
小
町
「
み
る
め
な
き
…
…
」
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

―
―
掛
詞
を
媒
介
と
し
た
挿
入
句
的
修
飾
句
の
表
現
―
―

室

田

知

香

序

　

本
稿
は
『
古
今
集
』
恋
三
の
部
の
巻
頭
近
く
に
あ
る
次
の
小
町
の
歌
の
解
釈
を

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ａ 

を
の
の
こ
ま
ち　

　
　

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
足
た
ゆ
く
く

る 

（
古
今
集
・
恋
三
・
六
二
三
）　

　

「
初
二
句
の
意
、
む
か
し
よ
り
説キ

得
た
る
人
な
し
」（
本
居
宣
長
『
古
今
集
遠

鏡
』）
と
い
わ
れ
、
特
に
上
の
句
の
各
語
の
か
か
り
う
け
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て

諸
注
釈
書
が
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
提
示
し
て
き
た
一
首
で
あ
る
。
こ
の
一
首
の
解
釈

を
検
討
し
、
小
町
の
歌
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

　

当
該
歌
は
こ
の
直
前
の
業
平
の
六
二
二
番
歌
「
秋
の
の
に
さ
さ
わ
け
し
あ
さ
の

袖
よ
り
も
あ
は
で
こ
し
よ
ぞ
ひ
ち
ま
さ
り
け
る
」
と
と
も
に
『
伊
勢
物
語
』
二
五

段
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、『
伊
勢
物
語
』
で
は
六
二
二
番
が
贈
歌
、「
み
る
め
な

き
…
…
」
の
歌
が
返
歌
と
な
っ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
二
五
段
の
解
釈
が
混
入

し
て
い
る
よ
う
な
『
古
今
集
』
注
釈
書
も
あ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
二
五
段
の
注

釈
書
自
体
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
う
ち
で
は
本
稿
に
と
ら
え
る
問
題
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
『
古
今
集
』
の

注
釈
史
を
中
心
に
問
題
点
を
洗
い
出
す
こ
と
と
し
、『
伊
勢
物
語
』
の
諸
注
釈
書

は
割
愛
す
る
。

一　

諸
注
釈
・
諸
論
考
に
お
け
る
解
釈

　

ま
ず
は
上
三
句
に
つ
い
て
諸
説
を
列
挙
す
る
。

　

顕
昭
『
古
今
集
註
』
で
は
「
返
哥
ノ
ワ
ガ
ミ
ヲ
ウ
ラ
ト
ツ
ヅ
ケ
タ
ル
ハ
ウ
シ
ト

イ
フ
コ
コ
ロ
ニ
ソ
ヘ
タ
リ　

サ
ラ
ズ
ハ
ミ
ル
メ
ナ
キ
ウ
ラ
ト
ワ
ガ
ミ
ヲ
ト
ゾ
ツ
ヅ

ク
ベ
キ
」（
傍
線
稿
者
）
と
あ
り
、
上
三
句
の
語
順
は
「
浦
（
う0

ら
）」
に
「
憂

（
う0

）」
し
の
意
が
か
か
っ
て
い
る
が
ゆ
え
の
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
頭
書

に
「
我
身
ヲ
ウ
ラ
ト
ハ
小
町
ガ
身
ヲ
読
カ
ト
思
ベ
キ
ニ
未
逢
前
ニ
オ
ト
コ
ヲ
ウ
ラ

ム
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
サ
レ
バ
業
平
ガ
ア
ハ
ヌ
ヨ
シ
ヲ
ウ
ラ
ミ
タ
レ
バ
業
平
ガ
身
ヲ

ウ
ラ
ト
モ
シ
テ
（
マ
マ
）ス
シ
テ
ナ
ニ
カ
ク
ル
ト
イ
フ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
。「
業
平
ガ
身

ヲ
ウ
ラ
ト
モ
シ
テ
ス
シ
テ
」
は
「
業
平
ガ
身
ヲ
ウ
ラ
ト
モ
シ
ラ0

ズ
シ
テ
」
の
衍
で

あ
ろ
う
。
こ
の
直
前
に
配
さ
れ
て
い
る
業
平
の
六
二
二
番
歌
と
当
該
歌
が
『
伊
勢

物
語
』
二
五
段
の
よ
う
な
贈
答
歌
と
同
様
に
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
と
ら

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、「
見
る
め
な
き
わ
が
身
」
と
は
女
に
会
え

な
い
で
い
る
業
平
自
身
の
身
で
あ
る
と
し
、
会
え
る
こ
と
も
な
い
自
分
自
身
の
身

を
「
憂
（
う0

）」
く
思
う
「
浦
（
う0

ら
）」
と
も
知
ら
な
い
で
、
と
い
う
意
に
と
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

55



　

藤
原
定
家
『
顕
註
密
勘
』
の
顕
註
部
分
で
は
、「
見
る
こ
と
も
な
き
我
身
を
う

ら
と
そ
へ
た
る
也
。
但
わ
が
身
と
よ
む
は
此
う
ら
み
を
こ
せ
た
る
お
と
こ
の
身
を

う
し
と
思
ひ
し
れ
と
よ
め
る
也
。
又
我
身
を
う
ら
む
と
も
し
ら
ね
ば
や
と
も
よ
め

る
成
べ
し
」
と
あ
る
。
最
後
の
部
分
が
分
か
り
づ
ら
い
が
、「
う
ら
」
に
掛
か
る

の
は
「
う0

（
憂
）
し
」
の
ほ
か
「
う
ら

0

0

む
」
も
捨
て
き
れ
な
い
こ
と
を
付
加
す
る

説
明
か
。
あ
る
い
は
第
二
の
解
釈
と
し
て
小
町
自
身
の
身
を
「
う
ら
む
」
意
の
可

能
性
に
言
及
し
た
も
の
か
（
1
）

。
こ
の
顕
註
に
つ
い
て
は
定
家
の
密
勘
部
分
も
「
此
哥

の
心
か
き
あ
ら
は
さ
れ
て
侍
め
り
」
と
賛
同
し
、「
我
身
を
浦
と
し
ら
ね
ば
や
か

れ
な
で
し
げ
く
く
る
と
ぞ
侍
し
。
お
と
こ
の
身
を
う
し
と
思
へ
と
て
も
侍
な
ん
。

小
町
の
心
そ
ら
に
は
か
り
難
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
定
家
の
述
べ
方
も
同
様

に
曖
昧
で
分
か
り
づ
ら
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
顕
昭
の
解
釈
は
「
わ
が
身
」

を
相
手
の
男
と
す
る
解
釈
を
第
一
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
の
ち
、
契
沖
『
古

今
余
材
抄
』
も
『
顕
註
密
勘
』
を
引
き
、
特
に
異
論
を
記
し
て
い
な
い
。

　

本
稿
冒
頭
に
も
引
い
た
本
居
宣
長
『
遠
鏡
』
は
ま
た
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い

る
。「
海ミ

松ル

メ
ノ
無ナ

イ
浦
ヂ
ヤ
ト
云
事
ヲ
シ
ラ
ズ
ニ　

海
士
ガ
ミ
ル
メ
ヲ
苅カ
ラ

ウ
ト

思
フ
テ
ヒ
タ
モ
ノ
来ク

ル
ヤ
ウ
ニ　

ア
ノ
御オ

人ヒ
ト

ハ　

ワ
シ
ガ
身
ヲ　

ド
ウ
モ
逢
レ
ヌ

身
ヂ
ヤ
ト
ハ　

知
ラ
シ
ヤ
ラ
ヌ
カ
シ
テ　

一
夜
モ
カ
ゝ
サ
ズ
ニ　

足ア
シ

ノ
ダ
ル
イ
ニ

　

毎
夜
〳
〵
逢ハ

ウ
ト
思
フ
テ
見
エ
ル　

ト
テ
モ
ア
ハ
レ
ハ
セ
ヌ
ノ
ニ
サ
」（
傍
線

稿
者
）
と
訳
し
、「
初
二
句
の
意
、
む
か
し
よ
り
説キ

得
た
る
人
な
し
、
是
は
春
か

け
て
な
け
ど
も
い
ま
だ
雪
は
ふ
り
つ
ゝ
と
い
へ
る
類
に
て
、
詞
を
上
下
に
打
か
へ

し
て
心
得
べ
き
格
也
、
我
身
を
み
る
め
な
き
浦
と
し
ら
ね
ば
や
と
い
ふ
こ
と
也
、

み
る
め
な
き
浦
と
は
、
逢
が
た
き
身
と
い
ふ
意
也
、
浦
は
、
た
ゞ
見
る
め
に
よ
れ

る
詞
の
み
也
、
さ
れ
ば
我
身
を
恨
む
と
も
、
う
し
と
も
、
い
ひ
か
け
た
る
に
は
あ

ら
ず
」（
傍
線
稿
者
）
と
述
べ
て
い
る
。
傍
線
部
が
上
三
句
「
み
る
め
な
き
わ
が

身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
」
の
解
釈
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。「
詞
を
上
下
に

打
か
へ
し
て
心
得
べ
き
格
也
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
当
該
歌
の
上
三
句
は
語
順
が

整
わ
な
い
表
現
で
あ
る
と
と
ら
え
、「
我
身
を
み
る
め
な
き
浦
と
し
ら
ね
ば
や
」

の
意
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

『
遠
鏡
』
は
、「
わ
が
身
」
は
「
ワ
シ
ガ
身
」、
詠
み
手
自
身
の
こ
と
と
と
ら

え
、
か
か
り
う
け
に
つ
い
て
は
「
み
る
め
な
き
」
か
ら
「
わ
が
身
」
へ
の
つ
な
が

り
は
な
い
も
の
と
見
、「
み
る
め
な
き
」
は
「
浦
」
に
か
か
る
句
と
と
ら
え
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
わ
が
身
」
を
「
恨
む
」
あ
る
い
は
「
憂
し
」
と
思

う
と
い
う
意
味
合
い
は
な
い
も
の
と
見
て
い
る
。
前
掲
顕
昭
注
や
『
顕
註
密
勘
』

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
解
釈
で
あ
る
。

　

『
遠
鏡
』
の
説
に
つ
い
て
は
藤
井
高
尚
『
古
今
和
歌
集
新
釈
』
も
賛
同
し
て
い

る
。
が
、
香
川
景
樹
『
古
今
和
歌
集
正
義
』（
一
八
三
二
年
成
立
、
一
八
三
五
年

刊
）
の
よ
う
に
、「
此
歌
此
解
の
意
な
ら
む
に
は
、
見
る
目
な
き
浦
と
我
身
を
し

ら
ね
ば
や
と
い
ひ
お
ろ
し
て
事
も
な
く
、
中
々
し
ら
べ
も
ま
さ
る
に
あ
ら
ず
や
」

と
い
う
疑
問
を
示
す
注
釈
書
も
あ
る
。
景
樹
自
身
の
解
釈
と
し
て
は
、「
さ
ば
か

り
見
苦
し
き
我
身
を
よ
に
う
き
物
と
も
し
ら
ね
ば
や
足
の
た
ゆ
き
に
し
げ
く
も
通

ひ
く
る
事
よ
」
と
全
体
を
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
が
身
」
を
詠
み
手

自
身
の
意
と
と
ら
え
、「
み
る
め
な
き
」
は
「
見
苦
し
き
」
の
意
で
「
わ
が
身
」

に
か
か
る
と
と
ら
え
、「
見
苦
し
き
」
詠
み
手
自
身
を
「
よ
に
う
き
物
」
と
述
べ

た
の
が
初
二
句
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
わ
が
身
」
を
詠
み
手
自

身
と
す
る
点
は
『
遠
鏡
』
と
共
通
す
る
が
、
景
樹
『
正
義
』
は
語
順
が
整
わ
な
い

表
現
で
あ
る
と
は
見
ず
、「
み
る
め
な
き
」
が
「
わ
が
身
」
に
か
か
る
と
と
ら

え
、
そ
の
「
み
る
め
な
き
」
と
は
「
見
苦
し
」
い
こ
と
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

近
現
代
に
な
る
と
、「
み
る
め
な
き
」
を
「
わ
が
身
」
に
か
か
る
語
句
と
と
ら

え
、「
わ
が
身
」
は
詠
み
手
自
身
の
こ
と
と
と
ら
え
る
注
釈
書
が
主
流
と
な
る
。

そ
し
て
、「
み
る
め
な
き
わ
が
身
」
を
「
憂
し
（
う0

し
）」
と
思
う
「
浦
（
う0

ら
）」、
と
、
掛
詞
の
要
素
を
介
在
さ
せ
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解

釈
を
示
す
近
現
代
の
諸
注
釈
書
の
う
ち
、
そ
の
「
憂う

」
の
意
味
合
い
に
つ
い
て

は
、
相
手
の
男
に
と
っ
て
つ
ら
く
つ
れ
な
い
意
と
と
ら
え
る
注
釈
書
と
、
詠
み
手

自
身
に
と
っ
て
憂
く
つ
ら
い
意
と
と
ら
え
る
注
釈
書
と
、
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。

前
者
の
解
釈
を
と
る
の
は
、
金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』（
明
治
書
院　

一

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

一
九
三
五
〜
三
七

年
）、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館　

一
九
七
一
年
）、
新
編
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日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館　

一
九
九
四
年
）
で
あ
る
。
後

者
の
解
釈
を
と
る
の
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店

　

一
九
八
九
年
）、
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
講
談
社　

一
九
九
八

年
）、
高
田
祐
彦
『
古
今
和
歌
集
―
―
現
代
語
訳
付
―
―
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文

庫
）（
角
川
書
店　

二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。「
み
る
め
な
き
」
の
部
分
の
解
に
つ

い
て
は
、
前
者
の
諸
注
釈
書
と
後
者
の
諸
注
釈
書
で
特
に
明
確
に
分
か
れ
る
わ
け

で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
口
語
訳
を
見
る
と
、「
逢
ひ
見
る
と
い
ふ
事
の
無
い
」（
金

子
）、「
相
逢
ふ
時
の
な
い
」（
窪
田
）、「
逢
う
機
会
を
作
ろ
う
と
も
し
な
い
」（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
日
本
古
典
文
学
全
集
も
頭

注
で
は
「
男
を
見
よ
う
（
逢
お
う
）
と
い
う
気
持
の
な
い
。」
と
い
う
解
釈
を
示

し
て
い
る
が
、
現
代
語
訳
で
は
「
人
を
見
る
目
を
も
た
ぬ
つ
れ
な
い
女
」（
傍
線

稿
者
）
と
し
て
お
り
、
こ
の
「
人
を
見
る
目
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
解
釈
は
独
自
の

解
釈
で
あ
る
。

　

詠
み
手
自
身
の
身
を
「
憂う

」
く
思
う
と
い
う
意
を
と
ら
え
る
解
釈
に
つ
い
て

は
、
前
掲
顕
昭
『
古
今
集
註
』
の
頭
書
に
お
い
て
早
く
に
「
我
身
ヲ
ウ
ラ
ト
ハ
小

町
ガ
身
ヲ
読
カ
ト
思
ベ
キ
ニ
未
逢
前
ニ
オ
ト
コ
ヲ
ウ
ラ
ム
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
い

う
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』

（
右
文
書
院　

一
九
七
六
年
）
も
こ
の
頭
書
を
引
き
、「
こ
の
歌
の
配
置
上
や
は
り

ま
だ
早
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
竹
岡
氏
は
、
近
現
代
の
諸
注
釈
書
に
お
け

る
「
見
る
目
な
き
わ
が
身
」
と
い
う
語
句
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
逢
い
た
い
気
持

ち
の
な
い
我
が
身
の
意
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
と
い
う
点
を
問

題
視
し
、「
見
る
目
」
の
他
の
用
例
に
照
ら
し
て
疑
問
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
上
で
竹
岡
氏
自
身
は
顕
昭
『
古
今
集
註
』
の
説
に
戻
り
、「
わ
が
身
」
を
相

手
の
男
と
と
る
顕
昭
説
を
良
し
と
し
て
い
る
。
が
、
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全

評
釈
』
は
こ
の
顕
昭
や
竹
岡
氏
の
解
釈
を
と
り
あ
げ
、
当
該
歌
の
「
わ
が
身
」
を

相
手
の
男
の
身
と
す
る
解
釈
は
用
例
に
照
ら
し
て
成
り
立
た
な
い
と
し
て
い
る
。

本
稿
者
と
し
て
も
、「
み
る
め
な
き
」
を
「（
あ
な
た
と
）
会
う
こ
と
の
な
い
」
と

い
う
意
で
と
ら
え
れ
ば
竹
岡
氏
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
配
列
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
竹
岡
氏
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
の
か
否
か
、
検

討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
竹
岡
氏
と
同
様
に
顕
昭

説
を
受
け
継
い
だ
よ
う
な
解
釈
を
示
す
注
釈
書
と
し
て
は
、
中
島
輝
賢
『
古
今
和

歌
集
』（
角
川
文
庫
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
）（
角
川
書
店　

二
〇
〇
七

年
）
が
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
近
現
代
の
注
釈
書
の
中
に
は
、「
み
る
め
な
き
」
は
「
わ
が
身
」

に
か
か
っ
て
い
る
と
と
ら
え
、「
わ
が
身
」
は
詠
み
手
自
身
の
こ
と
で
あ
る
と
と

り
つ
つ
、
し
か
し
「
浦
」
に
「
憂う

」
の
意
が
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
て

い
る
節
の
見
ら
れ
な
い
小
町
谷
照
彦
『
古
今
和
歌
集
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）（
筑

摩
書
房　

二
〇
一
〇
年
）
の
よ
う
な
解
釈
も
あ
る
。
こ
れ
は
『
遠
鏡
』
の
説
を
継

ぐ
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　

『
遠
鏡
』
の
解
釈
を
発
展
継
承
し
よ
う
と
し
た
解
釈
と
し
て
佐
伯
梅
友
氏
の
一

九
五
二
年
の
論
考
（
2
）

に
お
け
る
解
釈
も
あ
る
。
佐
伯
氏
は
『
遠
鏡
』
が
と
ら
え
よ
う

と
し
て
い
た
意
味
合
い
に
は
賛
同
し
、「
我
が
身
を
み
る
め
な
き
浦
と
知
ら
ね
ば

や
」
と
解
し
た
い
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
語
順
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
前
掲
香
川

景
樹
の
疑
問
に
も
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
歌
を
挙
げ
て
、「
わ

が
身
を
」
は
「
う
ら
」
を
導
く
「
一
種
の
枕
詞
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
み
て
は
ど

う
か
」
と
い
う
見
解
を
示
し
、「
み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
し
ら
ね
ば
や
」

は
語
順
を
変
え
ず
と
も
そ
の
意
と
し
て
は
「
わ
が
身
を
み
る
め
な
き
う
ら
と
し
ら

ね
ば
や
」
と
同
じ
意
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
地
を
示
し
て
い
る
。

　

ｂ　
　

人
を
う
ら
み
て
つ
か
は
し
け
る 

藤
原
惟
規　

　
　

い
け
に
す
む
わ
が
な
を
を
し
の
と
り
か
へ
す
物
と
も
が
な
や
人
を
う
ら
み
じ

 

（
金
葉
集
二
度
本
・
恋
上
・
三
九
一
）　

　

こ
の
ｂ
の
歌
は
『
古
今
集
』
中
に
も
ほ
ぼ
同
じ
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
次
の

歌
で
あ
る
。

　
　

池
に
す
む
名
を
を
し
鳥
の
水
を
あ
さ
み
か
く
る
と
す
れ
ど
あ
ら
は
れ
に
け
り

 

（
古
今
集
・
恋
三
・
六
七
二
）　

　

右
の
二
首
に
お
い
て
、
初
句
「
い
け
に
す
む
」
は
明
ら
か
に
点
線
部
「
わ
が
な

を
」
や
点
線
部
「
な
を
」
を
飛
び
越
え
て
「
を
し
」「
を
し
鳥
」
に
か
か
っ
て
い

る
。
佐
伯
氏
は
ｂ
の
例
を
参
考
に
し
つ
つ
、
当
該
歌
に
つ
い
て
も
、
こ
の
語
順
の
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ま
ま
、
特
に
不
整
合
は
な
く
、「
み
る
め
な
き
」
は
「
う
ら
」
に
か
か
る
と
い
う

新
説
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

佐
伯
氏
の
解
釈
は
前
掲
『
遠
鏡
』
を
受
け
継
ご
う
と
す
る
解
釈
な
の
で
あ
る

が
、
歌
全
体
の
意
味
の
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
近
現
代
以
降
の
「
わ
が
身
」
を
詠

み
手
自
身
の
意
に
と
っ
て
か
つ
「
う
ら
」
に
「
憂
」
の
意
が
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い

る
と
す
る
解
釈
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
佐
伯
氏
の
解
釈
を
そ

の
ま
ま
引
用
す
れ
ば
、「
わ
れ
は
我
が
身
を
憂
し
と
思
っ
て
い
て
、
人
に
あ
う
意

志
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
み
る
め
な
き
浦
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
と
は
知
ら
な
い

の
で
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

　

佐
伯
氏
は
自
身
が
校
注
し
た
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書

店　

一
九
五
八
年
）
に
お
い
て
も
、「
わ
が
身
を
―「
憂
」
と
い
い
か
け
た
枕
詞
。

↓
九
三
八
「
身
を
う
き
草
の
」・
六
七
三
「
名
を
を
し
鳥
の
」。「
見
る
め
な
き
」

は
「
う
ら
」
に
か
か
る
。」
と
記
し
て
い
る
。「
わ
が
身
を
」
と
「
憂
」
の
結
び
つ

き
の
強
さ
を
と
ら
え
、
か
つ
、
初
句
は
「
う
ら
」
に
か
か
っ
て
い
く
句
で
あ
る
と

い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
一
九
五
二
年
の
解
釈
を
変
え
て
は
い
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
（
3
）

。

　

こ
の
よ
う
に
近
現
代
に
至
る
ま
で
諸
説
紛
々
と
し
て
お
り
、
諸
注
釈
書
の
見
解

が
分
か
れ
続
け
て
い
る
一
首
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
本
稿
で
は
佐
伯
梅
友
氏

の
説
に
注
目
し
た
い
。
佐
伯
氏
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集

全
評
釈
』
が
前
述
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
配
列
上
は
ま
だ
女
が
「
憂
」
き
身
を
詠

む
の
は
早
い
と
い
う
観
点
、
及
び
、「
み
る
め
な
き
」
を
「
会
う
意
志
の
な
い
」

と
と
る
の
は
用
例
に
照
ら
し
て
賛
同
し
が
た
い
と
い
う
観
点
か
ら
疑
義
を
呈
し
て

い
る
が
、
か
か
り
う
け
に
つ
い
て
は
難
じ
て
は
い
な
い
。
難
じ
が
た
い
点
で
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
か
か
り
う
け
で
と
ら
え
た
場
合
の
解
釈

の
可
能
性
を
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
注
釈
書
は
そ
の
後
も
見
出
だ
さ
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
。
今
日
、
さ
ら
に
検
討
し
て
よ
い
見
方
で
あ
ろ
う
。

二　

上
三
句
の
こ
と
ば
の
か
か
り
う
け
に
つ
い
て

　

当
該
歌
の
解
釈
と
し
て
、
稿
者
は
、
初
句
「
み
る
め
な
き
」
は
「
う
ら
」
に
か

か
る
句
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
一
首
全
体
の
解
釈
は
佐
伯

氏
と
は
異
な
る
解
釈
を
考
え
て
い
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
よ
う
な
か
か
り
う
け
の
蓋

然
性
に
つ
い
て
用
例
を
挙
げ
て
検
証
し
た
い
。
佐
伯
氏
が
挙
げ
て
い
る
例
以
外
の

用
例
も
挙
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

ｃ 

神
や
ま
の
身
を
う
の
は
な
の
ほ
と
と
ぎ
す
く
や
し
く
や
し
と
ね
を
の
み
ぞ
な

く 

（
古
今
六
帖
・「
ざ
ふ
の
思
」・
二
一
八
八
）　

　

ｄ　

 　
　

い
け
づ
ら
に
か
し
ら
し
ろ
き
女
の
、
う
き
な
ぎ
つ
み
け
る
を
み
て

　
　

お
い
人
の
つ
み
つ
る
も
の
は
さ
は
べ
な
る
よ
を
う
き
な
ぎ
の
し
た
ば
な
り
け

り 

（
安
法
法
師
集
・
五
二
）　

　

ｅ　
　
　

正
月
を
は
り

　
　

あ
さ
ひ
さ
す
け
さ
の
雪
げ
に
水
ま
さ
り
よ
を
う
き
は
し
の
ゆ
く
へ
し
ら
な
み

 

（
好
忠
集
・
二
三
）　

　

右
の
ｃ
は
、「
神
や
ま
の
」
は
点
線
部
「
身
を
」
を
飛
び
越
え
て
「
う
の
は
な
」

に
か
か
る
。「
う
の
は
な
」
の
「
う
」
の
響
き
が
「
憂
し
」
の
語
幹
で
あ
る
「
憂

（
う
）」
の
連
想
を
喚
起
し
て
お
り
、
そ
の
「
憂
（
う
）」
の
語
が
さ
ら
に
「
身
を

（
憂
）」
と
い
う
人
事
的
な
文
脈
を
連
想
さ
せ
引
き
連
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
身
を
う
（
憂
／
卯
）
の
は
な
」
と
い
う
表
現
を
生
成
し
て
い
る
。

　

ｄ
も
、「
さ
は
べ
な
る
」
は
明
ら
か
に
点
線
部
「
よ
を
」
を
飛
び
越
え
て
「
う

き
な
ぎ
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
沢
の
ほ
と
り
に
あ
る
「
う
き
な
ぎ
」（
水
葵
）
の

名
に
「
う
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
世
を
憂
き
／
浮
き
な
ぎ
」
と
洒
落
て
み
せ

た
表
現
で
あ
る
。

　

ｅ
は
、
末
尾
も
掛
詞
と
な
る
の
で
他
の
二
例
に
比
べ
る
と
や
や
不
鮮
明
な
印
象

は
あ
る
が
、「
朝
日
射
す
今
朝
の
雪
消
に
水
ま
さ
り
、
浮
橋
の
ゆ
く
へ
知
ら

〔
ず
〕」、
と
い
う
の
が
主
軸
と
な
る
文
脈
と
と
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
点
線
部

「
よ
を
」
は
そ
の
文
脈
に
割
り
込
む
か
た
ち
で
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
句
で
あ
る
。
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こ
れ
も
「
浮
橋
」
と
い
う
語
の
「
浮う
き

」
が
「
憂う

き
」
の
響
き
を
有
し
て
い
る
た
め

に
、「
世
を
憂
き
」
と
い
う
人
事
的
な
文
脈
が
引
き
連
れ
ら
れ
て
き
て
、「
世
を
憂う

き
／
浮う
き

橋
」
と
い
う
挿
入
句
的
あ
る
い
は
装
飾
的
な
修
飾
句
を
冠
し
た
表
現
が
成

り
立
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
う
（
憂
）」
の
響
き
が
あ
っ
た
場
合
に
、「
世
を
憂
」
し
と
思

う
、
あ
る
い
は
「
身
を
憂
」
し
と
思
う
、
と
い
っ
た
人
事
的
な
文
脈
が
そ
の
響
き

に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
、
引
き
連
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
例
、
い
い
か
え
れ

ば
、「
う
（
憂
）」
の
響
き
が
あ
っ
た
場
合
に
「
身
を
」「
世
を
」
と
い
っ
た
挿
入

句
的
あ
る
い
は
装
飾
的
な
修
飾
句
が
そ
の
直
前
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
嵌
め
込

ま
れ
る
と
い
う
例
は
、
他
に
も
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ｆ　
　

 

を
と
こ
の
物
い
ひ
け
る
を
さ
わ
ぎ
け
れ
ば
、
か
へ
り
て
あ
し
た
に
つ
か

は
し
け
る

　
　

白
浪
の
う
ち
さ
わ
が
れ
て
た
ち
し
か
ば
身
を
う
し
ほ
に
ぞ
袖
は
ぬ
れ
に
し 

（
後
撰
集
・
雑
二
・
一
一
五
八
）　

　

「
う
し
ほ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
際
に
、「
身
を
う0

し
ほ
（
憂う

／
潮
う
し
ほ

）」
と

言
い
た
く
て
「
身
を
」
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
。「
身
を
」
の
部
分
以
外
は
「
白
浪
」

「
さ
わ
〔
ぐ
〕」「
た
〔
つ
〕」「
う
し
ほ
」「
ぬ
れ
」
と
い
っ
た
海
に
関
わ
る
物
象
語

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
感
の
強
い
一
首
で
あ
る
。
海
景
を
い
う
よ
う
な
文
脈
の

中
に
挿
入
句
的
に
「
身
を
」
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。

　

ｇ 

な
り
ひ
ら　

　
　

な
に
は
づ
に
け
ふ
こ
そ
み
つ
の
う
ら
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
よ
を
う
み
わ
た
る

ふ
ね 

（
古
今
六
帖
・「
ふ
ね
」・
一
八
〇
八
）　

　

右
の
ｇ
は
、
他
出
資
料
の
う
ち
『
伊
勢
物
語
』
六
六
段
の
諸
本
に
お
い
て
は
初

句
「
な
に
は
つ
を
」
と
な
っ
て
お
り
（
4
）

、『
後
撰
集
』
雑
三
・
一
二
四
四
番
歌
で
も

「
な
に
は
つ
を
」、『
業
平
集
』
の
『
私
家
集
大
成
』
所
収
諸
本
で
は
「
な
に
は
つ

を
」「
ナ
ニ
ハ
メ
ヲ
」
と
な
っ
て
い
る
（
5
）

。
が
、「
な
に
は
つ
に
」
と
い
う
本
文
も
右

の
よ
う
に
存
在
す
る
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
ｇ
の
初
句
は
、「
な
に
は
づ
を0

」
と
い
う
本
文
で
あ
れ
ば
「
け
ふ
こ
そ
み

つ
」
に
か
か
る
と
解
せ
る
が
、「
な
に
は
づ
に0

」
で
あ
れ
ば
「
み
つ
の
う
ら
ご
と

に
」
と
い
う
句
と
と
も
に
「
う
み
わ
た
る
」
に
か
か
っ
て
い
く
句
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
ｇ
の
歌
は
、
も
し
も
「
け
ふ
こ
そ
」「
こ
の
よ
を
」
と
い
う
部
分
が
な

け
れ
ば
、

　
　

な
に
は
づ
に　

み
つ
の
う
ら
ご
と
に　

こ
れ
や　

う
み
わ
た
る
ふ
ね

と
い
う
よ
う
に
、
海
景
を
描
い
た
一
首
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、「
み

つ
（
御
津
）」
と
「
み
つ
（
見
つ
）」、「
う
み
わ
た
る
（
海
渡
る
）」
と
「
う
み
わ

た
る
（
倦
み
わ
た
る
）」
の
響
き
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
掛
詞
に
よ
る
連

想
を
媒
介
と
し
て
「
け
ふ
こ
そ
」「
こ
の
よ
を
」
と
い
う
人
事
的
な
文
脈
を
形
成

す
る
こ
と
ば
が
想
起
さ
れ
、
挿
入
句
的
に
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。
難
波
津
に
、

「
今
日
こ
そ
見
つ

0

0

」（
今
日
こ
そ
見
た
）
の
御
津
（
み
つ

0

0

）
の
浦
ご
と
に
、
こ
れ
こ

そ
、「
こ
の
世
を
倦
み
わ
た
る

0

0

0

0

0

」、
海
渡
る

0

0

0

船
よ
、
と
詠
ず
る
一
首
で
あ
る
。

　

ｈ　
　

こ
れ
は
き
さ
き
の
御
歌
に
て

　
　

し
る
べ
す
る
く
も
の
ふ
ね
だ
に
な
か
り
せ
ば
よ
を
う
み
な
か
に
た
れ
か
し
ら

ま
し 

（
伊
勢
集
・
五
七
）　

　

伊
勢
が
『
長
恨
歌
』
を
題
材
と
し
た
屏
風
絵
に
添
え
た
屏
風
歌
の
一
つ
で
あ

る
。「
き
さ
き
」
す
な
わ
ち
楊
貴
妃
の
立
場
で
詠
ん
だ
一
首
で
あ
る
。

　

こ
の
ｈ
も
、「
よ
を
」
な
し
で
一
首
が
成
り
立
つ
歌
で
あ
る
。「
し
る
べ
す
る
く

も
の
ふ
ね
だ
に
な
か
り
せ
ば
、
う
み
な
か
に
た
れ
か
し
ら
ま
し
」、
す
な
わ
ち
、

（
私
の
居
場
所
に
）
案
内
を
す
る
雲
の
船
（
方
士
の
乗
り
物
で
あ
ろ
う
）
さ
え
も

な
か
っ
た
な
ら
ば
、
大
海
の
中
で
誰
が
私
の
存
在
を
知
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
誰

も
知
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
だ
ろ
う
に
、
と
解
せ
る
一
首
で
あ
る
。
方
士
が
天
地
を

駆
け
巡
り
、
海
中
の
仙
郷
、
蓬
莱
に
い
る
楊
貴
妃
を
探
し
あ
て
た
こ
と
を
い
う
一

首
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
う
み
な
か
」
の
「
う
み
」
に
「
倦
み
」
の
響
き
が
あ
る
こ

と
か
ら
、「
よ
を
」
が
引
き
連
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
憂
い
に
沈
ん
で
、「
世
を
倦

み
」、
人
間
世
界
を
厭
い
果
て
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、「
う
み
な
か
（
海
中
）」

の
蓬
莱
宮
に
過
ご
す
楊
貴
妃
の
身
を
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
に
も
う
一
例
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

ｉ　
　

か
へ
し

　
　

い
さ
さ
め
に
つ
け
し
お
も
ひ
の
け
ぶ
り
こ
そ
身
を
う
き
雲
と
な
り
て
は
て
け
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れ 

（
篁
集
・
二
四
）　

　

ｉ
は
「
け
ぶ
り
」
が
「
う
き
雲
」
と
な
る
こ
と
を
い
う
の
だ
が
、
そ
の
「
う
き

（
浮う

き
）」
に
「
憂う

き
」
の
響
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
身
を
憂う

き
／
浮う

き
雲
」
と

表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
諸
例
と
同
様
、
前
か
ら
の
文
脈
が
「
身

を
憂
き
」
と
い
う
句
を
喚
起
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
あ
と
に
あ
る
「
う
き

雲
」
の
「
う
き
」
と
い
う
響
き
が
「
身
を
（
憂
き
）」
と
い
う
句
を
連
想
さ
せ

て
、
そ
の
「
う
き
」
に
先
立
つ
位
置
に
添
え
さ
せ
て
い
る
感
の
強
い
例
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
う
」
あ
る
い
は
「
う
き
」
と
い
う
響
き
を
持
つ
物
象
語
は

「
憂
」「
憂
き
」
の
意
を
喚
起
し
や
す
く
、
前
か
ら
の
文
脈
に
割
り
込
み
す
ら
す
る

か
た
ち
で
「
身
を
」「
世
を
」
と
い
っ
た
き
わ
め
て
人
事
的
な
意
味
合
い
の
濃
い

語
句
を
呼
び
込
ん
で
き
や
す
い
の
で
あ
る
。
修
飾
関
係
と
し
て
、
佐
伯
氏
が
挙
げ

た
「
い
け
に
す
む
名
を
を
し
ど
り
」
の
よ
う
に
、「
い
け
に
す
む
」
が
「
名
を
」

を
飛
び
越
え
て
「
を
し
ど
り
」
に
か
か
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
連
体
修
飾
句
の

例
が
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
、「
う
」
あ
る
い
は

「
う
き
」
と
い
う
響
き
を
持
つ
物
象
語
が
、
人
事
的
な
文
脈
を
喚
起
す
る
力
、
す

な
わ
ち
、
前
か
ら
の
文
脈
に
割
り
込
み
す
ら
す
る
か
た
ち
で
人
事
的
な
語
句
を
挿

入
句
的
に
嵌
め
込
ま
せ
る
強
い
文
脈
喚
起
力
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に

う
か
が
わ
せ
る
右
の
よ
う
な
諸
例
が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

三　

「
み
る
め
な
き
…
…
」
の
歌
の
解
釈

　

以
上
の
よ
う
な
諸
例
を
参
考
に
し
て
、
稿
者
は
、
当
該
歌
ａ
の
「
み
る
め
な

き
」
は
「
わ
が
身
を
」
を
飛
び
越
え
て
「
う
ら
」
の
語
あ
る
い
は
「
わ
が
身
を
う

ら
」
と
い
う
語
句
の
ま
と
ま
り
に
か
か
る
句
で
あ
る
と
考
え
る
。「
わ
が
身
を
う

ら
」
は
、「
我
が
身
を
憂う

ら
／
浦う
ら

」、
す
な
わ
ち
、「
我
が
身
を
う0

（
憂う

）
し
と
思

う
う0

ら
（
浦う
ら

）」、「
我
が
身
を
憂う

し
と
思
う
と
い
う
名
に
通
ず
る
浦
」
で
あ
る
。

こ
こ
は
海み

松る

布め

な
ど
生
え
て
い
な
い
、
私
が
我
が
身
を
憂
し
と
思
う
「
我
が
身
を

憂う

ら
」（
で
あ
っ
て
本
当
の
浦
で
は
な
い
浦
）
と
知
ら
な
い
か
ら
か
、
海
草
が

「
枯か

れ
」
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、「
離か

れ
」
も
せ
ず
に
海
人
が
足
も
だ
る
く
な
る

く
ら
い
や
っ
て
来
る
よ
―
―
「
海み

る

め

松
布
」
の
な
い
こ
と
も
知
ら
ず
に
足
も
だ
る
く

な
る
く
ら
い
や
っ
て
来
る
「
海
人
」
の
よ
う
に
、
愚
か
に
も
、「
海
人
」
と
見
立

て
た
男
が
「
見
る
目
」（
逢
う
機
会
）
の
な
い
こ
と
も
知
ら
ず
に
頻
繁
に
や
っ
て

く
る
、
と
揶
揄
し
て
み
せ
た
歌
で
あ
る
。
恋
三
の
部
の
こ
の
あ
た
り
の
配
列
で
は

ま
だ
男
に
相
逢
う
前
で
あ
る
か
ら
女
に
と
っ
て
の
「
憂
し
」
の
意
を
と
る
の
は
お

か
し
い
と
評
す
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
く
て
よ
い
だ
ろ
う
。
私
が
憂
愁
に
沈
ん
で
い

る
「
憂
」
ら
、
と
洒
落
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
み
る
め
（
海
松
布
／
見
る

目
）」
な
ど
な
い
の
に
海
人
と
見
立
て
た
男
が
無
駄
に
足
の
疲
れ
て
だ
る
く
な
る

く
ら
い
や
っ
て
く
る
、
そ
の
姿
を
小
馬
鹿
に
す
る
か
の
よ
う
に
皮
肉
な
機
知
を

も
っ
て
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　

【
試
訳
】

　
　

こ
こ
は
「
海み

松る

布め

」
な
ど
生
え
て
い
な
い
、
我
が
身
を
「
憂
」
く
思
う
「
わ

が
身
を
憂う

ら
（
浦
）」（
で
あ
っ
て
本
当
の
浦
で
は
な
い
浦
）
と
知
ら
な
い
か

ら
か
、
海
草
が
「
枯か

れ
」
も
し
な
い
よ
う
に
「
離か

れ
」
も
せ
ず
、
海
人
が
足

の
疲
れ
て
だ
る
く
な
る
く
ら
い
ひ
っ
き
り
な
し
に
や
っ
て
来
る
よ
。―
―（
そ

の
海
人
の
よ
う
に
愚
か
に
も
、）「
見
る
目
」（
会
う
機
会
）
な
ど
な
い
と
知

ら
な
い
か
ら
か
、（
あ
の
人
は
）
足
の
疲
れ
て
だ
る
く
な
る
く
ら
い
ひ
っ
き

り
な
し
に
や
っ
て
来
る
よ
。

　

こ
こ
で
佐
伯
氏
の
解
釈
と
の
違
い
も
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

佐
伯
氏
と
異
な
る
の
は
、
佐
伯
氏
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
わ
れ
は
我
が
身
を
憂

し
と
思
っ
て
い
て
、
人
に
あ
う
意
志
は
な
い
」（
前
掲
引
用
箇
所
）
と
い
う
よ
う

に
、
詠
み
手
が
「
我
が
身
」
を
「
憂
」
し
と
思
う
こ
と
と
「
人
に
あ
う
意
志
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
と
を
一
連
な
り
の
文
脈
の
中
に
と
ら
え
る
解
釈
を
示
し
て
お

り
、
歌
全
体
の
解
釈
と
し
て
は
金
子
評
釈
・
窪
田
評
釈
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
と
ほ
ぼ
同
様
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
が
、
稿
者
は
「
会
う
こ
と
が
な
い
か
ら

0

0

つ

ら
い
」
と
か
「
わ
が
身
を
つ
ら
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
か
ら

0

0

会
わ
な
い
」
と
い
っ

た
意
味
合
い
は
と
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
み
る
め

な
き
」
は
あ
く
ま
で
「
う
ら
」
の
語
（
あ
る
い
は
「
わ
が
身
を
う
ら
」
と
い
う
ま
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と
ま
り
）
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
「
う
ら
」
に
か
か
る
際
の
「
み
る
め
な
き
」

の
意
味
合
い
は
「
海
松
布
な
き
」
が
第
一
義
で
あ
っ
て
、「
わ
が
身
を
う
ら
」
は

本
当
の
浦
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
趣
旨
が
眼
目
で
あ
る
。
憂
愁
は
会
わ
な
い
こ
と

の
直
接
的
な
理
由
と
と
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
自
身
の
憂
愁
を
逆
手
に
と
っ
て
レ

ト
リ
ッ
ク
の
中
で
男
を
は
ね
つ
け
る
た
め
の
武
器
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
程

度
に
は
い
え
よ
う
が
、
そ
こ
に
直
接
的
な
因
果
関
係
を
見
る
の
で
は
む
し
ろ
こ
の

歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
あ
る
機
知
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

小
町
の
歌
に
お
け
る
掛
詞
を
媒
介
と
し
て
嵌
め
込
ま
れ
た

挿
入
句
的
修
飾
句

　

当
該
歌
の
解
釈
と
他
の
類
例
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
の

よ
う
に
掛
詞
を
媒
介
と
し
て
嵌
め
込
ま
れ
る
挿
入
句
的
修
飾
句
の
表
現
は
小
町
の

歌
の
一
つ
の
特
色
を
な
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

当
該
歌
ａ
は
、
主
た
る
文
脈
と
そ
こ
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
嵌
め
込
ま
れ
た

表
現
と
を
分
け
て
記
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
掛
詞
に
は
傍
点
を
付
す
。

　
　

み
る
め
な
き 　
　
　
　

う0

ら
と
し
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
足
た
ゆ
く
く
る

わ
が
身
を
憂0

　

「
海
松
布
な
き
浦
と
知
ら
ね
ば
や
、
離
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ
く
来
る
」（
海
松

布
が
な
い
浦
と
知
ら
な
い
か
ら
か
、
離
れ
も
せ
ず
海
人
が
足
も
だ
る
く
な
る
く
ら

い
や
っ
て
来
る
）
と
い
う
海
辺
の
景
を
描
い
た
一
連
な
り
の
文
脈
が
あ
る
。
そ
の

文
脈
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
、「
憂
（
う0

）」
と
「
浦
（
う0

ら
）」
の
掛
詞
を
媒

介
と
し
な
が
ら
想
起
さ
れ
た
「
わ
が
身
を
（
憂う

）」
と
い
う
表
現
が
「
う
」
に
先

立
っ
て
挿
入
句
的
に
嵌
め
込
ま
れ
、
一
首
の
歌
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
な

お
、「
う
ら
」
は
「
憂
（
う0

）」
と
「
浦
（
う0

ら
）」
の
掛
詞
と
考
え
得
る
ほ
か
、

「
う
ら
む
」
の
語
幹
の
「
う
ら
」
と
「
浦
」
の
掛
詞
と
も
考
え
得
、
両
者
を
曖
昧

に
含
み
こ
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
ａ
の
歌
の
構
造
や
文
脈
構
成
を
考
え
る

際
に
は
そ
の
差
は
問
わ
ず
と
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
今
は
措
く
。

　

他
の
有
名
な
小
町
の
歌
々
を
同
様
に
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ｊ
わ
び
ぬ
れ
ば 　
　

浮
き

0

0

草
の
根
を
絶
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ

身
を
憂
き

0

0

 

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
三
八
）　

　

ｋ
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に　
　
　
　
　

降
る
長
雨

0

0

0

0

せ
し
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
が
身
世
に
経
る
眺
め

0

0

0

0

 

（
古
今
集
・
春
下
・
一
一
三
）　

　

ｌ
秋
風
に
あ
ふ
田
の
実
こ
そ
か
な
し
け
れ　
　

実0

む
な
し
く
な
り
ぬ
と
思
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
が
身0

む
な
し
く

 

（
古
今
集
・
恋
五
・
八
二
二
）　

　

ｊ
は
主
た
る
文
脈
と
し
て
は
、「
わ
び
ぬ
れ
ば
、
浮
き
草
の
根
を
絶
え
て
、
さ

そ
ふ
水
あ
ら
ば
、
い
な
む
と
ぞ
お
も
ふ
」（
も
う
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
、
浮
き
草
の
よ
う
に
根
を
絶
え
て
、
誘
っ
て
く
れ
る
水
が
あ
っ
た
ら
、
そ
ち
ら

の
ほ
う
へ
行
こ
う
と
思
う
）
と
い
う
文
脈
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

に
、「
浮
き
草
」
の
「
浮う

き
」
に
「
憂う

き
」
の
響
き
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
「
身
を
」

と
い
う
表
現
が
想
起
さ
れ
、
挿
入
句
的
修
飾
句
の
よ
う
に
し
て
文
脈
に
割
り
込
む

か
た
ち
で
嵌
め
込
ま
れ
、
ｊ
の
歌
が
成
り
立
っ
て
い
る
。「
身
」
を
「
憂う

き
」
も

の
と
思
う
と
い
う
名
に
通
ず
る
「
浮う

き
草
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ｋ
は
主
た
る
文
脈
と
し
て
は
、「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
。
い
た
づ
ら

に
。
降
る
長
雨
せ
し
ま
に
」（
花
の
色
は
移
ろ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
空
し
く
も
。

し
と
し
と
降
る
長
雨
が
続
い
て
い
た
間
に
）
と
い
う
一
連
の
文
脈
を
押
さ
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、「
降ふ

る
長な
が

雨め

」
に
「
経ふ

る
眺な
が

め
」
と
い
う
響
き
が
あ
る

こ
と
か
ら
「
わ
が
身
世
に
」
と
い
う
人
事
的
な
表
現
が
想
起
さ
れ
、
花
の
景
を
描

い
た
文
脈
の
中
に
嵌
め
込
ま
れ
、
一
首
の
歌
が
成
り
立
っ
て
い
る
。「
降ふ

る
長な
が

雨め

」

と
「（
わ
が
身
世
に
）
経ふ

る
眺な
が

め
」
の
重
ね
は
、
花
の
色
を
う
つ
ろ
わ
せ
な
が
ら

「
降ふ

る
長な
が

雨め

」
と
「
わ
が
身
世
に
経ふ

る
眺な
が

め
」、
す
な
わ
ち
、
わ
が
身
が
世
に
過
ご

す
中
で
た
だ
空
し
く
ぼ
ん
や
り
と
ふ
け
っ
て
い
る
こ
の
物
思
い
の
時
間
と
は
、
と

て
も
よ
く
似
て
い
る
、
と
い
う
重
ね
合
わ
せ
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

気
づ
き
を
感
じ
さ
せ
る
一
首
で
あ
る
。
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ｌ
は
主
た
る
文
脈
と
し
て
は
、「
秋
風
に
あ
ふ
田
の
実
こ
そ
か
な
し
け
れ
。
実

む
な
し
く
な
り
ぬ
と
思
へ
ば
」（
秋
風
に
合
う
田
の
実
（
田
の
稲
）
は
悲
し
い
こ

と
だ
。
実
が
空
し
く
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
と
）
と
い
う
文
脈
を

押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
実み

む
な
し
く
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
身み

む
な
し

く
」
と
同
じ
響
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
わ
が
（
身み

む
な
し
く
）」
と
い
う

表
現
が
想
起
さ
れ
、「
田
の
実
」
を
描
く
文
脈
の
中
に
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。
あ

わ
せ
て
、「
田
の
実
」
に
は
「
頼
み
」
と
い
う
こ
と
ば
の
響
き
も
重
な
っ
て
聞
こ

え
よ
う
。
ま
た
、「
秋
」
に
「
飽
き
」
の
響
き
も
見
出
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
い
う
一
首
で
あ
る
。

　

「
う
ら
」「
う
き
」「
ふ
る
な
が
め
」「
み
む
な
し
く
」
と
い
っ
た
我
が
身
の
憂
き

思
い
や
我
が
身
の
空
し
さ
に
映
発
す
る
よ
う
な
響
き
の
語
が
物
象
叙
述
の
中
に

あ
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
に
人
事
的
な
意
味
合
い
を
装
飾
的
に
付
け
添
え
る
か
の

よ
う
に
し
て
、「
わ
が
身
」
を
め
ぐ
る
人
事
性
の
高
い
こ
と
ば
を
割
り
込
ま
せ
、

こ
れ
ら
の
掛
詞
を
媒
介
と
し
て
そ
の
掛
詞
の
直
前
に
添
え
て
い
る
。『
古
今
集
』

に
入
集
す
る
小
町
の
一
七
首
（
墨
滅
歌
を
入
れ
る
と
一
八
首
）
の
う
ち
の
四
首
、

『
古
今
集
』
中
の
小
町
の
「
身
」「
わ
が
身
」
を
詠
む
歌
六
首
の
う
ち
の
四
首
が
こ

の
よ
う
な
傾
向
を
持
つ
こ
と
は
、
小
町
の
歌
の
特
色
、
特
に
小
町
に
お
け
る

「
身
」「
わ
が
身
」
を
詠
む
歌
の
特
色
と
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ｋ
の
「
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
（
経

る
眺
め
／
降
る
長
雨
）」
と
い
う
表
現
は
、
小
町
に
お
け
る
掛
詞
を
媒
介
と
し
て

嵌
め
こ
ま
れ
た
挿
入
句
的
修
飾
句
の
例
の
中
で
も
、
非
常
に
凝
っ
た
表
現
だ
と
い

う
一
面
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
高
田
祐
彦
『
古
今
和
歌
集
―
―
現
代

語
訳
付
―
―
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）（
二
〇
〇
九
年
）
は
、「「
わ
が
身
世
に
ふ

る
」
と
い
う
表
現
は
、
め
ず
ら
し
く
、
普
通
は
、「
わ
が
身
古
る
」（
七
八
二
）
か

「
世
に
経
る
」（
九
五
一
）
か
ど
ち
ら
か
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
身
」
と
「
世
」
を

二
つ
な
が
ら
持
つ
一
首
と
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
類
例
は
少
な
く
は
な
い
よ
う

に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
関
心
か
ら
高
田
氏
の
指
摘
を
と
ら
え
な
お

せ
ば
、
掛
詞
を
媒
介
と
し
て
嵌
め
込
ま
れ
た
挿
入
句
的
修
飾
句
の
表
現
の
中
に

「
身
」
と
「
世
」
と
を
二
つ
な
が
ら
併
せ
持
つ
平
安
和
歌
の
例
と
い
う
と
、
管
見

の
う
ち
で
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
掛
詞
を
媒
介
と
し
て
連
想
さ
れ
た
挿
入
句
的
表

現
の
中
に
「
身
」「
世
」
が
共
起
す
る
例
と
い
う
条
件
を
離
れ
、
挿
入
句
的
修
飾

句
が
他
例
よ
り
も
長
い
と
い
う
点
で
似
る
も
の
を
探
せ
ば
、
ｇ
の
業
平
の
「
な
に

は
づ
に
け
ふ
こ
そ
み
つ
の
う
ら
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
よ
を
う
み
わ
た
る
ふ
ね
」
な

ど
も
見
出
せ
る
。
が
、
掛
詞
に
よ
る
同
音
の
連
想
、
及
び
、
掛
詞
を
媒
介
と
し
て

連
想
さ
れ
た
挿
入
句
的
表
現
を
こ
そ
要
と
し
て
、
主
た
る
文
脈
で
あ
る
物
象
叙
述

の
文
脈
の
中
に
心
象
叙
述
の
文
脈
が
接
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
、
ま
た
、
そ

こ
に
生
ま
れ
る
物
象
と
心
象
の
溶
け
合
い
の
趣
に
つ
い
て
は
、
小
町
の
ｋ
「
花
の

色
は
…
…
」
独
特
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
や
は
り
否
め
ま
い
。
他
に
近
い
特
徴
を

有
す
る
例
は
小
町
の
ｌ
「
秋
風
に
…
…
」
で
あ
ろ
う
。

　

小
町
と
し
て
、「
花
の
色
は
…
…
」
と
い
う
一
首
は
、
掛
詞
に
よ
る
連
想
を
媒

介
と
し
た
挿
入
句
的
修
飾
句
の
表
現
を
用
い
つ
つ
、
物
象
叙
述
と
心
象
叙
述
を
つ

な
ぐ
要
に
こ
そ
心
血
を
注
い
だ
非
常
に
新
し
い
表
現
、
そ
し
て
そ
の
の
ち
も
他
に

類
例
を
見
出
し
が
た
い
表
現
で
あ
り
（
6
）

、
物
象
叙
述
と
心
象
叙
述
の
溶
け
合
い
の
部

分
に
見
ら
れ
る
こ
の
表
現
の
重
み
を
こ
そ
眼
目
と
す
る
よ
う
な
独
自
の
一
首
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

結
語

　

「
わ
が
み
を
う0

ら
（
憂う

／
浦う
ら

）」
や
「
よ
を
う
き

0

0

な
ぎ
（
憂
き
／
浮
き
な
ぎ
）」

の
よ
う
に
、
掛
詞
（
傍
点
部
）
を
発
想
の
契
機
と
し
て
人
事
的
な
文
脈
が
想
起
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
掛
詞
の
直
前
の
位
置
に
「
わ
が
み
を
」「
よ
を
」
の
よ
う
な
人

事
性
の
色
濃
い
語
句
（
点
線
部
）
が
挿
入
句
的
に
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
例

を
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
挿
入
句
的
修
飾
句
は
、
前
掲
佐
伯
氏
の
論
考
で
は

「
一
種
の
枕
詞
の
よ
う
な
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
直
下
の
語
句
と
の
結
び

つ
き
が
強
い
こ
と
、
ま
た
、
上
か
ら
の
文
脈
を
断
ち
切
り
す
ら
す
る
か
た
ち
で
嵌

め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
て
の
説
明
な
の
だ
ろ
う
。
窪
田
空
穂
氏
（
7
）

が
小
町

の
ｋ
「
花
の
色
は
…
…
」
の
一
首
に
つ
い
て
、「「
わ
が
身
世
に
」
は
、「
経
る
」
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即
ち
暮
し
て
行
く
と
い
ふ
意
の
そ
れ
と
、
同
音
異
義
の
「
降
る
」
と
の
関
係
で
、

降
る
の
序0

と
な
っ
て
い
る
」（
傍
点
稿
者
）
と
述
べ
て
い
る
の
も
同
様
に
、
ｋ
の

歌
の
「
わ
が
身
世
に
」
が
直
下
の
「
ふ
る
な
が
め
（
経
る
眺
め
／
降
る
長
雨
）」

と
の
結
び
つ
き
が
強
い
語
句
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
上
か
ら
の
文
脈
を
受
け
て
生

じ
て
い
る
と
い
う
性
質
が
薄
い
こ
と
を
と
ら
え
て
の
説
明
な
の
で
あ
ろ
う
。
が
、

本
稿
に
見
た
よ
う
な
表
現
の
か
た
ち
は
、
挿
入
句
的
修
飾
句
の
部
分
を
「
枕
詞
」

と
称
す
る
に
は
一
般
的
な
枕
詞
と
比
べ
て
字
数
も
不
定
で
あ
る
。
ま
た
、
序
詞
が

『
万
葉
集
』
の
寄
物
陳
思
歌
以
来
、
物
象
叙
述
の
文
脈
を
主
と
し
、
そ
の
序
詞
が

導
く
下
の
語
句
は
心
象
叙
述
の
文
脈
へ
と
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
特

徴
と
比
べ
て
も
、
本
稿
に
見
た
諸
例
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
に
見
た
問
題
に
次
い
で
検
討
し
た
い
の
は
、
上
代
の
歌
か
ら
平
安
和
歌
に

至
る
掛
詞
の
展
開
の
中
で
当
該
歌
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
で
あ
ろ

う
。
万
葉
歌
で
本
稿
に
似
た
例
と
し
て
即
座
に
思
い
浮
か
ぶ
も
の
と
し
て
は
、
地

名
表
現
が
掛
詞
を
含
み
、
そ
の
掛
詞
の
直
前
に
挿
入
句
的
に
修
飾
語
句
が
添
え
ら

れ
て
い
る
諸
例
が
あ
る
。
そ
う
し
た
諸
例
を
含
め
、
万
葉
歌
の
挿
入
句
的
修
飾
句

を
伴
う
掛
詞
の
表
現
と
小
町
の
表
現
が
ど
れ
ほ
ど
近
く
、
ど
れ
ほ
ど
遠
い
の
か
と

い
う
点
は
、
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
稿
を
改
め
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

※ 

歌
集
の
引
用
は
す
べ
て
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
に
よ

る
。
た
だ
し
、
表
記
は
一
部
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

付
記　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
若
手
研
究
「
平
安
和
歌
に
み
る
貴
族
的

恋
愛
観
の
成
立
と
展
開
」（
２
０
Ｋ
１
２
９
２
１
、
代
表
：
室
田
知
香
）

の
調
査
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
１
）　

こ
の
顕
註
部
分
に
つ
い
て
、
北
村
季
吟
『
教
端
抄
』
所
載
の
「
師
説
」
す
な

わ
ち
松
永
貞
徳
の
説
で
は
、
顕
昭
が
「
わ
が
身
」
を
男
の
身
と
も
詠
み
手
自
身

の
身
と
も
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
高
野
奈
未
「
近
世
に
お
け
る

古
典
注
釈
学
―
―
小
野
小
町
「
み
る
め
な
き
」
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
―
―
」（『
日
本
文
学
』
六
一
巻
一
〇
号　

二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
に
も
こ
の

あ
た
り
の
注
釈
氏
の
動
向
が
詳
し
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）　

佐
伯
梅
友
「
詞
苑
逍
遥
」（
東
京
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
国
語
』
復

刊
一
巻
二
号　

一
九
五
二
年
四
月
）。
の
ち
、
同
『
上
代
国
語
法
研
究
』（
大
東

文
化
大
学
東
洋
研
究
所　

一
九
六
六
年
一
二
月
）
に
収
録
。

（
３
）　

た
だ
し
、
通
釈
部
分
は
、
同
注
釈
書
の
第
二
一
刷
（
一
九
七
八
年
六
月
）
を

見
る
と
、「
う
ら
」
に
「
憂
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
解
釈
を
前
面

に
出
さ
ず
、「
こ
こ
は
み
る
め
の
な
い
浦
だ
と
知
ら
な
い
か
ら
、
遠
の
き
も
し

な
い
で
、
あ
ま
が
足
の
た
る
く
な
る
ま
で
通
っ
て
く
る
の
か
し
ら
。
会
う
意
志

の
な
い
わ
た
し
と
知
ら
な
い
か
ら
、
あ
の
人
が
遠
の
き
も
し
な
い
で
足
の
た
る

く
な
る
ま
で
通
っ
て
く
る
の
か
し
ら
、
と
い
う
意
を
う
ら
に
持
っ
て
い
る
。」

と
し
て
い
る
。
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
下
）』（
右
文
書
院　

一
九

七
六
年
一
一
月
）
は
「
そ
の
後
の
『
大
系
』
で
は
「
わ
が
身
を
う
」
の
続
き
は

削
り
、『
遠
鏡
』
と
同
様
に
解
し
て
お
ら
れ
る
。」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
通
釈
部
分
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
か
。

（
４
）　

池
田
亀
鑑
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究　

上
』（
大
岡
山
書
店　

一
九
三

三
年
九
月
）
に
よ
る
。

（
５
）　

尊
経
閣
文
庫
蔵
『
在
中
将
集
』
の
七
九
番
歌
で
は
「
な
に
は
つ
を
」、
冷
泉

家
時
雨
亭
叢
書
『
素
寂
本
私
家
集　

西
山
本
私
家
集
』
所
収
『
業
平
朝
臣
集
』

の
三
一
番
歌
で
は
「
ナ
ニ
ハ
メ
ヲ
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
６
）　

挿
入
句
的
修
飾
句
が
他
例
よ
り
も
長
い
例
を
さ
ら
に
探
せ
ば
、
貞
登
の
「
ひ

と
り
の
み
な
が
め
ふ
る

0

0

や
（
経
る
／
古
屋
）
の
つ
ま
な
れ
ば
人
を
し
の
ぶ
（
偲

ぶ
／
シ
ノ
ブ
（
植
物
名
））
の
草
ぞ
お
ひ
け
る
」（
古
今
集
・
恋
五
・
七
六
九
）

と
い
う
例
や
、
躬
恒
の
「
ち
り
を
だ
に
す
ゑ
じ
と
ぞ
思
ふ
さ
き
し
よ
り
い
も
と

わ
が
ぬ
る
と
こ

0

0

夏
（
床
／
常
夏
）
の
は
な
」（
古
今
集
・
夏
・
一
六
七
）
と
い

う
例
が
見
出
せ
る
。
が
、
本
文
中
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
小
町
の
ｋ

「
花
の
色
は
…
…
」
の
歌
が
独
特
の
も
の
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
否
め

ま
い
。
な
お
、
貞
登
の
例
の
上
の
句
は
挿
入
句
的
修
飾
句
や
掛
詞
の
と
ら
え
方

を
別
様
に
も
解
せ
る
が
今
は
省
略
す
る
。

（
７
）　

窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈　

下
』（
東
京
堂　

一
九
三
七
年
一
二
月
）。
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