技
法
に
か
け
る
歌
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
い
え
ば
、
篁
の
和
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
典
型
と
言
わ
れ
る
和
歌
と
は
対
照
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

五
．
古
体
的
特
徴
と
新
体
的
特
徴 

  

し
か
し
な
が
ら
、
典
型
と
言
わ
れ
る
和
歌
と
対
照
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
『
古
今
和
歌
集
』
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
篁
の
和
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』



に
と
っ
て
非
常
に
歓
迎
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
『
古
今
和
歌
集
』
は
そ
の
中
の｢

真
名
序｣

や｢

仮
名
序｣

に
見
え
る
と
お
り
、
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
和
歌
の
文
化
を

い
ま
一
度
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
８

。｢

古
今｣

の
名
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
そ
こ
に
は
古
の
『
万
葉
集
』
へ
の
憧
れ
と
、
そ
れ
を
継
承
し
新
し
い
和

歌
文
化
を
築
き
上
げ
よ
う
と
い
う
意
識
が
見
て
取
れ
る
。
仮
に
先
に
挙
げ
た
小
野
小
町
に
代
表
さ
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
典
型
と
言
わ
れ
る
和
歌
た
ち
が(

『
古
今
和
歌
集
』

の
時
代
か
ら
見
た)｢

新
し
い
和
歌｣

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
篁
の
和
歌
は
古
い
特
徴
と
新
し
い
特
徴
を
併
せ
持
つ
和
歌
な
の
で
あ
る
。 

 

ま
ず
古
体
的
特
徴
と
し
て
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
写
実
的
で
率
直
な
詠
み
ぶ
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
で
い
う｢

た
を
や
め
ぶ
り｣｢

技
巧
的｣

と
同
じ
よ
う
な
も

の
で
、『
万
葉
集
』
で
は｢

素
朴｣

｢

雄
健｣

｢

写
実
的｣

｢

ま
す
ら
を
ぶ
り｣

な
ど
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
篁
の
和
歌
に
見
え
る
語
句
に
は｢

八
十
島｣

｢

海
人
の
釣
り
舟｣｢

人
の
知
る
べ
く｣

な
ど
平
安
時
代
以
前
に
も
見
ら
れ
る
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
特
に
２
の
歌
に
顕
著
に

見
ら
れ
、
指
摘
も
多
く
あ
る
９

。 
 

次
に
新
体
的
特
徴
と
し
て
、
三
章
で
扱
っ
た
対
比
や
外
来
的
思
想
の
輸
入
な
ど
の
理
知
的
な
詠
み
ぶ
り
を
挙
げ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
篁
の
和
歌
自
体
の
特
徴
で
は
な
い
が
、

篁
の
あ
と
の
時
代
に
篁
の
表
現
を
踏
襲
し
た
和
歌
が
出
て
く
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。 

篁
の
表
現
を
踏
襲
し
た
で
あ
ろ
う
作
品
は
数
多
く
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
『
古
今
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
１
の
和
歌
に
影
響
を
受
け
た
だ
ろ
う
和
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
に
は
１
の
和
歌
の
前
に
一
つ
、
後
ろ
に
二
つ｢

梅
と
雪
が
ま
ざ
り
あ
っ
て
区
別
が
つ
か
な
い｣

と
い
う
主
題
の
作
品
が
続
い
て
い
る
。(

高
田
裕
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Ｃ
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と
す
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Ｂ 

梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
ひ
さ
か
た
の
天
霧
る
雪
の
な
べ
て
触
れ
れ
ば 

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麿
が
歌
な
り 

 

Ｃ 

雪
の
う
ち
の
梅
の
花
を
よ
め
る 

梅
の
香
の
降
り
お
け
る
雪
に
ま
が
ひ
せ
ば
誰
か
こ
と
ご
と
わ
き
て
折
ら
ま
し 

 

Ｄ 

雪
の
ふ
り
け
る
を
見
て
よ
め
る 

雪
降
れ
ば
木
ご
と
に
花
ぞ
咲
き
に
け
る
い
づ
れ
を
梅
と
わ
き
て
折
ら
ま
し 

 

こ
の
う
ち
作
者
が
判
明
し
て
い
る
の
は
Ｃ(

紀
貫
之)

と
Ｄ(

紀
友
則)
で
あ
る
。
Ｂ
は
左
注
に｢

柿
本
人
麿
が
歌
な
り｣

と
あ
る
が
明
証
は
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
主
題
で
作

ら
れ
た
歌
が
四
首
続
け
て
と
ら
れ
る
こ
と
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
一
種
伝
統
の
自
然
表
現
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
篁
は
こ
の
よ
う
な
自
然
表
現
に
さ

ら
に
花
の
香
り
を
詠
み
こ
み
、
貫
之
ら
選
者
の
時
代
よ
り
も
百
年
ほ
ど
早
く
詠
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
篁
の
１
の
和
歌
の
影
響
を
強
く
感
じ
る
和
歌
が
左
の
和
歌
で
あ
る
。(

高
田
裕
彦2
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『
新
版
古
今
和
歌
集
現
代
語
訳
付
き
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
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庫
よ
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。
今

後
の
引
用
を
簡
便
に
す
る
た
め
Ｅ
と
す
る) 

 

Ｅ 

春
の
歌
と
て
よ
め
る 

花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風 

 

作
者
は
良
岑
宗
貞
、
六
歌
仙
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
僧
正
遍
昭
の
出
家
前
の
名
で
あ
る
。
宗
貞
が
生
き
た
の
は
弘
仁
七
年(

８
１
６)

か
ら
寛
平
二
年
一
月(

８
９
０)

、
篁
が
生

き
た
の
は
延
暦
二
十
一
年(

８
０
２)

か
ら
仁
寿
二
年
十
二
月(

８
５
３)

で
あ
る
か
ら
、
１
と
Ｅ
ど
ち
ら
が
先
に
詠
ま
れ
た
も
の
か
は
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
宗
貞
が
篁
よ
り

十
四
歳
年
若
い
こ
と
や
、｢

霞
が
隠
す｣

｢

風
に
盗
ん
で
こ
さ
せ
る｣

と
い
っ
た
１
の
和
歌
に
比
べ
て
手
の
込
ん
だ
発
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

宗
貞
が
篁
の
和
歌
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

六
．
古
今
和
歌
集
の
中
の
篁 

 



 

前
項
で
は
篁
の
和
歌
が
後
の
和
歌
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
延
べ
た
が
、
次
に
篁
の
生
き
た
時
代
と
和
歌
の
入
集
数
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
の
際
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
時

代
区
分
に
つ
い
て
扱
う
が
こ
こ
で
は
左
の
よ
う
に
す
る
１
０

。 
 

第
一
期 

読
み
人
知
ら
ず
の
時
代(

～
８
４
９) 

 

第
二
期 
六
歌
仙
の
時
代(

８
５
０
～
８
９
０) 

 

第
三
期 

選
者
の
時
代(

８
９
１
～
９
４
５) 

  

篁
は
こ
の
中
の
読
み
人
知
ら
ず
の
時
代
に
属
し
て
い
る
。
各
時
代
の
和
歌
数
は
第
三
期
が
一
番
多
く
、
次
に
第
二
期
、
第
三
期
と
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
増
え
て
い
く
。

作
者
が
判
明
し
て
い
る
和
歌
の
中
で
、
篁
の
入
集
数(

六
首)

は
第
一
期
で
は
柿
本
人
麻
呂(

七
首)

に
次
ぐ
二
番
目
に
多
い
入
集
で
、
第
二
期
ま
で
含
め
て
み
て
も
五
位
、
『
古
今

和
歌
集
』
全
体
で
は
十
五
位
の
入
集
数
で
あ
る
。
ま
た
柿
本
人
麻
呂
は
飛
鳥
時
代
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
平
安
の
初
め(

桓
武
朝
～
仁
明
朝)

特
に
唐
風
の
文
化
が
栄
え
、
和
歌
が

一
時
衰
退
し
た
時
代
を
生
き
た
人
物
で
は
最
多
で
あ
る
１
１

。『
古
今
和
歌
集
』
が
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
和
歌
文
化
の
再
興
を
も
く
ろ
み
た
歌
集
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ

の
よ
う
な
時
代
に
古
い
形
式
を
残
し
つ
つ
、
優
美
で
新
し
い
表
現
を
し
た
篁
は
、
古
き
を
継
ぎ
新
し
い
道
を
興
そ
う
と
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
選
者
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
る
種

の
理
想
の
歌
人
と
し
て
独
自
の
地
位
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

七
．
お
わ
り
に 

  

以
上
、『
古
今
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た
篁
の
和
歌
を
、
そ
の
表
現
の
特
徴
と
入
集
数
、
そ
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
持
つ｢

古
代
へ
の
憧
れ｣

を
手
が
か
り
に
、
篁
の
和
歌
の

内
容
を
分
析
し
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
篁
の
位
置
づ
け
を
論
じ
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
篁
の
和
歌
が
『
古
今
和
歌
集
』
に
と
っ
て
、
古
い
形
態
を
残

し
つ
つ
、
い
ち
早
く
新
し
い
表
現
を
取
り
入
れ
た
鏑
矢
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
拙
い
論
で
は
あ
る
が
、
本
稿
が
今
後
小
野
篁
の
和
歌
、
あ
る
い
は
小
野

篁
自
身
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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5
‐
5
6

頁 

２ 

非
常
に
簡
素
で
は
あ
る
が
、C

i
N
ii
 
Re
se
ar

ch

の
フ
リ
ー
ワ
ー
ド
検
索
で｢

小
野
篁｣

と
検
索
し
た
と
こ
ろ
１
１
７
件
の
論
文
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
そ
の
全
て
に
目
を
通
せ
て
は
い
な
い
が
、
私
の
知
る
限
り



 

で
は
歴
史
的
事
跡
を
検
討
す
る
も
の
は(

抄
録
で
判
断
し
た
も
の
も
含
め)

８
件
ほ
ど
で
あ
っ
た(

仁
藤
智
子2

02
0｢

小
野
篁
関
係
史
料
集
成
：
正
史
編｣

国
士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会
国
士
舘
人
文
学
１
０

巻1
15
‐
13
2

頁 

。
岩
井
美
奈20

1
8｢

小
野
篁
の
研
究｣

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
国
文
学
学
会
玉
藻
５
２
巻1

03
‐
12
7

頁(

こ
れ
は
歴
史
的
事
跡
の
み
で
な
く
伝
承
も
扱
う)

。
仁
藤
智
子2

01
7｢

二
人
の
東

宮
恒
貞
・
道
康
と
東
宮
学
士
小
野
篁
：
歴
史
書
か
ら
見
た
小
野
篁｣

国
士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会
国
士
舘
人
文
学
７
巻1
55
‐
16
4

頁
。
黒
木
香2

00
7｢

史
料
に
記
さ
れ
た
人
物
像
：
小
野
篁
薨
伝
を
め
ぐ

っ
て｣

広
島
平
安
文
学
研
究
会
古
代
中
世
国
文
学
２
３
号2

‐
6

頁
。
な
ど)

。
対
し
て
『
篁
物
語
』
に
つ
い
て
扱
っ
た
も
の
は
１
６
件
、
冥
官
伝
説
や
隠
岐
の
伝
承
、
寺
社
縁
起
な
ど
を
扱
っ
た
も
の
が
４
２

件
、『
篁
物
語
』
以
外
の
創
作
や
説
話
を
扱
っ
た
も
の
が
１
１
件
、
和
歌
を
扱
っ
た
も
の
が
６
件
、
漢
詩
を
扱
っ
た
も
の
が
１
件
、
タ
イ
ト
ル
や
抄
録
な
ど
で
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
も
の
が
１
４
件
、『
小

野
篁
歌
字
尽
』
に
つ
い
て
扱
っ
た
の
が
１
４
件
だ
っ
た
。
ま
た
、
書
籍
に
関
し
て
、
小
野
篁
の
事
跡
を
扱
っ
た
本
は
遣
唐
使
関
連
の
書
籍
や
佐
伯
有
清1

99
2

『
人
物
叢
書
新
装
版
伴
善
男
』
吉
川
弘
文
館

(

善
愷
訴
訟
事
件
お
よ
び
伴
善
男
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る)

な
ど
が
あ
る
が
、
現
状
小
野
篁
の
生
涯
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
書
籍
は
繁
田
信
一2

02
0

『
小
野
篁
：
そ
の
生
涯
と
伝
説
』
教
育
評
論
社
の

み
で
あ
る
。 

３ 

平
野
由
紀
子1

9
88

『
小
野
篁
集
全
釈
』
風
間
書
房1

9
‐
2
6

頁
に
詳
し
い
。 

４ 

今
村
浩
子2

0
17
｢

小
野
篁｢
わ
た
の
原｣

歌
再
考
：
詠
歌
年
次
、『
万
葉
集
』
歌
と
の
関
わ
り
を
中
心
に｣

札
幌
国
語
研
究
／
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校
国
語
国
文
学
会
・
札
幌
編2

2

号41
-5
8

頁
。
川
村
晃

生1
98
7｢

八
十
島
か
け
て｣

考
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
室
三
田
國
文
８
号1

7
‐
2
1

頁
。
な
ど
。 

５ 

篁
が
そ
の
崩
御
に
あ
っ
た
の
は
、
桓
武(

篁
５
歳)

、
平
城(

篁
２
３
歳)

、
淳
和(

篁
３
９
歳)

、
嵯
峨(

篁
４
１
歳)

、
仁
明(

篁
４
９
歳)

の
五
代
で
あ
る
。
篁
が
仁
明
天
皇
に
近
か
っ
た(

仁
明
朝
に
蔵
人

頭
や
参
議
に
就
任
し
て
い
た)

こ
と
や
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
の
仁
寿
元
年
三
月
壬
午
の
条
に
藤
原
良
房
が
仁
明
天
皇
を
偲
ぶ
法
華
経
会
を
開
い
た
折
に｢

公
卿
大
夫｣

が
詩
歌
を
以
て
仁
明
天
皇
を
追
慕

し
、
そ
の
死
を
嘆
い
た
と
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
証
は
な
い
が
、
４
の
歌
を
仁
明
天
皇
に
寄
せ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。(

小
林
和
彦19

78｢

小
野
篁
、
そ
の
人
と
和
歌
：
反
骨
性
と
屈
折

性｣

北
海
道
教
育
大
学
紀
要
第
一
部
Ａ
人
文
科
学
編2

8

巻2

号9-
23

頁
参
考)
 

６ 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
五
年
十
二
月
己
亥
の
条
。『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
十
二
月
癸
未
の
条
参
照
。 

７ 

小
林
和
彦1

9
78｢

小
野
篁
、
そ
の
人
と
和
歌
：
反
骨
性
と
屈
折
性｣

北
海
道
教
育
大
学
紀
要
第
一
部
Ａ
人
文
科
学
編2

8

巻2

号9-
23

頁
よ
り
引
用
。
注
５
の
よ
う
に
４
の
歌
を
良
房
主
催
の
法
会
の
折
の

も
の
と
し
て
述
べ
て
い
る
。 

８ 

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の｢(

略)

い
に
し
へ
よ
り
か
く
伝
は
る
う
ち
に
も
、
な
ら
の
御
時
よ
り
ぞ
広
ま
り
に
け
る
。(

略)

こ
の
人
々
を
お
き
て
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
る
人
も
、

呉
竹
の
よ
よ
に
聞
こ
え
、
片
糸
の
よ
り
よ
り
に
絶
え
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
れ
よ
り
先
の
歌
を
集
め
て
な
む
、
万
葉
集
と
名
づ
け
ら
れ
た
り
け
る
。(

略)

よ
ろ
づ
の
政
を
き
こ
し
め

す
い
と
ま
、
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
す
て
た
ま
は
ぬ
あ
ま
り
に
、
い
に
し
へ
の
こ
と
を
も
忘
れ
じ
、
旧
り
に
し
こ
と
を
も
起
こ
し
た
ま
ふ
と
て
、
今
も
見
そ
な
は
し
、
後
の
世
に
も

伝
は
れ
と
て(

略)
｣

や
、
真
名
序
の｢

(

略)

昔
平
城
天
子
詔
二

侍
臣
一

、
令
レ

撰
二

万
葉
集
一

。
自
レ

爾
以
来
、
時
歴
二

十
代
一

、
数
過
二

百
年
一

。
其
後
和
歌
、
棄
不
レ

被
レ

採
。(

略)

思

レ

継
二

既
絶
之
風
一

、
欲
レ

興
二

久
廃
之
道
一

。(

略)
｣

な
ど
か
ら
『
万
葉
集
』
へ
の
意
識
や
新
し
い
和
歌
文
化
を
築
く
事
へ
の
意
欲
が
見
て
取
れ
る
。(

高
田
裕
彦2

0
0

9

『
新
版
古
今

和
歌
集
現
代
語
訳
付
き
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
よ
り
引
用
。) 

９ 

今
村
浩
子20

17
｢

小
野
篁｢

わ
た
の
原｣

歌
再
考
：
詠
歌
年
次
、『
万
葉
集
』
歌
と
の
関
わ
り
を
中
心
に｣

札
幌
国
語
研
究
／
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校
国
語
国
文
学
会
・
札
幌
編2

2

号41
-5
8

頁
。
川
村
晃

生1
98
7｢

八
十
島
か
け
て｣

考
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
室
三
田
國
文
８
号1

7
‐
2
1

頁
。
な
ど
。 

１
０ 

小
沢
正
夫19

90

『
作
者
別
年
代
順
古
今
和
歌
集
増
補
版
』
明
治
書
院
を
参
考
に
、
第
一
期
を
文
徳
天
皇
の
即
位
年
ま
で
、
第
二
期
を
僧
正
遍
昭
の
死
ま
で
、
第
三
期
を
紀
貫
之
が
死
ぬ
９
４
５
年
ま
で

と
す
る
。
た
だ
し
、『
作
者
別
年
代
順
古
今
和
歌
集
増
補
版
』
で
は
第
一
期
の
始
ま
り
を
８
０
９
年
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
８
０
９
年
以
前
の
柿
本
人
麻
呂
の
歌
を
扱
っ
て
い
る
の
で
始
ま
り
の
時
期
に
つ

い
て
は
特
定
し
な
い
。 

１
１ 

入
収
集
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
。(

小
沢
正
夫19

90

『
作
者
別
年
代
順
古
今
和
歌
集
増
補
版
』
明
治
書
院
を
参
考
。
ま
た
集
計
し
た
の
は
作
者
が
判
明
し
て
い
る
歌
の
み
で
あ
る
。)

 

１
．
紀
貫
之
１
０
０
首(

第
三
期) 

２
．
凡
河
内
躬
恒
６
０
首(

第
三
期) 

３
．
紀
友
則
４
６
首(

第
三
期) 

４
．
壬
生
忠
岑
３
７
首(

第
三
期) 

５
．
素
性
法
師
３
６
首(

第
三
期) 

６
．
在
原
業
平
３
０
首(

第
二
期) 

７
．
伊
勢
２
２
首(

第
三
期) 

８
．
藤
原
敏
行
１
９
首(

第
三
期) 

９
．
小
野
小
町
１
８
首(

第
二
期) 

１
０
．
僧
正
遍
昭
１
７
首(

第
二
期)

 



 

１
１
．
藤
原
興
風
１
７
首(

第
三
期)

 
１
２
．
清
原
深
養
父
１
７
首(

第
三
期)

 
１
３
．
在
原
元
方
１
４
首(

第
三
期)

 

１
４
．
大
江
千
里
１
０
首(

第
三
期)

 

１
５
．
平
貞
文
９
首(

第
三
期) 

１
６
．
柿
本
人
麻
呂
７
首(

第
一
期)

 

１
７
．
在
原
滋
春
６
首(

第
三
期) 

１
８
．
源
宗
于
６
首(
第
三
期) 

１
９
．
小
野
篁
６
首(

第
三
期) 
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