
一

『
和
泉
式
部
続
集
』
に
は
、
和
泉
式
部
が
最
愛
の
帥
宮
敦
道
親
王
の
死
を
嘆
き

詠
ん
だ
と
さ
れ
る
、
百
二
十
二
首
の
歌
群
が
存
在
し
て
い
る
。
清
水
文
雄
氏
（
注
１
）

の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
Ｇ
歌
群
」
で
、『
和
泉
式
部
続
集
』
の
九
四
〇
番
歌
か
ら

一
〇
六
一
番
歌
に
あ
た
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
、
清
水
文
雄
氏
（
注
２
）

が
「
帥
宮
挽

歌
群
」
と
呼
ば
れ
て
以
来
、
そ
れ
が
一
般
的
な
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。

「
帥
宮
挽
歌
群
」
に
つ
い
て
は
、
藤
平
春
男
氏
（
注
３
）
、
木
村
正
中
氏
（
注
４
）
、
久
保

木
寿
子
氏
（
注
５
）

な
ど
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、

久
保
木
哲
夫
氏
（
注
６
）

と
伊
井
春
樹
氏
（
注
７
）

が
相
次
い
で
伝
行
成
筆
和
泉
式
部
続
集

切
を
発
表
さ
れ
、
今
ま
で
我
々
が
目
に
し
て
い
た
榊
原
本
の
「
帥
宮
挽
歌
群
」
と

は
大
き
く
異
な
る
挽
歌
群
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
今
ま
で
の

諸
氏
の
榊
原
本
で
の
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
分
析
に
は
再
検
討
の
必
要
性
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。

久
保
木
哲
夫
氏
と
伊
井
春
樹
氏
が
検
討
さ
れ
た
結
果
、
伝
行
成
筆
和
泉
式
部
続

集
切
に
見
え
る
「
帥
宮
挽
歌
群
」
に
該
当
す
る
歌
群
は
、
榊
原
本
に
見
え
る
「
帥

宮
挽
歌
群
」
と
は
異
な
る
配
列
で
歌
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
新
出
歌
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
伊
井
春
樹
氏
は
、
榊
原
本
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
歌
序

よ
り
、
伝
行
成
筆
和
泉
式
部
続
集
切
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
歌
序
の
方
を
高
く
評
価

さ
れ
、「
続
集
切
で
は
こ
の
よ
う
な
配
列
換
え
さ
れ
た
り
秩
序
意
識
が
あ
る
と
い
う

の
は
、（
略
）
時
間
に
沿
っ
た
編
集
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。」、

「
完
全
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
時
間
の
進
行
に
従
っ
て
の
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
平
田
喜
信
氏
（
注
８
）

は
、「
幾
度
か
に

わ
た
る
編
纂
の
試
み
、
編
み
変
え
の
事
実
が
あ
る
程
度
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
可

能
性
を
認
め
」
な
が
ら
も
、「
榊
原
本
と
「
切
」
と
の
哀
傷
歌
の
二
形
態
の
存
在

は
、
い
ま
だ
雑
纂
形
態
を
脱
し
切
っ
て
は
お
ら
ず
」
と
述
べ
、
榊
原
本
と
伝
行
成

筆
和
泉
式
部
続
集
切
と
の
間
に
優
劣
の
差
を
つ
け
る
こ
と
を
危
ぶ
ま
れ
る
。
確
か

に
、
こ
の
よ
う
な
現
況
で
「
帥
宮
挽
歌
群
」
と
い
う
も
の
を
断
定
し
、
論
ず
る
こ

と
は
性
急
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
榊
原
本
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
中
に
見
え
る
「
五
十
首
歌
」
と

呼
ば
れ
る
歌
群
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
展
開
を
見
な
い
。「
五
十
首

『
和
泉
式
部
続
集
』「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
一
考
察

―
―
「
五
十
首
歌
」
の
音
と
空
を
め
ぐ
っ
て
―
―
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歌
」
と
は
、『
和
泉
式
部
続
集
』
の
一
〇
一
四
番
歌
か
ら
一
〇
五
九
番
歌
に
相
当
す

る
四
十
六
首
の
歌
群
で
、
榊
原
本
「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
後
半
に
位
置
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
「
五
十
首
歌
」
は
、
伝
行
成
筆
和
泉
式
部
続
集
切
に
は
一
首
も
見
ら

れ
ず
、
以
前
か
ら
そ
の
独
立
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
、
伝

行
成
筆
和
泉
式
部
続
集
切
で
は
、
一
〇
一
二
番
歌
と
一
〇
六
〇
番
歌
が
連
結
し
て

お
り
、
一
〇
一
三
番
歌
と
「
五
十
首
歌
」
の
部
分
が
そ
っ
く
り
抜
け
落
ち
た
形
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
井
春
樹
氏
が
集
成
さ
れ
た
第
九
葉
、
第
一
〇
葉
を
引

用
す
る
。（

）
内
の
歌
番
号
は
私
に
付
し
た
。

九
こ
ひ
の
な
り
ま
さ
る
か
な
（
一
〇
〇
一
）

ま
へ
な
る
た
ち
は
な
を
人
の
こ
ひ
た
る
に
や
る
と
て

と
る
ん
を
し
む
か
し
の
人
の
か
に
ゝ
た
る
は
な
た
ち

花
の
な
に
（
傍
記
「
る
」）
や
と
お
ん
へ
は
（
一
〇
一
二
）

ふ
く
に
て
も
の
も
み
ぬ
と
し
て
の
御
そ
き
の
日

く
る
ま
に
あ
り
と
き
く
は
ま
こ
と
か
と
ゝ
ひ
た

り
け
る
き
ん
た
ち
の
あ
り
け
る
を
の
ち
に

一
〇
　
　
き
ゝ
て

そ
れ
な
か
ら
つ
れ
な
き
人
は
あ
り
ん
せ
よ
あ
ら
し
と

お
も
ひ
（
傍
記
「
は
」）
て
と
ひ
け
る
そ
う
き
（
一
〇
六
〇
）

（
略
）

平
田
喜
信
氏
（
注
９
）

は
、「
伝
行
成
筆
切
の
原
本
が
書
写
さ
れ
た
当
時
、
こ
れ
ら
の
哀

傷
歌
の
集
合
の
中
に
こ
の
「
五
十
首
和
歌
」
は
ま
だ
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
独
立
し

て
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
言
っ
て
よ
い
。」
と
述
べ
、「
五

十
首
歌
」
に
つ
い
て
は
、
和
泉
式
部
の
「
編
纂
に
あ
た
っ
て
の
意
図
が
題
や
配
列

を
通
じ
て
残
存
し
て
い
る
と
予
想
で
き
、
こ
ち
ら
は
そ
れ
ほ
ど
細
緻
に
読
み
込
ん

だ
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
資
料
上
の
不
安
は
感
じ
な
く
て
も
済
む
の
で
あ
る
。」
と

解
さ
れ
る
。「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
中
の
「
五
十
首
歌
」
は
、
和
泉
式
部
自
身
の
手
に

よ
り
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
五
十
首
歌
」
に
よ
り

和
泉
式
部
の
歌
群
の
性
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

「
五
十
首
歌
」
と
は
、「
ひ
る
し
の
ぶ
」「
ゆ
ふ
べ
の
な
が
め
」「
よ
ひ
の
お
も

ひ
」「
夜
な
か
の
寝
覚
」「
あ
か
つ
き
の
恋
」
と
、
一
日
の
時
間
の
推
移
を
表
す
歌

題
を
設
け
、
そ
の
時
々
の
宮
を
失
っ
た
悲
し
い
恋
情
を
詠
っ
た
も
の
で
、
非
常
に

特
色
の
あ
る
形
態
の
歌
群
で
あ
る
。「
よ
ひ
の
お
も
ひ
」
題
は
十
首
あ
る
が
、
残
り

の
四
題
は
九
首
ず
つ
し
か
な
く
、
全
部
で
四
十
六
首
に
な
る
。
藤
平
春
男
氏
（
注
10
）

は
、「
題
を
も
と
に
し
て
詠
ん
で
い
っ
て
な
か
な
か
各
十
首
に
満
た
な
か
っ
た
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
推
察
さ
れ
る
が
、
平
田
喜
信
氏
（
注
11
）

の
述
べ
ら
れ
る
よ
う

に
、
後
に
脱
落
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

「
五
十
首
歌
」
は
、

つ
れ
づ
れ
の
つ
き
せ
ぬ
ま
ま
に
、
お
ぼ
ゆ
る
事
を
か
き
あ
つ
め
た
る
歌
に
こ

そ
に
た
れ
　
ひ
る
し
の
ぶ
　
ゆ
ふ
べ
の
な
が
め
　
よ
ひ
の
お
も
ひ
　
よ
な
か

の
ね
ざ
め
　
あ
か
つ
き
の
こ
ひ
　
こ
れ
を
か
き
わ
け
た
る

と
い
う
詞
書
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
詞
書
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
り
、
問
題
と
さ

二



れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
和
泉
式
部
集
全
釈
―
続
集
篇
―
』
は
、

尽
き
る
こ
と
も
な
い
つ
れ
づ
れ
の
中
で
、
感
じ
る
事
を
書
き
集
め
た
の
が
、

次
の
も
の
で
、
何
だ
か
歌
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
た
。
昼
偲
ぶ
、
夕
べ
の
な

が
め
、
宵
の
思
ひ
、
夜
中
の
寝
覚
め
、
暁
の
恋
、
こ
れ
を
書
き
分
け
て
み
た

の
が
、
以
下
の
歌
で
あ
る
。（
注
12
）

と
解
釈
す
る
。
こ
の
詞
書
が
問
題
と
な
る
の
は
、
詞
書
の
前
半
部
分
と
後
半
部
分

に
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
お
ぼ
ゆ
る
事
を
か
き
あ
つ
め

た
る
」
と
「
こ
れ
を
か
き
わ
け
た
る
」
の
違
い
で
あ
る
。
前
半
部
分
を
重
視
す
る

と
、
体
験
に
即
し
て
日
常
的
に
詠
ま
れ
た
既
成
の
歌
々
を
集
め
て
こ
の
歌
群
が
成

っ
た
と
取
れ
る
。
反
対
に
後
半
部
分
を
見
る
と
、
意
識
し
て
題
を
踏
ま
え
て
詠
ん

だ
題
詠
的
な
歌
群
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
久
保
木
寿
子
氏
（
注
13
）

は
、
詞
書
を
前
後

に
分
断
し
一
方
に
比
重
を
置
き
理
解
す
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
、「
こ
の
歌
群
は
哀

傷
歌
群
と
し
て
、
統
一
的
主
題
の
下
に
把
握
で
き
る
の
で
あ
り
、
詞
書
の
前
半
部

分
は
、
こ
の
歌
群
の
主
題
に
係
わ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
思
う
。
詞
書
の
後
半
は
、

詠
者
が
、
主
題
の
形
象
を
、
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
「
題
」
の
下
に
、
意
識
的
に
書

き
わ
け
る
こ
と
に
よ
り
果
た
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。」
と
述
べ
ら

れ
る
。
ま
た
、
久
保
木
哲
夫
氏
（
注
14
）

は
、「
お
ぼ
ゆ
る
事
を
か
き
あ
つ
め
た
る
歌
に

こ
そ
に
た
れ
」
が
、
五
つ
の
歌
題
で
あ
る
と
の
説
を
示
さ
れ
た
。

ひ
る
し
の
ぶ
ゆ
ふ
べ
の
な
が
め
よ
ひ
の
お
も
ひ
よ
な
か
の
ね
ざ
め
あ
か
つ
き

の
こ
ひ

と
い
う
よ
う
に
、
五
つ
の
歌
題
が
一
首
の
和
歌
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

書
き
集
め
た
と
し
て
も
、
書
き
分
け
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
歌
群

は
、
ル
ー
ズ
な
単
な
る
群
作
（
注
15
）

で
は
な
く
、
綿
密
に
構
成
さ
れ
た
歌
群
と
考
え

て
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

三

「
五
十
首
歌
」
の
特
色
と
し
て
、
平
田
喜
信
氏
（
注
16
）

は
題
詠
性
と
連
作
性
を
指
摘

さ
れ
る
。
平
田
氏
は
、
大
部
分
が
題
に
規
制
さ
れ
詠
み
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
全

体
を
見
る
と
同
一
主
題
の
反
復
が
見
ら
れ
、
歌
作
の
生
み
出
す
交
響
に
主
眼
を
置
い

た
構
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
説
か
れ
る
。「
五
十
首
歌
」
を
、「
一
個
の
作
品
と
し

て
設
計
さ
れ
」
た
も
の
と
結
論
付
け
ら
れ
て
お
り
、
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
久
保

木
寿
子
氏
（
注
17
）

は
、
最
初
の
「
ひ
る
し
の
ぶ
」
か
ら
最
後
の
「
あ
か
つ
き
の
恋
」
へ

と
、
歌
の
表
現
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。「
五
十
首
歌
」
の

前
半
部
分
に
お
い
て
は
「
君
」
が
多
用
さ
れ
、
後
半
に
な
る
と
「
君
」
は
姿
を
消
し

「
人
」
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
久
保
木
氏
は
、「
具
象
的
」「
実
感
的
」
な

表
現
か
ら
、「
抽
象
的
概
念
的
な
表
現
」
へ
の
変
化
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

久
保
木
寿
子
氏
の
こ
の
注
目
す
べ
き
ご
指
摘
を
受
け
、
本
稿
で
は
「
五
十
首
歌
」

に
見
ら
れ
る
、
聴
覚
を
伴
っ
た
歌
の
表
現
と
空
を
詠
ん
だ
歌
の
表
現
の
変
遷
に
目

を
向
け
て
み
た
い
と
思
う
。

「
五
十
首
歌
」
か
ら
音
に
関
わ
る
歌
を
拾
い
上
げ
て
み
る
。
ま
ず
、
二
つ
目
の

歌
題
、「
ゆ
ふ
べ
の
な
が
め
」
に
一
首
見
ら
れ
る
。

夕
暮
は
い
か
な
る
と
き
ぞ
め
に
み
え
ぬ
風
の
お
と
さ
へ
あ
は
れ
な
る
か
な

（
和
泉
式
部
続
集
・
一
〇
二
五
）

三



『
古
今
集
』
の
、

女
郎
花
ふ
き
す
ぎ
て
く
る
秋
風
は
め
に
は
見
え
ね
ど
か
こ
そ
し
る
け
れ
（
注
18
）

（
古
今
集
・
秋
上
・
二
三
四
・
み
つ
ね
）

の
歌
を
敷
く
と
さ
れ
る
。『
古
今
集
』
の
歌
が
季
節
詠
で
あ
る
の
に
対
し
、
和
泉
式

部
の
「
夕
暮
は
」
の
歌
は
、
夕
暮
れ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
時
な
の
か
、
目
に
は

見
え
な
い
風
の
音
さ
え
も
し
み
じ
み
と
し
て
い
る
、
と
情
感
い
っ
ぱ
い
に
嘆
く
。

三
つ
目
の
歌
題
、「
よ
ひ
の
お
も
ひ
」
に
も
音
に
関
わ
る
歌
は
一
首
見
え
る
。

人
し
れ
ず
み
み
に
あ
は
れ
と
き
こ
ゆ
る
は
も
の
思
ふ
よ
ひ
の
鐘
の
音
か
な

（
和
泉
式
部
続
集
・
一
〇
三
八
）

私
の
耳
に
し
み
じ
み
と
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
物
思
い
に
沈
む
夜
の
お
寺
の
鐘
の

音
で
す
、
と
詠
ま
れ
る
。
次
に
音
に
関
わ
る
歌
が
見
え
る
の
は
、
四
つ
目
の
歌
題
、

「
夜
な
か
の
寝
覚
」
で
あ
る
。

寝
覚
す
る
身
を
吹
き
と
ほ
す
風
の
音
を
む
か
し
は
み
み
の
よ
そ
に
き
き
け

ん
（
注
19
）

（
同
・
一
〇
四
七
）

寝
覚
め
し
て
い
る
身
を
吹
き
ぬ
け
る
風
の
音
を
、
昔
は
気
に
も
と
め
ず
に
聞
き
流

し
て
い
た
な
あ
、
と
い
う
懐
古
の
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、『
新
古

今
集
』
に
「
弾
正
尹
為
尊
親
王
に
を
く
れ
て
侍
け
る
こ
ろ
」
と
い
う
詞
書
で
採
ら

れ
て
い
る
。
南
二
淑
氏
（
注
20
）

が
そ
の
『
新
古
今
集
』
の
詞
書
に
注
目
し
、
為
尊
親

王
を
偲
ん
だ
歌
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、「
五
十
首
歌
」
と
『
和

泉
式
部
日
記
』
の
冒
頭
部
分
と
の
心
理
状
態
に
類
似
性
を
見
、「
五
十
首
歌
」
が
、

敦
道
親
王
で
は
な
く
為
尊
親
王
を
失
っ
た
時
の
歌
群
で
あ
る
と
の
説
を
展
開
さ
れ

て
い
る
。
興
味
深
い
分
析
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、「
五
十
首
歌
」
を
ひ
と
つ
の

作
品
と
し
て
扱
う
立
場
で
考
察
を
進
め
た
い
の
で
、
失
っ
た
相
手
を
特
定
す
る
こ

と
は
今
回
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
き
た
い
。

最
初
に
あ
げ
た
「
夕
暮
は
」「
人
し
れ
ず
」
の
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
風
の
音
と
鐘
の

音
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
に
も
「
あ
は
れ
」
と
い
う
共
通
す
る
こ

と
ば
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。「
あ
は
れ
」
は
し
み
じ
み
と

す
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
人
間
の
心
情
を
直
接
的
に
表
す
こ
と
ば
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
、
ス
ト
レ
ー
ト

に
感
情
を
全
面
に
押
し
出
す
「
夕
暮
は
」「
人
し
れ
ず
」
の
歌
に
く
ら
べ
て
、「
寝

覚
す
る
」
の
歌
に
は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
表
す
こ
と
ば
は
見
ら
れ
な
い
。
感
慨

は
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
落
ち
着
い
た
詠
み
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
悲
し

い
感
情
と
い
う
よ
り
、
昔
を
思
い
出
す
余
裕
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
久
保
木

寿
子
氏
（
注
21
）

は
、「
五
十
首
歌
」
に
お
け
る
時
間
設
定
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
最

初
の
「
ひ
る
し
の
ぶ
」
で
は
「
死
の
時
点
に
近
接
し
た
時
点
を
素
材
に
し
て
い
る
」

と
し
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
宮
の
死
が
過
去
の
も
の
へ
と
な
っ
て
い
く
と
述
べ
ら

れ
る
。
先
に
あ
げ
た
「
夕
暮
は
」「
人
し
れ
ず
」「
寝
覚
す
る
」
の
三
首
の
歌
に
も
、

久
保
木
氏
の
言
わ
れ
る
時
間
の
経
過
が
感
じ
ら
れ
る
。「
夕
暮
は
」「
人
し
れ
ず
」

の
歌
は
直
情
的
で
、
ま
だ
宮
の
死
が
近
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
し
、「
寝
覚
す
る
」

の
歌
は
、
激
情
が
沈
静
化
さ
れ
て
お
り
、
宮
の
死
か
ら
時
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。

最
後
の
「
あ
か
つ
き
の
恋
」
で
、
音
に
関
わ
る
歌
は
一
気
に
増
え
次
の
三
首
が

見
ら
れ
る
。

こ
ふ
る
身
は
こ
と
も
の
な
れ
や
と
り
の
ね
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
し
と
き
は
な
に

ど
き

（
同
・
一
〇
五
二
）

四



夜
も
す
が
ら
恋
ひ
て
あ
か
せ
る
暁
は
か
ら
す
の
さ
き
に
我
ぞ
な
き
ぬ
る

（
同
・
一
〇
五
四
）

わ
が
胸
の
あ
く
べ
き
時
や
い
つ
な
ら
ん
き
け
ば
は
ね
か
く
し
ぎ
も
鳴
く
な
り

（
同
・
一
〇
五
五
）

い
ず
れ
も
鳥
の
声
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
明
け
方
な
の
で

鳥
が
鳴
く
の
は
自
然
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
ま
で
の
三
首
の
歌
と
は

異
な
る
聴
覚
の
表
現
で
あ
る
。

「
夕
暮
は
」
の
歌
と
「
寝
覚
す
る
」
の
歌
は
、
同
じ
「
風
の
音
」
と
い
う
素
材

を
使
っ
て
い
な
が
ら
、
こ
う
も
趣
の
異
な
る
歌
に
詠
み
上
げ
ら
れ
た
が
、
和
泉
式

部
は
、「
風
の
音
」
と
い
う
素
材
を
他
で
は
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
の
か
次
に

見
て
み
た
い
。

観
身
岸
額
離
根
草
、
論
命
江
頭
不
繋
舟

外
山
ふ
く
あ
ら
し
の
風
の
お
と
き
け
ば
ま
だ
き
に
冬
の
奥
ぞ
し
ら
る
る

（
和
泉
式
部
集
・
三
〇
二
、
三
九
二
）

吹
く
風
の
お
と
に
も
た
え
て
き
こ
え
ず
は
雲
の
ゆ
く
へ
を
お
も
ひ
お
こ
せ
よ

（
同
・
三
一
〇
、
三
九
八
）

八
月
十
余
日
の
夜
、
夜
な
か
ば
か
り
に
（
注
22
）

ま
ど
ろ
め
ば
ふ
き
お
ど
ろ
か
す
風
の
お
と
に
い
と
ど
夜
さ
む
に
な
る
を
し
ぞ

思
ふ
（
注
23
）

（
同
・
六
四
九
、
続
・
九
〇
八
）

冬
山

ち
り
は
て
て
ひ
と
は
だ
に
な
き
ふ
ゆ
山
は
な
か
な
か
風
の
音
も
聞
え
ず
（
注
24
）

（
和
泉
式
部
続
集
・
一
二
二
九
）

風
の
音
に
秋
き
に
け
り
と
お
ど
ろ
き
て
み
れ
ば
く
さ
ば
の
露
も
置
き
け
り

（
同
・
一
二
八
〇
）

は
ら
だ
た
し
き
事
の
あ
り
し
か
ば
、
お
の
が
じ
し
ふ
し
て
、
か
ぜ
の
い

た
う
ふ
く
に
し
も
み
え
ぬ
に

風
の
お
と
も
お
ど
ろ
か
れ
ま
し
よ
も
す
が
ら
ま
ろ
が
ま
ろ
ね
に
な
ら
ひ
に
け

り
（
注
25
）

（
同
・
一
三
八
六
）

二
十
四
日
、
風
の
お
と
み
み
に
と
ま
る
に
も

つ
ね
な
ら
ば
よ
そ
に
き
か
ま
し
風
の
音
を
身
に
し
む
物
と
思
ひ
け
る
か
な

（
同
・
一
四
九
〇
）

こ
れ
ら
の
「
風
の
音
」
の
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
が
自
然
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
吹

く
風
の
」
の
歌
は
、「
風
の
音
」
を
自
分
の
噂
と
し
て
い
る
。「
つ
ね
な
ら
ば
」
の

歌
は
「
日
次
歌
群
」
の
一
首
で
あ
る
。
唯
一
、
こ
の
「
つ
ね
な
ら
ば
」
の
歌
が
、

自
然
だ
け
で
な
く
自
分
の
感
情
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
南
二
淑
氏
（
注
26
）

は
「
宵
」

の
用
例
を
検
討
さ
れ
、「
五
十
首
歌
」
で
の
「
宵
」
と
、
そ
れ
以
外
の
「
宵
」
で

は
、
詠
み
ぶ
り
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
南
氏
は
、

「
た
だ
の
日
常
的
な
詠
歌
と
は
違
う
レ
ベ
ル
で
、
こ
の
五
十
首
歌
を
企
画
」
し
て
い

る
と
の
見
解
を
示
さ
れ
る
が
、「
風
の
音
」
と
い
う
こ
と
ば
に
お
い
て
も
、
同
様
の

こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
五
十
首
歌
」
で
の
「
風
の
音
」
は
、
心

情
に
結
び
つ
い
て
詠
ま
れ
て
い
た
が
、「
五
十
首
歌
」
以
外
で
の
「
風
の
音
」
の
用

例
は
、「
日
次
歌
群
」
を
除
き
、
心
情
が
特
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
同
じ
素
材
で
も
、
和
泉
式
部
が
そ
の
時
々
で
、
使
い
分
け
て
い
る
様
が
看
取

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五



四

次
に
、「
五
十
首
歌
」
に
見
ら
れ
る
空
を
詠
ん
だ
歌
を
検
討
し
、
歌
に
見
ら
れ
る

和
泉
式
部
の
心
情
の
変
遷
を
見
て
み
た
い
。

お
の
が
じ
し
日
だ
に
く
る
れ
ば
と
ぶ
鳥
の
い
づ
か
た
に
か
は
君
を
た
づ
ね
ん

（
同
・
一
〇
二
七
）

夕
暮
は
雲
の
け
し
き
を
み
る
か
ら
に
眺
め
じ
と
お
も
ふ
心
こ
そ
つ
け

（
同
・
一
〇
三
一
）

さ
や
か
に
も
人
は
み
る
ら
ん
わ
が
め
に
は
涙
に
く
も
る
よ
ひ
の
月
か
げ

（
同
・
一
〇
三
二
）

月
に
こ
そ
物
お
も
ふ
こ
と
は
な
ぐ
さ
む
れ
み
ま
ほ
し
か
ら
ぬ
宵
の
空
か
な

（
同
・
一
〇
三
七
）

二
つ
目
の
歌
題
、「
ゆ
ふ
べ
の
な
が
め
」
に
見
ら
れ
る
「
お
の
が
じ
し
」
の
歌
に

は
、
恋
し
い
相
手
に
向
か
っ
て
鳥
は
空
を
飛
ん
で
い
く
け
れ
ど
、
私
は
あ
な
た
を

探
し
て
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
、
と
い
う
問
い
か
け
の
気
持
ち
が
表
さ

れ
て
い
る
。
次
の
「
夕
暮
は
」
の
歌
も
「
ゆ
ふ
べ
の
な
が
め
」
題
の
一
首
で
あ
る

が
、
空
の
雲
を
見
る
と
こ
み
あ
げ
て
き
て
、
も
う
眺
め
ま
い
と
詠
む
。「
さ
や
か
に

も
」
の
歌
は
、
三
つ
目
の
歌
題
、「
よ
ひ
の
お
も
ひ
」
の
一
首
で
あ
る
。
こ
の
歌

は
、
世
間
の
人
は
空
の
月
を
見
る
だ
ろ
う
け
ど
、
私
は
涙
に
く
も
っ
て
見
え
な
い

と
解
さ
れ
る
。「
人
」
と
自
分
を
対
比
さ
せ
、
い
か
に
自
分
は
空
の
月
が
見
え
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
切
々
と
訴
え
る
。「
月
に
こ
そ
」
の
歌
も
同
じ
く
「
よ
ひ
の
お
も

ひ
」
題
に
見
え
る
。
こ
の
歌
は
月
が
出
て
い
な
い
空
は
見
た
く
な
い
と
言
っ
て
い

る
。
こ
こ
ま
で
の
四
首
を
見
る
と
、
一
首
目
に
は
、
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
か
と

い
う
不
安
定
さ
が
表
さ
れ
て
お
り
、
あ
と
の
三
首
か
ら
は
、
い
ず
れ
も
空
を
見
る

こ
と
に
対
し
て
の
強
い
否
定
的
な
感
情
が
見
受
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
歌
を
見
て
い
く
。
最
後
の
歌
題
、「
あ
か
つ
き
の
恋
」
に
入
る
三
首
で
あ

る
。

住
吉
の
あ
り
あ
け
の
月
を
な
が
む
れ
ば
と
ほ
ざ
か
り
に
し
人
ぞ
恋
し
き
（
注
27
）

（
同
・
一
〇
五
一
）

明
け
ぬ
や
と
い
ま
こ
そ
み
つ
れ
暁
の
そ
ら
は
こ
ひ
し
き
人
な
ら
ね
ど
も

（
同
・
一
〇
五
八
）

わ
が
こ
ふ
る
人
は
き
た
り
と
い
か
が
せ
ん
お
ぼ
つ
か
な
し
や
あ
け
ぐ
れ
の
そ

ら

（
同
・
一
〇
五
九
）

「
住
吉
の
」
の
歌
は
、
空
の
月
を
眺
め
て
失
っ
た
宮
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
様
子
で

あ
る
。「
明
け
ぬ
や
と
」
の
歌
も
ま
た
、
暁
の
空
が
恋
し
い
人
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
と
言
い
な
が
ら
、「
い
ま
こ
そ
み
つ
れ
」
と
空
を
見
て
い
る
。「
わ
が
こ

ふ
る
」
の
歌
で
も
、
空
に
恋
し
い
人
が
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
詠
み
、
空
を
見

て
い
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。

空
を
詠
ん
だ
歌
を
七
首
見
て
み
た
が
、
前
半
四
首
と
後
半
三
首
と
、
ま
っ
た
く

反
対
と
も
言
え
る
様
相
が
見
て
取
れ
た
。
前
半
で
は
、
空
を
見
る
こ
と
を
か
た
く

な
に
拒
否
し
よ
う
と
す
る
強
い
否
定
の
表
現
が
見
ら
れ
、
後
半
で
は
、
恋
し
い
人

を
思
い
な
が
ら
空
を
眺
め
る
と
い
う
歌
に
な
る
。
前
半
四
首
か
ら
は
、
ま
だ
宮
を

失
っ
た
悲
し
み
の
中
に
あ
り
、
空
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
心
の
切
迫
感

六



の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
後
半
三
首
で
は
、
あ
る
程
度
時
が
た
ち
、

悲
し
み
が
和
ら
げ
ら
れ
、
空
を
眺
め
恋
し
い
人
を
思
い
出
す
と
い
う
余
裕
が
出
て

き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
半
四
首
の
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
歌
に
く
ら

べ
て
、
後
半
三
首
は
、
お
お
ら
か
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
歌
と
な
っ
て
い
る
。

五

『
和
泉
式
部
続
集
』「
帥
宮
挽
歌
群
」
の
「
五
十
首
歌
」
を
見
て
き
た
。「
五
十

首
歌
」
の
、
音
と
空
が
詠
ま
れ
た
歌
を
拾
い
上
げ
、
前
か
ら
順
に
見
て
い
く
と
い

う
方
法
を
と
っ
た
。
す
る
と
、
最
初
の
方
の
歌
は
、
感
情
的
で
宮
の
死
が
ま
だ
過

去
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
様
子
が
看
取
で
き
、
後
半
に
い
く
に
従
い
、
そ
の

悲
し
み
が
過
去
の
も
の
と
な
り
落
ち
着
い
た
詠
み
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
ま
た
、「
風
の
音
」
に
焦
点
を
当
て
調
査
し
た
結
果
、「
五
十
首
歌
」

に
お
け
る
使
用
例
と
そ
れ
以
外
の
使
用
例
と
の
違
い
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、「
五
十
首
歌
」
を
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
、
和
泉
式
部
が
綿
密
に
構
成
し
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
五
十
首
歌
」
は
、
き
わ
め
て
高
い
完

成
度
を
も
っ
た
優
れ
た
連
作
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
和
泉
式
部
集
』『
和
泉
式
部
続
集
』
は
清
水
文
雄
『
校
定
本
　
和
泉
式
部
集

（
正
・
続
）
新
装
版
』（
笠
間
書
院
、
平
成
六
年
）
に
拠
る
。
宸
翰
本
・
松
井
本
は

清
水
文
雄
『
和
泉
式
部
歌
集
』（
岩
波
文
庫
、
昭
和
三
十
一
年
）
を
使
用
し
た
。

注
１
　
清
水
文
雄
『
和
泉
式
部
歌
集
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
成
十
四
年
）

２
　
清
水
文
雄
『
和
泉
式
部
研
究
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
二
年
）

３
　
藤
平
春
男
「
和
泉
式
部
〝
帥
宮
挽
歌
群
〞
を
読
む
」（『
藤
平
春
男
著
作
集

第
５
巻
』
笠
間
書
院
、
平
成
十
五
年
）

４
　
木
村
正
中
「
和
泉
式
部
と
敦
道
親
王
―
敦
道
親
王
挽
歌
の
構
造
―
」（『
平

安
時
代
の
歴
史
と
文
学
　
文
学
編
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
六
年
）

５
　
久
保
木
寿
子
「
哀
傷
挽
歌
群
の
世
界
」（
和
歌
文
学
の
世
界
第
十
二
集
『
論

集
　
和
泉
式
部
』
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
三
年
）

６
　
久
保
木
哲
夫
「
伝
行
成
筆
和
泉
式
部
集
切
と
そ
の
性
格
」（
大
塚
国
語
国
文

学
会
編
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
第
百
二
号
〈
復
刊
第
二
十
七
号
〉
桜
楓
社
、

昭
和
六
十
三
年
二
月
）

７
　
伊
井
春
樹
「
和
泉
式
部
続
集
切
考
―
付
、
続
集
切
資
料
集
成
―
」（『
講
座

平
安
文
学
論
究
第
五
輯
』
風
間
書
房
、
昭
和
六
十
三
年
）

８
　
平
田
喜
信
「
和
泉
式
部
集
の
帥
宮
哀
傷
「
五
十
首
和
歌
」
―
そ
の
題
詠

性
・
連
作
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
平
安
中
期
和
歌
考
論
』
新
典
社
、
平
成
五

年
）

９
　
注
８
に
同
じ
。

10

注
３
に
同
じ
。

11

注
８
に
同
じ
。

12

佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
　
笠
間
注
釈
叢
刊
五
『
和
泉
式
部
集
全

釈
―
続
集
篇
―
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
）

13

久
保
木
寿
子
「
和
泉
式
部
続
集
「
五
十
首
歌
」
の
考
察
」（『
今
井
卓
爾
博

七



士
古
希
記
念
　
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
』
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
五
年
）

14

久
保
木
哲
夫
「
和
泉
式
部
続
集
〝
五
十
首
歌
〞
の
詞
書
」（『
国
文
学
論
考
』

二
十
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
）

15

注
３
・
藤
平
氏
論
文
は
、「
五
十
首
歌
」
の
連
作
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ

を
認
め
て
は
い
な
い
。

16

注
８
に
同
じ
。

17

注
13
に
同
じ
。

18

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

19

第
四
句
「
む
か
し
は
袖
の
」（
宸
翰
本
一
六
三
二
・
松
井
本
一
九
一
七
）。

20

南
二
淑
「『
和
泉
式
部
続
集
』
帥
宮
挽
歌
群
の
一
考
察
―
五
十
首
歌
を
め
ぐ

っ
て
―
」（『
実
践
国
文
学
』
四
十
五
、
平
成
六
年
三
月
）

21

注
13
に
同
じ
。

22

底
本
「
十
夜
日
」、
竹
・
静
・
天
本
を
除
く
諸
本
同
じ
。
竹
・
静
本
「
十
よ

日
」、
天
本
「
十
余
日
」
及
び
内
本
傍
注
「
余
歟
」
を
参
照
し
改
め
る
。（
清

水
文
雄
『
校
定
本
　
和
泉
式
部
集
（
正
・
続
）
新
装
版
』〈
以
下
『
校
定
本
』

と
記
す
。〉
頭
注
）

23

第
三
句
「
風
の
音
の
」、
結
句
「
な
る
を
こ
そ
思
へ
」（
続
集
九
〇
八
）。

24

第
二
句
、
底
本
「
人
は
た
に
」、
松
・
天
本
同
じ
。
丹
・
宮
・
竹
・
静
・
与

本
に
よ
る
。（『
校
定
本
』
頭
注
）

25

第
三
句
、
底
本
「
よ
」、
松
本
を
除
く
諸
本
に
よ
る
。
松
本
「
よ
も
す
か

ら
」
の
語
は
な
く
、
約
二
字
分
の
空
白
を
お
く
。（『
校
定
本
』
頭
注
）

26

注
20
に
同
じ
。

27

結
句
「
影
ぞ
こ
ひ
し
き
（
松
井
本
一
九
七
〇
）。

（
こ
し
ば
　
り
ょ
う
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）

八


