
式
子
内
親
王
試
論

目
次

序本
論第

一
章
心
情
語

第
一
節
式
子
内
親
王
の
心
情
語

第
二
節
同
時
代
女
流
歌
人
と
の
比
較

第
三
節
前
時
代
女
流
歌
人
と
の
比
較

第
四
節
『
新
古
今
和
歌
集
』
と
の
比
較

第

二

章

歌

語

第
一
節
式
子
内
親
王
の
歌
語

第
二
節
式
子
内
親
王
の
措
辞

第
三
節
二
つ
の
禁
制
調

第
三
章
式
子
内
親
王
の
世
界

結
び

序

こ
れ
ま
で
、
式
子
内
親
王
に
つ
い
て
は
様
々
な
研
究
・
論
述
が
な

さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
で
は
「
心
情
語
」
と
「
歌
語
」
と
い
う
角
度

二
十
九
回
生

松

永

弥

生

か
ら
内
親
王
の
和
歌
を
な
が
め
、
そ
の
美
的
世
界
を
探
っ
て
い
き
た

い
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、
第
一
章
で
は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
「
な

が
め
の
歌
人
」
「
し
の
ぶ
る
恋
の
歌
人
」
と
し
て
の
式
子
像
に
つ
い

て
、
心
情
語
の
用
い
方
や
そ
の
特
色
な
ど
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
る
。

第
二
、
三
章
で
は
、
内
親
王
の
新
造
語
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

歌
語
や
調
の
措
辞
を
基
に
し
て
、
そ
の
歌
語
の
持
つ
特
質
と
内
殺
王

の
和
歌
の
歴
史
的
位
置
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
歌
風
か
ら
式
子
内

親
王
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

底
本
と
し
て
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
平
安
鎌
倉
私
家
集
』
所
収

の
『
式
子
内
親
王
集
』
を
用
い
た
。
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第
一
章

心
情
語

第
一
節
式
子
内
親
王
の
心
情
語

式
子
内
親
王
が
自
ら
の
心
を
吐
露
し
た
和
歌
の
中
に
詠
ま
れ
て
い

る
心
情
語

1
心
の
中
の
思
い
を
直
接
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語

ー
の
数
を
調
べ
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
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式
子
内
親
王
の
心
情
語
を
口
問
詞
別
に
見
る
と
、
形
容
詞
一
四
語
、

動
詞
二
語
、
感
動
詞
一
語
で
あ
り
、
性
格
か
ら
見
れ
ば
『
陰
性
』
、

つ
ま
り
「
う
し
」
「
さ
び
し
」
な
ど
の
悲
し
み
、
苦
し
み
、
不
安
定

な
状
態
を
示
す
形
容
調
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
う

れ
し
」
「
ζ

ひ
し
」
「
ゆ
か
し
」
な
ど
の
『
陽
性
』
の
語
は
極
め
て

少
な
い
。

心
情
語
の
例
が
多
い
も
の
を
見
る
と
、

第
一
位
は

「
な
が
め
」
の

三
三
例
で
全
体
の
制
？
そ
占
め
、
内
親
王
が
「
な
が
め
の
歌
人
」
と

呼
ば
れ
る
一
つ
の
根
拠
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。

第二節同時代女流歌人との比較

内親王の心情語の上位五語を、ほぼ同時代を生きた建礼

門院右京大夫、彼女より一世代後に活躍した俊成卿女及び

宮内卿と使用数・使用率等を比較したものが次の表である。

宮 イ愛 右 式

成 示
子

内 内

F即 大 親

1即 女 夫 王

6 3 21 33 な

(4.4) (1.2 (6. 7) (8.4) 7.)> 

(1) ① (1) cD め

3 6 17 18 あ

(2.2) (2.4 (5.4) (4.6) は

② ③ (4ノ ② れ

3 10 7 8 し

(2.2) (40 (2.2) (2.0) の

② （。 ⑤ ③ ぶ

5 21 6 フ

(2.0 (6. 7) (1.5) 

（よノ 〔4ノ し

3 1 6 さ

(1.2 (0.3) (1.5) び

⑦ ⑮ (4) し

1L; 、
116 49 125 102 情
(11.8) 。9Jl 40.1) (26.0 主日五口

数

調

136 241 312 393 査
歌
数

-47ー

け
の
中
は
調
査
歌
数
に
対
す
る
百
分
率
、

O
印
で
か
と
ん
だ
数
字
は
そ
の
歌
人
の
心
情
語
順
位
を
示
す
。

八
な
が
め
〉

「
な
が
め
」
が
明
瞭
に
現
わ
れ
る
の
は
、
在
原
業
平
・
和
泉
式
部

・
式
子
内
親
王
の
如
く
情
熱
的
な
歌
人
に
お
い
て
で
あ
る
。
右
京
大

夫
も
ま
た
、

な
が
む
れ
ば
心
も
つ
き
て
星
あ
ひ
の
空
に
み
ち
ぬ
我
お
も
ひ
か

よ
ず
’

な
ど
の
恋
人
を
思
う
数
々
の
絶
唱
が
あ
り
、
悲
哀
と
感
傷
の
中
に
も

情
熱
を
秘
め
た
人
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
内
親
王
と
同

じ
く
「
な
が
め
」
の
使
用
数
の
多
さ
に
も
額
け
る
の
で
あ
る
。

八
う
し
〉
八
さ
び
し
〉

「
な
が
め
」
に
お
い
て
は
類
似
を
示
す
内
親
王
と
右
京
大
夫
で
は

あ
る
が
、
「
う
し
」
と
「
さ
び
し
」
に
つ
い
て
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。



表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
内
親
王
は
「
う
し
」
と
「
さ
び
し
」
を
日

¢
と
同
率
用
い
て
い
る
が
、
右
京
大
夫
は
「
う
し
」
を
二
一
例
と
一

番
多
く
用
い
、
「
き
び
し
」
は

ふ
く
る
夜
の
寝
究
き
び
し
き
袖
の
う
へ
に
お
と
に
も
ぬ
ら
す
春
の

雨
か
な

K
一
例
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
内
親
王
が
生
き
て
ゆ
く
中
で
弧
独
の

憂
愁
と
寂
夢
を
感
じ
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
右
京
大
夫
は
「
さ

び
し
」
さ
よ
り
も
相
手
の
（
多
く
恋
愛
の
）
態
度
の
つ
れ
な
き
を
恨

む
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
や
は
り
、
多

く
の
恋
歌
を
詠
み
な
が
ら
も
生
涯
恋
の
生
活
を
持
た
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
内
親
王
と
、
沓
盈
・
隆
信
ら
と
現
実
の
恋
を
経
験
し
た
右
京
大

夫
と
の
差
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
内
親
王
の
心
情
語
の
用
い
方
は
そ
の

上
位
五
語
が
他
の
三
人
と
大
差
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
依
り
、
そ
の

時
代
の
女
流
歌
人
と
同
じ
範
庸
に
入
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

第
三
節
前
時
代
女
流
歌
人
と
の
比
較

本
節
で
は
、
内
親
王
の
心
情
語
を
王
朝
女
流
歌
人
の
中
で
も
、
内

親
王
と
同
じ
く
「
夢
」
「
う
た
た
ね
」
一
を
多
く
詠
ん
だ
小
野
小
町

と
和
泉
式
部
の
そ
れ
と
比
べ
る
。
前
節
と
同
じ
よ
う
に
次
に
表
を
掲

岬
り
ヲ
。
。
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幸日 式

野 泉
子

内

式 親

町 部 王

3 14 33 な

(2.6 (5.3) (8.4) 1J王

⑦ ② ① め

7 11 18 あ

(6.1 (4.1) (4.6) は

② (4) ② れ

2 7 8 し

(1. 7 (2.4) (2.0) の

(8) (5) ③ ぶ

14 19 6 つ

(12.2; σ2) (1.5) （。 （。 匂） し

6 さ

(1.5) び

（生j し

I し、
56 85 102 情

48. 7) 32.4) (26.0) 宝ロ五口

数

調

115 263 393 査
歌
数

〈
な
が
め
〉

「
な
が
め
」
は
女
流
歌
人
の
基
本
的
姿
勢
を
示
す
語
で
あ
り
、
内

親
王
と
和
泉
式
部
は
使
用
率
の
近
似
を
見
せ
、
小
野
小
町
の
代
表
歌
、

花
の
い
ろ
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
身
世
に
ふ
る
な
が

め
せ
し
ま
に

と
内
親
王
の
和
歌
、

219 

花
は
散
り
て
そ
の
色
と
な
く
な
が
む
れ
ば
む
な
し
き
空
に
春
雨

ぞ
ふ
る

の
聞
に
は
悲
哀
感
や
孤
独
感
に
相
通
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
や

は
り
微
妙
な
差
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
差
異
を
、
阿
部
武
彦
氏
は
「
和
泉
式
部
が
、
現
実
充
足
に
お

い
て
「
な
が
め
』
の
状
態
が
断
ち
切
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
式
子
内
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2
2
a量

親
王
の
場
合
は
、
永
遠
に
『
な
が
め
』
続
け
る
他
に
道
は
な
か
っ
た
己
L
L
い
っ
た
人
生
の
暗
穆
な
愁
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
内
親
王
の
「
な
が
め
」
の
和
軟
に
は
、
内
親
王
の
心
情
語
は
、
外
見
に
お
い
て
は
王
朝
女
流
歌
人
の
系
譜

和
泉
式
部
ら
の
よ
う
に
恋
愛
の
情
調
は
流
れ
て
お
ら
ず
、
に
連
な
っ
て
い
る
が
、
内
面
的
に
は
、
平
安
朝
と
い
う
安
泰
な
時
間

抑
な
が
む
れ
ば
思
ひ
や
る
べ
き
か
た
ぞ
な
き
春
の
か
ぎ
り
の
夕
暮
を
過
し
た
歌
人
と
、
動
乱
の
中
世
を
生
き
た
歌
人
の
和
歌
を
詠
ひ
姿

の

空

勢

の

違

い

が

認

め

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

第
四
節

『
新
古
今
和
歌
集
』
と
の
比
較

な

(3. 2)1cs.4) I ／が

② 

54 

士l

あ

cz. 1)1 C4.6) Iは

し

め

式

子

33 

8 

18 

王

一

ω

親

② 

内

新

古

今

和

歌

集

64 

55 

＼
l
ノ

唱

i
f
t、、

内
親
王
の
心
情
語
を
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
た
。

乙
の
表
で
見
る
か
ぎ
り
、
前
二
節
で
比
較
し
た
歌
人
た
ち
よ
り
も
近

似
を
示
す
。
こ
れ
は
内
親
王
の
和
歌
が
心
情
語
の
面
に
お
い
て
も
新

古
今
的
特
質
を
備
え
て
お
り
、
か
っ
内
親
王
が
新
古
今
歌
壇
に
属
し

て
い
る
と
と
を
示
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

内
親
王
が
多
く
用
い
た
心
情
語
は
、
伝
統
的
に
和
歌
に
詠
ま
れ
て

い
る
し
、
各
人
の
用
い
方
に
も
大
差
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
な
が

め
」
は
他
に
類
が
見
ら
れ
な
い
程
の
高
い
使
用
率
を
一
示
し
、
「
な
が

め
の
歌
人
」
に
ふ
さ
わ
し
い
特
色
が
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
「
し
の
ぶ
る
恋
の
歌
人
」
と
言
わ
れ
る
特
色
は
認
め
ら
れ

な
い
。
乙
の
と
と
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、

c2. 1)1 c2 o) Iの

Jレ
4411102 I 情
c::o.o)I cおo)I言語

数

調

20051393 I童
数
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玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り

も
ぞ
す
る

と
い
う
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
百
人
一
首
』

『
百
人
秀
歌
』
『
定
家
十
体
』
等
で
の
定
家
の
評
価
に
依
り
、
後
世

内
親
王
の
代
表
歌
が
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
と
さ
れ
、
「
し
の
ぶ
る
恋

の
歌
人
」
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

ヲ。。
「
な
が
め
」
と
い
う
語
は
、
式
子
内
親
王
に
と
っ
て
特
別
な
詠
歌

姿
勢
を
表
わ
す
語
で
あ
る
と
見
倣
す
乙
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
単

に
物
思
い
に
耽
る
も
の
で
は
な
く
、
内
親
王
が
存
在
し
た
歴
史
の
背

景
と
境
遇
を
考
慮
す
る
と
、
買
万
清
氏
の
言
わ
れ
た
、
「
『
な
が
め
』



は
激
し
い
情
熱
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
内
攻
し
て
い
る
た
め

に
外
見
は
甚
だ
穏
や
か
な
様
相
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
禁
欲

抑
情
の
結
果
の
状
態
で
は
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
「
な
が
め
」
の
状
態

が
ふ
さ
わ
し
く
、
人
生
の
憂
苦
を
詠
嘆
す
る
一
つ
の
姿
勢
と
し
て
現

わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

歌
語

和
歌
一
首
は
詠
者
の
心
と
、
五
音
七
音
の
詞
（
以
下
歌
語
と
称
す
）

と
、
姿
と
か
ら
構
築
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
和
歌
の
生
命
が
第
一
心

1
資
質
ー
に
あ
る
と
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
詞
の
選
摂

と
調
の
措
辞
も
ま
た
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
。
乙
の
点

か
ら
、
内
親
王
の
歌
語
が
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
か
（
先
行
歌
に
詠

ま
れ
て
い
る
か
）
、
そ
れ
と
も
内
親
王
独
自
新
造
語
で
あ
る
の
か
、

措
辞
に
つ
い
て
は
内
親
王
独
自
の
歌
語
は
第
伺
句
自
に
集
中
し
て
い

る
の
か
を
見
て
ゆ
く
。

第
一
節
式
子
内
親
王
の
歌
語

内
親
王
の
先
行
歌
を
、
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
集
』
以
下
『
調
花

集
』
ま
で
、
私
家
集
は
内
親
王
よ
り
没
年
が
早
い
人
の
も
の
と
し
た
。

し
か
し
例
外
と
し
て
、
藤
原
俊
成
は
内
親
王
の
和
歌
の
師
と
さ
れ
る

な
ど
の
探
い
関
係
か
ら
先
行
歌
人
と
し
た
。
物
語
歌
・
日
記
歌
に
つ

い
て
は
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
ま
で
を
先
行
歌
と
し
て
扱
っ
た
。

『
国
歌
大
観
正
続
各
句
索
引
』
で
検
出
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、

先
行
歌
の
見
ら
れ
な
い
歌
語
を
調
査
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が

得
ら
れ
た
。

初
句

句

五
匂

計

二
句

四
句

105 

283 

1ρ67 

292 

130 

257 

内
親
王
歌
の
歌
語
は
一
九
六
三
語
で
あ
り
、
重
出
語
を
除
く
と

一
七
六
九
語
と
な
る
が
、
そ
の
う
ち
一

O
六
七
語
が
内
親
王
の
新
造

語
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
乙
と
は
、
伝
統
的
な
歌
語
を
詠
む
乙

と
ば
か
り
に
満
足
せ
ず
、
新
し
い
表
現
を
追
求
し
洗
練
し
て
ゆ
く
内

親
王
の
詠
歌
姿
勢
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
試
み
は
、

q
d

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

刷
出
山
深
み
春
と
も
知
ら
ぬ
松
の
仁
に
だ
え
た
え
か
か
る
雪
の
玉
水

却
な
が
め
つ
る
令
酌
ゆ
静
防
府

p
u－V
れ
即
時
。
骨
h
v
我
を
忘
る
な

（
傍
点
部
は
先
行
歌
の
見
ら
れ
な
い
歌
語
）
な
ど
の
秀
歌
に

結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節
式
子
内
親
王
の
措
辞

前
記
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
内
親
王
の
新
造
語
と
恩
わ
れ
る
歌

語
は
第
四
句
自
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
内
親
王
が
創
造
し
た
と
考

え
ら
れ
る
歌
語
に
は
、
そ
の
心
奥
や
特
質
が
見
ら
れ
る
と
想
像
さ
れ

る
の
で
、
こ
乙
で
は
第
四
句
自
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

式
子
内
親
王
の
和
歌
が
多
量
に
採
ら
え
た
『
新
古
今
集
』
の
和
歌

に
は
、
「
新
古
今
風
醸
成
の
た
め
の
苦
心
の
用
意
が
、
特
異
な
技
巧

的
洗
練
、
た
と
え
ば
三
句
切
・
体
言
止
な
ど
に
結
実
し
た
ζ

と
は
よ



片
穴
行
覇
市

σ，E
欠

F
，t
G
L
電
罰
則
著
書
至

7
4
2

c

・4

’’
A
着
荷
叶

E

－－J
J
F
a
r

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
第
四
句
に
新
古
今
的
表
現
の

極
致
が
集
中
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
特
色
が
見
ら
れ

る
‘
ま
た
、
甲
本
「
詠
歌
一
一
幹
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
四
三
の
「
禁

制
詞
」
の
う
ち
『
新
古
今
集
』
に
原
歌
が
存
す
る
も
の
は
三
二
例
で

あ
る
が
、
実
に
そ
の
四
分
三
、
二
四
例
が
第
四
句
目
で
あ
る
。

以
上
の
乙
と
か
ら
考
え
る
と
、
第
四
句
目
に
そ
の
歌
人
独
特
の
表

現
を
詠
む
こ
と
は
新
古
今
時
代
の
和
歌
の
一
つ
の
特
色
で
あ
り
、
内

親
王
の
和
歌
も
第
四
句
目
に
新
造
語
と
み
な
さ
れ
る
歌
語
が
多
く
詠

ま
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
、
そ
の
特
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

第
三
節
二
つ
の
禁
制
調

前
節
で
少
し
触
れ
た
「
禁
制
調
」

K
は
、
内
親
王
の
「
露
の
底
在

る
」
「
我
の
み
知
り
て
」
の
二
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
禁
制
詞
」

は
「
名
歌
の
要
と
一
な
っ
て
い
る
句
で
、
多
く
は
秀
句
」
で
あ
り
、

「
秀
歌
と
見
徹
さ
れ
た
作
品
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
秀
歌
た
ら
し

め
て
い
る
句
」
で
、
「
禁
制
詞
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
内
親
王
の
二
首

の
和
歌
も
秀
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
と
で
、
そ
の
二
首
を
鑑

賞
し
て
み
た
い
。

制
跡
も
な
き
庭
の
浅
茅
に
h
U
す
ぼ
ほ
れ
露
の
底
な
る
松
姦
の
聾

乙
の
歌
は
、
『
正
治
二
年
院
御
百
首
歌
』
に
収
め
ら
れ
、
『
新
古
今

和
歌
集
』
秋
下
に
入
首
し
て
い
る
。

内
親
王
の
和
歌
に
は
、
八
閉
づ
る
〉
傾
向
の
歌
が
多
い
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
乙
の
句
の
「
露
の
底
な
る
松
姦
の
聾
一
の
他
に
、
「
月

の
み
閉
づ
る
苔
の
と
ぼ
そ
に
」
「
お
し
乙
め
て
秋
の
あ
は
れ
に
し
づ

b
か
な
」
な
ど
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
閉
鎖
的
・
内
攻
的
と
い
う
点

に
お
い
て
、
「
跡
も
な
き
」
の
句
は
式
子
内
親
王
的
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
松
姦
」
は
、
久
保
田
淳
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
詠

者
自
身
で
あ
ろ
う
。
訪
れ
る
人
も
な
い
庭
の
浅
茅
に
結
ん
だ
露
の
奥

底
の
よ
う
に
暗
い
隅
で
物
思
い
に
沈
み
乙
み
、
心
が
閉
ぎ
さ
れ
た
ま

ま
の
や
る
せ
な
く
悲
し
い
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

内
親
王
が
静
寂
な
雰
囲
気
の
中
に
住
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、

『
源
家
長
日
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
窺
え
る
。
し
か
し
、
静
か
に
住

み
成
し
て
い
て
も
心
は
平
穏
で
は
な
か
っ
た
乙
と
が
、
こ
の
和
歌
に

よ
っ
て
わ
か
る
。
内
親
王
と
い
う
高
貴
な
身
分
に
生
ま
れ
な
が
ら
も

斎
院
と
い
う
特
殊
な
生
活
を
送
り
、
源
平
の
争
乱
な
ど
の
不
幸
な
出

来
事
に
逢
い
、
世
に
埋
れ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
式
子
内
親
王

の
諦
め
の
た
め
息
が
、
「
跡
も
な
き
」
の
句
に
込
め
ら
れ
て
い
る
気

が
す
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
「
禁
制
詞
」
「
我
の
み
知
り
て
」
が
詠
ま
れ
て
い
る

一
首
は
、

別
忘
れ
て
は
う
ち
な
げ
か
る
』
夕
か
な
わ
れ
の
み
知
り
て
過
る
月

日
を

で
あ
る
。
乙
の
歌
は
「
難
レ
入
エ
勅
撰
一
不
ν

見
ニ
家
集
一
歌
」
に
含

ま
れ
、
『
新
古
今
集
』

K
入
首
し
、
「
百
首
歌
の
中
に
忍
轡
」
と
詞

書
が
あ
る
。
ま
た
、
「
定
家
十
体
」
の
「
幽
玄
様
」
の
例
歌
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

佑
し
い
片
恋
の
歌
で
あ
る
。
同
じ
く
『
新
古
今
集
』
に
採
ら
れ
て

い
る
有
名
な
「
忍
態
」
の
歌
、

1
i
 

「

hυ
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玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
と
と
の
弱
P
も

ぞ
す
る

の
激
情
的
な
絶
唱
に
比
べ
る
と
、
乙
れ
は
女
の
密
や
か
な
嘆
き
が
聞

え
て
く
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
恋
の
佑
し

さ
に
耐
え
て
月
日
を
過
し
て
き
た
が
、
そ
の
歳
月
の
あ
ま
り
の
長
さ

に
人
知
れ
ぬ
思
い
と
い
う
乙
と
を
忘
れ
、
つ
い
溜
患
を
漏
ら
し
て
し

ま
う
女
心
の
切
な
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
両
歌
と
も
現
実
に
は
表
わ
れ
ず
内
へ
内
へ
と
欝
屈
し
燃

え
上
が
る
激
し
い
恋
情
は
同
じ
で
あ
る
。
乙
の
特
色
が
見
ら
れ
る
も

の
と
し
て
他
に
、

初
あ
は
れ
と
も
い
は
ま
ら
め
や
と
お
も
ひ
っ
つ
我
の
み
し
り
し
世

を
恋
る
哉

わ
が
恋
は
し
る
人
も
な
く
せ
く
床
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
を
ま

く
ら

274 な
ど
が
あ
る
。

ζ
れ
ら
の
「
相
手
に
告
げ
る
乙
と
を
拒
否
す
る
恋
歌
」

は
、
そ
の
思
い
が
心
の
中
に
欝
積
し
閉
鎖
的
で
あ
る
点
で
、
「
露
の

底
な
る
」
と
同
じ
よ
う
に
八
閉
づ
る
〉
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思

A
J

。式
予
内
親
王
の
恋
の
本
領
が
、
恋
の
相
手
に
も
自
分
の
思
い
を
告

げ
る
乙
と
の
な
い
相
手
に
忍
ぶ
恋
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
我
の
み
知
り
て
」
と
い
う
調
に
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
恋
、
そ
の
内
攻
し

て
高
ま
る
思
い
を
抑
え
て
た
だ
空
し
く
日
を
送
る
だ
け
の
非
行
動
性

は
、
や
は
り
内
親
王
が
生
活
し
て
い
た
特
異
な
環
境
に
帰
結
す
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
ち
る
。

以
上
、
「
露
の
底
な
る
」
「
我
の
み
知
り
て
」
の
ニ
語
が
詠
ま
れ

て
い
る
和
歌
を
見
て
み
た
が
、
ど
ち
ら
も
少
な
か
ら
ず
式
子
内
親
王

の
憂
愁
と
諦
念
に
満
ち
た
世
界
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
「
禁

制
調
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
も
肯
け
る
の
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
の
ζ

と
か
ら
考
察
す
る
と
、
式
子
内
親
王
の
第
四
句
目
は

「
露
の
底
な
る
」
「
我
の
み
知
り
て
」
が
「
禁
制
調
」
に
定
め
ら
れ

て
い
る
と
と
か
ら
、
内
親
王
独
自
の
世
界
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
歌
人
の
個
性
味
の
あ
る
歌
語
を
第
四
句
自

に
据
え
る
と
い
う
新
古
今
時
代
の
和
歌
の
特
色
を
有
し
て
い
る
点
で
、

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
を
見
ず
に
第
じ
、
年
代
的
に
は
千
載
期

の
歌
人
と
い
え
る
内
親
王
の
和
歌
が
真
に
新
古
今
的
な
歌
風
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
乙
と
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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第
三
章

式
子
肉
親
王
の
世
界

二
章
ま
で
は
、
心
情
語
・
歌
語
＠
措
辞
と
、
内
親
王
歌
を
主
と
し

て
形
式
面
か
ら
探
っ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
第
二
章
で
見
た
歌
語
が

内
親
王
と
関
係
の
深
い
藤
原
俊
成
と
そ
の
息
子
・
定
家
の
ど
ち
ら

の
影
響
が
強
い
か
と
い
う
と
と
と
、
内
親
王
の
和
歌
の
姿
な
ど
を
手

懸
か
り
に
内
親
王
の
内
面
的
世
界
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

式
子
内
親
王
の
歌
語
一
七
六
九
語
と
、
俊
成
の
『
長
秋
詠
草
』
、

定
家
の
『
拾
遺
愚
草
』
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
の
歌
語
と
の
共
有
率
を

調
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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乙
の
結
果
か
ら
、
や
は
り
年
若
い
定
家
よ
り
も
俊
成
の
影
響
が
強

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
定
家
と
内
親
王
の
歌
に
は
、
「
詞
匂
a

歌
趣

の
交
流
が
み
と
め
ら
れ
、
内
容
的
に
も
呼
応
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
さ

れ
る
が
、
『
前
小
斎
院
百
首
』
の
内
親
王
の
、

幻
忘
れ
め
や
葵
を
草
に
引
き
結
び
仮
寝
の
野
漫
の
露
の
あ
け
ぼ
の

と
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
定
家
が
詠
ん
だ
、

葵
草
俵
寝
の
野
漫
に
ほ
と
と
ぎ
す
あ
か
つ
き
か
け
て
誰
を
問
ふ
ら

ん
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
親
王
が
定
家
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
和
歌
の
姿
で
あ
る
が
、
俊
成
の
和
歌
の
理
念
と
さ
れ
る
も
の

は
幽
玄
で
あ
り
、
定
家
の
そ
れ
は
余
情
妖
艶
で
あ
り
有
心
で
あ
る
。

ど
ち
ら
が
よ
り
内
親
王
の
和
歌
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
和
歌
の
基

本
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

有
心
は
巧
鰍
妖
艶
な
体
で
あ
り
、
内
親
王
に
は
定
家
の
よ
う
な
殊

更
な
妖
美
、
虚
構
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
構
出
性
が
見
ら
れ
る
の
は
、

俊
成
卿
女
な
ど
に
お
い
て
で
あ
る
。

北
村
恵
子
氏
は
幽
玄
に
つ
い
て
、

主
流
は
『
あ
は
れ
』
で
あ
り
、
そ
れ
に
衰
退
し
て
い
く
貴
族
の
暗
い

影
が
さ
し
て
い
る
も
の
が
、
幽
玄
と
い
う
美
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
内
親
王
の
和
歌
に
見

ら
れ
る
ほ
の
暗
さ
や
閉
鎖
性
は
、
内
親
王
の
歌
風
が
幽
玄
の
性
質
ψ

守

備
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

内
親
王
の
歌
語
と
和
歌
の
姿
に
は
、
俊
成
の
影
響
が
強
く
見
受
け

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
内
親
王
の
歌
風
は
俊
成
や
西
行
の
特
色
で
あ
る

幽
玄
、
そ
れ
も
優
美
よ
り
も
壮
美
の
方
が
量
的
に
多
い
た
め
に
静
寂

の
美
に
近
い
幽
玄
と
い
う
美
的
性
質
を
有
し
て
い
る
。
式
子
内
親
王

の
世
界
も
ま
た
、
幽
玄
e

静
寂
に
依
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

中
世
と
い
う
時
代
に
、
没
落
す
る
貴
族
の
一
人
と
し
て
孤
独
で
清
浄

な
生
活
を
送
り
、
情
熱
を
外
に
現
わ
す
ζ

と
な
く
内
攻
主
せ
、
世
の

変
り
行
く
様
・
非
力
な
自
己
の
姿
を
「
な
が
め
」
て
無
常
を
嘆
い
た

内
親
王
に
は
「
あ
は
れ
」
の
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
優
れ
た
詩
人
性
を

備
え
て
い
た
内
親
王
は
、
人
生
の
詠
嘆
を
哀
愁
の
美
と
し
て
歌
い
あ

げ
、
そ
の
世
界
は
幽
玄
の
持
つ
「
あ
は
れ
」
の
美
的
世
界
を
表
現
し

て
い
る
と
言
え
る

eた
ろ
う
。
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「
表
現
は
『
艶
』
で
あ
る
が
、



結
び

以
上
、
心
情
語
の
用
い
方
や
そ
の
姿
勢
か
ら
、
式
子
内
親
王
が

「
な
が
め
の
歌
人
」
或
い
は
「
忍
ぶ
る
恋
の
歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
所

以
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。
ま
た
、
内
親
王
の
歌
が
新
古
今
的

歌
風
を
持
ち
、
そ
の
世
界
が
、
俊
成
的
幽
玄
の
湛
え
て
い
る
と
い
う

結
論
を
得
た
よ
う
に
思
う
。

内
親
王
の
代
表
歌
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
多
い
け
れ
ど
も
、
特
に

秀
歌
を
選
び
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、

制
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
と
と
の
弱
り

も
ぞ
す
る

制
忘
れ
て
は
う
ち
な
げ
か
る
る
タ
か
な
わ
れ
の
み
知
り
て
過
る
月

日
を

の
二
首
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
『
定
家
十
体
」
の
「
有
心
様
」

「
幽
玄
様
」
の
例
歌
で
あ
り
、
詞
書
は
「
百
首
歌
の
中
に
忍
轡
」
と

「
忍
ぶ
る
恋
の
歌
人
」
と
し
て
の
内
親
王
の
面
白
躍
如
た
る
感
が
あ

る。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
恋
は
現
実
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
、
或
い
は
表
面
に
は
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
内
親
王
の
胸
の
中
に
は
、
そ
の
恋
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

情
熱
が
沸
き
上
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
抑
え
つ
け
て
も
溢
れ
出
る

情
熱
が
天
賦
の
詩
才
と
相
ま
っ
て
、
内
親
王
の
殊
玉
の
作
品
に
結
晶

し
た
の
だ
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

A
斗晶

「吋
υ


