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「
や
ま
と
う
た
（
和
歌
）」
は
「
人
の
心
」
を
種
と
し
て
「
よ
ろ
づ
の
言こ

と

の
葉
」
と
な

っ
た
と
は
、
紀き
の

貫つ
ら

之ゆ
き

が
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
綴つ
づ

っ
た
、
和
歌
の
根
本
理
念
で

あ
っ
た
。
後
世
、「
俳
聖
」
と
も
呼
ば
れ
る
芭ば

蕉し
ょ
うの
説
く
と
こ
ろ
は
…
…
。

　

師
の
風
雅
に
万ば

ん

代だ
い

不ふ

易え
き

あ
り
、
一
時
の
変
化
あ
り
。
こ
の
二
つ
に
き
は
ま
り
、
そ

の
本も
と

一
つ
な
り
。
そ
の
一
つ
と
い
ふ
は
風
雅
の
誠
な
り
。

　

不
易
を
知
ら
ざ
れ
ば
ま
こ
と
に
知
れ
る
に
あ
ら
ず
。
不
易
と
い
ふ
は
新
古
に
よ
ら

ず
、
変
化
流
行
に
も
か
か
は
ら
ず
、
誠
に
よ
く
立
ち
た
る
姿
な
り
。
代
々
の
歌
人
の

歌
を
見
る
に
、
代
々
そ
の
変
化
あ
り
。
ま
た
新
古
に
も
わ
た
ら
ず
、
今
見
る
と
こ
ろ

昔
見
し
に
変
は
ら
ず
、
あ
は
れ
な
る
歌
多
し
。
こ
れ
ま
づ
不
易
と
心
得う

べ
し
。

＊
1
＊
1

＊
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＊
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11

11

（
俳
諧
は
）
こ
の
二
つ
の
理
念
に
尽
き
る
が

（
俳
諧
は
）
こ
の
二
つ
の
理
念
に
尽
き
る
が

＊
3
＊
3

風
雅
の
誠
に
立
脚
し
た
姿
を
い
う
の
で
あ
る

風
雅
の
誠
に
立
脚
し
た
姿
を
い
う
の
で
あ
る

●
三
冊
子
：
江
戸
元げ

ん

禄ろ
く

期
の
俳
論
書
。『
白
冊

子
』『
赤
冊
子
』『
忘

わ
す
れ

水み
ず

』
の
三
部
を
一
括
し

て
、
後
世
命
名
さ
れ
た
。
芭
蕉
の
弟
子
服は

っ

部と
り

土ど

芳ほ
う

が
、
芭
蕉
の
遺
訓
、
蕉

し
ょ
う

風ふ
う

俳
諧
の
理
念

を
伝
え
る
。師

江
戸
前
期
の
俳
人
、
松
尾
芭
蕉
。
和
歌
・

連
歌
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
俳
諧
の
革
新

を
大
成
し
た
。

風
雅

俳
諧
の
こ
と
。『
白
冊
子
』
で
は
、
漢

詩
・
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
を
「
風
雅
（
広

義
の
詩
）」
と
呼
び
、
俳
諧
以
前
の
「
風

雅
」
は
、
題
材
を
限
る
が
、
俳
諧
で
は
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
歌
う
と
説
か
れ
る
。

語
句
・
文
法
1

「
不
易
」
を
書
き
下
し
た
と
き
の
読
み
と

し
て
正
し
い
方
を
選
び
な
さ
い
。

ａ　

や
す
か
ら
ず　

ｂ　

か
は
ら
ず

チ
ェ
ッ
ク
1

「
こ
の
二
つ
」
と
は
、
何
を
指
す
か
。

ア　
「
師
の
風
雅
」
と
「
風
雅
の
誠
」

イ　
「
不
易
」
と
「
変
化
」

風
雅
の
誠

表
現
上
の
技
巧
で
な
く
、
詩
に
歌
わ
れ
る

べ
き
純
粋
な
人
の
心
の
動
き
の
こ
と
。
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…
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三さ
ん

冊ざ
う

子し

不
易
流
行│

人
ま
ね
を
せ
ず
に
、
常
に
一
歩
前
へ

│
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ま
た
千せ

ん

変ぺ
ん

万ば
ん

化か

す
る
も
の
は
自じ

然ね
ん

の
理

こ
と
わ
りな

り
。
変
化
に
移
ら
ざ
れ
ば
、
風ふ

う

改
ま
ら 

ず
。
こ
れ
に
推
し
移
ら
ず
と
い
ふ
は
、
一
旦
の
流
行
に
口く
ち

質つ
き

時
を
得
た
る
ば
か
り
に

て
、
そ
の
誠
を
責
め
ざ
る
ゆ
ゑ
な
り
。
責
め
ず
、
心
を
凝
ら
さ
ざ
る
者
、
誠
の
変
化

を
知
る
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
た
だ
人
に
あ
や
か
り
て
ゆ
く
の
み
な
り
。
責
む
る
者
は

そ
の
地
に
足
を
据
ゑ
が
た
く
、
一
歩
自
然
に
進
む
理
な
り
。
行
く
末
幾
千
変
万
化
す

る
と
も
、
誠
の
変
化
は
皆
師
の
俳
諧
な
り
。「
か
り
に
も
古
人
の
涎よ

だ
れを

な
む
る
こ
と

な
か
れ
。
四し
い

時じ

の
推
し
移
る
ご
と
く
物
あ
ら
た
ま
る
、
皆
か
く
の
ご
と
し
。」
と
も

言
へ
り
。

＊
4
＊
4

俳
風
が
新
し
く

俳
風
が
新
し
く

な
ら
な
い

な
ら
な
い

一
時
の
流
行
に
詠
み
ぶ
り
が
合
っ
て
満
足
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て

一
時
の
流
行
に
詠
み
ぶ
り
が
合
っ
て
満
足
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て

工
夫
を
し
な
い
者
は

工
夫
を
し
な
い
者
は

22

22

四
季
が
移
り
変
わ
る
よ
う
に

四
季
が
移
り
変
わ
る
よ
う
に

33

自
然

人
為
が
加
わ
ら
ず
、
お
の
ず
か
ら
そ
う
で

あ
る
こ
と
。

チ
ェ
ッ
ク
2

「
責
む
る
者
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
の

こ
と
か
。

ア　

 

そ
の
時
々
で
、
人
情
の
動
き
を
本
当

に
究
め
よ
う
と
す
る
人
。

イ　

 

世
の
中
の
は
や
り
に
つ
れ
て
変
化
す

る
こ
と
を
非
難
す
る
人
。

語
句
・
文
法
2

「
と
も
」
の
接
続
の
文
法
的
説
明
と
し
て
、

正
し
い
方
を
選
び
な
さ
い
。

ａ　

逆
接
の
確
定
条
件

ｂ　

逆
接
の
仮
定
条
件

チ
ェ
ッ
ク
3

「
か
く
の
ご
と
し
」
と
は
、
ど
の
よ
う
で

あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
か
。

ア　

 

季
節
が
巡
る
よ
う
に
物
事
は
繰
り
返

さ
れ
る
。

イ　

 

季
節
が
巡
る
よ
う
に
物
事
は
常
に
変

化
す
る
。

文
学
史
チ
ェ
ッ
ク

俳
諧
の
評
論
書
を
選
び
な
さ
い
。

ア　

無
名
抄

イ　

毎
月
抄

ウ　

去
来
抄
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答
え
：
★
：
語
句
・
文
法　

1
ｂ　
　

2
ｂ　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

◆
：
チ
ェ
ッ
ク

　

1
イ　
　

2
ア　
　

3
イ　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

●
：
文
学
史

　

ウ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

確
認 

◆

1　

 

80
ペ
ー
ジ
・
6
行
め
「
不
易
を
知
ら
ざ
れ
ば
ま
こ
と
に
知
れ
る
に
あ
ら
ず
。」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
。

ア　

ど
の
時
代
に
も
変
わ
ら
な
い
も
の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
。

イ　

ど
の
時
代
に
も
変
わ
ら
な
い
も
の
を
得
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
詩
も
理
解
で
き
る
か
ら
。

ウ　

ど
の
時
代
に
も
変
わ
ら
な
い
も
の
こ
そ
が
、
人
の
心
の
本
当
の
情
で
あ
る
か
ら
。

2　

 

80
ペ
ー
ジ
・
8
行
め
「
今
見
る
と
こ
ろ
昔
見
し
に
変
は
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
変
わ
ら
な
い
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る

か
。

ア　

先
人
が
残
し
た
仕
事
の
偉
大
さ
。

イ　

究
め
ら
れ
た
人
情
の
あ
り
よ
う
。

ウ　

今
の
世
に
生
き
る
人
々
の
定
め
。

3　

81
ペ
ー
ジ
・
6
行
め
「
古
人
の
涎
を
な
む
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
喩た
と

え
て
い
る
の
か
。

ア　

昔
の
人
の
趣
向
を
真
似
し
た
だ
け
の
作
品
を
創
る
こ
と
。

イ　

昔
の
人
の
創
作
の
苦
労
を
思
い
や
っ
て
教
訓
に
す
る
こ
と
。

ウ　

昔
の
人
の
作
品
を
面
白
お
か
し
い
別
作
品
に
改
作
す
る
こ
と
。
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ま
と
め 

◆
◆

本
文
の
内
容
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア　

時
の
推
移
に
応
じ
た
作
品
は
二
種
類
に
分
類
さ
れ
る
が
、
両
者
は
心
の
真
実
と
い
う
一
点
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

イ　

万
物
が
変
化
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
れ
ば
、
俳
諧
に
お
い
て
心
の
真
実
を
見
誤
る
こ
と
は
な
い
。

ウ　

変
化
す
る
中
に
変
わ
ら
ぬ
心
の
真
実
を
求
め
続
け
る
こ
と
が
、
お
の
ず
と
作
風
を
新
し
く
し
て
い
く
。

入
試
問
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！ 

◆
◆
◆

80
ペ
ー
ジ
・
4
行
め
「
一
時
の
変
化
」、
80
ペ
ー
ジ
・
7
行
め
「
変
化
流
行
」、
81
ペ
ー
ジ
・
2
行
め
「
一
旦
の
流
行
」、
81
ペ
ー
ジ
・
2

行
め
「
誠
の
変
化
」
の
文
中
に
お
け
る
正
し
い
意
味
は
何
か
。
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。

1　

時
空
を
超
越
し
た
芸
術
的
な
価
値

2　

私
意
を
離
れ
て
得
ら
れ
る
真
実
の
境
地

3　

時
の
移
り
変
わ
り
に
応
じ
た
作
品
の
姿

4　

時
代
の
流
行
に
乗
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
作
品

5　

流
行
を
作
り
出
す
指
導
者
や
、
そ
の
教
え
に
従
順
な
作
品

6　

時
代
ご
と
に
浮
か
び
上
が
る
、
は
や
り
、
す
た
り
の
現
象

7　

心
の
真
実
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
わ
る
作
品
の
姿

8　

一
時
的
に
世
間
で
も
て
は
や
さ
れ
、
広
ま
っ
て
い
る
現
象　

（
東
洋
大
）


