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﹃
桜
﹄
歌
の
系
譜　

︱
古
今
集
か
ら
後
拾
遺
集
へ

金　

子　

紀　

子

一　

は
じ
め
に

古
代
か
ら
﹁
桜
﹂
を
詠
ん
だ
歌
は
︑
非
常
に
多
い
︒
咲
く
を
待
つ
歌
か
ら
始
ま
っ
て
︑
盛
り
︑
散
り
初
め
︑
散
っ
て
し
ま
っ
た
後
︑
と

移
り
変
わ
る
桜
の
諸
相
の
瞬
間
瞬
間
を
と
ら
え
て
詠
む
歌
は
︑
勅
撰
集
春
部
の
大
き
な
歌
群
を
な
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
秋
の
女
郎

花
︑
萩
︑
菊
︑
紅
葉
な
ど
も
ま
と
ま
っ
た
歌
群
を
な
し
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
景
物
そ
の
も
の
を
詠
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
一
方
︑
春
の

花
の
歌
と
し
て
は
﹁
梅
﹂
が
あ
る
が
︑
梅
は
そ
の
色
や
芳
香
に
よ
り
賞
美
さ
れ
︑
万
葉
集
以
来
詠
歌
数
も
多
い
が
︑
こ
の
場
合
に
し
て

も
︑﹁
咲
く
を
待
つ
﹂
か
ら
﹁
散
る
を
惜
し
む
﹂
ま
で
の
時
間
の
な
か
の
思
い
を
詠
う
も
の
で
は
な
い
︒
桜
の
よ
う
な
詠
わ
れ
方
を
し
て

い
る
﹁
歌
材
﹂︵
植
物
︶
は
他
に
は
み
ら
れ
な
い
︒

桜
が
日
本
人
に
長
く
詠
わ
れ
続
け
て
き
た
所
以
は
︑
桜
の
場
合
﹁
咲
く
の
を
待
つ
﹂﹁
咲
く
﹂
そ
し
て
﹁
散
る
﹂
ま
で
︑
花
盛
り
の
姿

の
み
な
ら
ず
︑
散
り
落
ち
た
花
び
ら
ま
で
が
美
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
特
に
︑
散
る
桜
で
あ
る
︒
桜
は
し
お

れ
て
落
下
す
る
の
で
は
な
く
︑
咲
い
た
花
び
ら
が
そ
の
ま
ま
散
っ
て
ゆ
く
︒
そ
の
散
り
ざ
ま
も
ま
た
吹
雪
に
喩
え
ら
れ
る
く
ら
い
に
美
し

く
︑
散
り
積
も
っ
た
花
び
ら
も
雪
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
散
る
﹂
だ
け
で
︑
咲
い
た
桜
を
詠
む
の
と
同
じ
く
ら
い
の
歌
が
詠
ま

れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
他
の
花
を
歌
材
と
し
た
歌
に
も
見
ら
れ
な
い
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒
桜
は
︑
咲
き
初
め
る
時
か
ら
散
り
落
ち
る
ま

で
︑
短
い
期
間
に
い
わ
ば
か
な
り
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
そ
の
姿
を
変
え
て
ゆ
く
︒
桜
を
賞
美
し
︑
愛
惜
す
る
人
間
は
︑﹁
桜
﹂
の
変
化
に
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物ドラ
マ語
を
感
じ
て
︑﹁
桜
﹂
の
中
に
自
己
を
投
影
し
︑
歌
を
詠
む
︒
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
世
の
中
に
桜
が
な
く
な
ら
な
い

か
ぎ
り
︑﹁
桜
﹂
の
な
か
に
我
が
心
を
︑
人
の
命
を
見
る
ま
な
ざ
し
は
続
き
︑
時
を
越
え
て
﹁
桜
﹂
は
詠
い
継
が
れ
て
ゆ
く
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
桜
﹂
を
素
材
と
し
た
歌
を
︑
複
数
の
歌
集
の
な
か
に
追
う
こ
と
で
︑
人
が
歌
を
詠
む
こ
と
︑
歌
の
中
で
見
つ
め
ら
れ
る

心
の
推
移
を
理
解
し
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
和
歌
史
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
こ
う

し
た
見
通
し
の
も
と
︑
勅
撰
集
の
中
か
ら
﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹃
後
撰
和
歌
集
﹄﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
を
選
び
︑
そ
れ
ぞ
れ

﹁
桜
﹂
お
よ
び
﹁
花
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
抽
出
し
︑
詠
風
の
変
化
を
分
析
︑
考
察
す
る
︒

本
文
は
各
集
と
も
︑﹁
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹂︵
岩
波
書
店
刊
︶
を
使
用
す
る
︒
な
お
︑
紙
数
の
関
係
に
よ
り
以
下
の
本
文
に
つ
い
て

は
︑
次
の
よ
う
に
略
称
で
表
記
す
る
︒

＊
﹁
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹂
↓　

新
大
系　
﹁
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹂︵
小
学
館
︶
↓　

新
全
集

＊
各
勅
撰
集　

↓　

古
今
集
︑
後
撰
集
︑
拾
遺
集
︑
後
拾
遺
集
︵
引
用
論
文
の
中
の
表
記
は
そ
の
ま
ま
︶

＊
数
字
は
新
大
系
の
各
集
に
ふ
ら
れ
た
番
号
を
示
す
︒

＊
歌
材
と
し
て
の
桜
︑
花
は
﹁
桜
﹂﹁
花
﹂
と
カ
ッ
コ
を
付
け
︑
自
然
の
桜
を
い
う
場
合
は
つ
け
な
い
︒

さ
て
︑
古
今
集
の
巻
第
一
春
歌
上
の
49
～
68
番
に
咲
く
桜
歌
群
︑
巻
第
二
春
歌
下
は
69
～
89
番
に
散
る
桜
歌
群
が
ま
ず
あ
る
︒
こ
の

﹁
桜
﹂
四
十
一
首
に
つ
い
て
は
︑
詞
書
又
は
歌
の
中
に
﹁
桜
﹂
の
語
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
︑
明
確
な
﹁
桜
﹂
の
歌
群
で
あ
る
︒
こ
の
後
に

続
く
91
～
118
番
の
詞
書
に
も
歌
に
も
﹁
花
﹂
と
の
み
詠
ま
れ
て
い
る
歌
群
︑
咲
く
﹁
花
﹂
十
四
首
︑
散
る
﹁
花
﹂
十
五
首
が
存
在
す
る
︒

こ
の
あ
と
は
藤
︑
山
吹
と
具
体
的
に
花
の
名
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
歌
と
な
り
︑
弥
生
つ
ご
も
り
に
至
る
︒

新
大
系
で
は
︑
明
確
に
﹁
桜
﹂
歌
群
と
﹁
花
﹂
歌
群
は
分
け
︑﹁
花
﹂
を
﹁
桜
﹂
と
は
解
釈
し
て
い
な
い
︒
一
方
︑
新
全
集
で
は
こ
の
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﹁
花
﹂
歌
群
も
﹁
桜
﹂
に
関
す
る
歌
と
し
て
と
ら
え
︑﹁
桜
﹂
の
歌
七
十
首
と
解
釈
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
︑
注
釈
書
の
立
︶
1

︵
注場

も
一
様
で
は
な
い
が
︑
本
稿
で
は
後
述
す
る
よ
う
な
﹁
桜
﹂
の
典
型
的
な
詠
ま
れ
方
︵
歌
材
と
の
組
み
合
わ
せ
︶
に
よ
っ
た
﹁
花
﹂
に
つ

い
て
は
﹁
桜
﹂
の
一
類
と
み
な
し
︑﹁
桜
﹂
歌
と
考
え
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
い
︒

ま
た
︑
後
撰
集
は
周
知
の
と
お
り
︑
集
全
体
と
し
て
処
々
問
題
が
あ
り
︑
こ
の
中
で
︑
部
立
て
と
配
列
の
乱
れ
︑
す
な
わ
ち
主
題
の
分

散
が
見
ら
れ
︑
古
今
集
の
緻
密
な
配
列
か
ら
見
る
と
あ
た
か
も
混
乱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
諸
研
究
が

あ
︶
2

︵
注り
︑
あ
る
程
度
法
則
性
を
見
出
し
︑
立
証
す
る
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
︑
主
に
﹁
梅
﹂
ま
で
で
あ
っ
て
﹁
桜
﹂
に
つ
い
て
は
論
究
さ

れ
て
い
な
い
︒
も
っ
と
も
﹁
桜
﹂
に
し
て
も
︑
春
中
の
咲
い
て
い
る
﹁
桜
﹂
か
ら
春
下
132
番
の
﹁
何
時
の
間
に
散
り
は
て
ぬ
覧
桜
花
﹂
ま

で
︑
一
と
お
り
の
﹁
桜
﹂
の
諸
相
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
問
題
は
間
に
い
ろ
い
ろ
な
景
物
を
詠
ん
だ
歌
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
︑
こ
れ

は
﹁
歌
群
﹂
を
ま
と
め
て
考
え
る
側
か
ら
の
見
方
で
あ
っ
て
︑
現
実
に
は
多
種
類
の
桜
の
咲
く
期
間
は
案
外
に
長
い
︒
そ
の
間
︑
す
み
れ

が
咲
き
︑
山
吹
も
咲
き
︑
藤
も
咲
き
出
す
︒
和
歌
の
観
念
の
世
界
の
論
理
で
と
ら
え
れ
ば
︑
整
序
さ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る

が
︑
あ
る
意
味
自
然
の
推
移
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
︒
以
上
︑
後
撰
集
の
桜
歌
群
に
つ
い
て
の
考
察

の
前
提
と
な
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
後
撰
集
の
﹁
花
﹂
に
つ
い
て
は
︑
注

︶
3

︵
注釈
書
を
参
考
に
私
見
で
﹁
桜
﹂
と
判
断
し
た
歌
を
対
象
に

考
察
す
る
︒

次
に
拾
遺
集
で
あ
る
が
︑
そ
の
成
立
は
収
載
歌
人
の
官
職
か
ら
︑
寛
弘
二
年
︵
一
〇
〇
五
︶
六
月
一
九
日
か
ら
同
四
年
︵
一
〇
〇
七
︶

正
月
二
八
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
拾
遺
集
の
表
現
に
つ
い
て
︑
小
町
谷
照
彦
氏
は
︑
三
代
集
は
古
今
集
的
表
現
の
埒
内
に
あ
る
と

し
た
上
で
︑
も
ち
ろ
ん
古
今
集
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑﹁
歌
語
の
拡
大
︑
修
辞
の
定
着
︑
趣
向
の
開
拓
︑
感
覚
の
洗
練
な
ど
と
い
う
点
に

お
い
て
︑﹃
古
今
集
﹄
の
集
成
的
展
開
を
遂
げ
て
お
り
︑
極
端
な
言
語
遊
戯
的
性
格
か
ら
脱
却
し
て
︑
情
と
理
が
ほ
ど
よ
く
均
衡
し
︑
優

美
平
淡
な
歌
風
﹂
で
あ
り
︑﹁﹃
拾
遺
集
﹄
は
三
代
集
の
達
成
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒︵
新
大
系
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
解
説
︶
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一
方
︑
後
拾
遺
集
は
︑
応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶
奏
覧
︑
翌
寛
治
元
年
︵
一
〇
八
七
︶
再
奏
と
い
う
︒

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
後
拾
遺
集
初
出
の
歌
語
や
表
現
も
多
く
あ
り
︑
ま
た
同
じ
歌
語
で
も
質
的
な
変
化
や
用
例
増
が
認

め
ら
れ
︑
前
三
代
集
か
ら
和
歌
史
的
な
転
換
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
武
田
早
苗
氏
は
﹁﹃
後
拾
遺
集
﹄
は
︑
三
代
集
に
所
収
さ
れ
た
歌
材
で
も
︑
さ
ほ
ど
の
注
目
を
浴
び
な
か
っ
た
表
現
と

の
取
り
合
わ
せ
の
も
の
を
積
極
的
に
掬
い
取
ろ
う
と
す
る
﹂
と

︶
4

︵
注し
︑
ま
た
中
周
子
氏
は
﹁﹃
後
拾
遺
集
﹄
は
﹃
拾
遺
集
﹄
を
継
承
発
展
さ

せ
る
と
い
う
方
針
を
持
っ
た
集
﹂
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

︶
5

︵
注る
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
各
集
の
性
格
を
念
頭
に
置
き
考
察
を
進

め
た
い
︒

研
究
方
法
で
あ
る
が
︑
ま
ず
対
象
と
な
る
部
立
て
と
し
て
は
︑
四
季
の
部
の
春
の
み
に
限
り
︑
恋
︑
賀
︑
雑
と
い
っ
た
他
の
部
立
て
で

の
﹁
桜
﹂
の
歌
は
扱
わ
な
い
︵
た
だ
し
︑
拾
遺
集
に
つ
い
て
は
巻
十
六
﹁
雑
春
﹂
も
対
象
と
す
る
︶︒

和
歌
の
抽
出
は
︑
詞
書
︑
歌
の
ど
ち
ら
か
に
﹁
桜
︵
花
︶﹂
の
語
を
含
む
歌
を
対
象
と
し
︑
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
歌

材
︑
歌
語
を
選
び
組
み
合
わ
せ
ご
と
に
比
較
考
察
す
る
︒

ま
た
︑
古
今
集
の
﹁
花
﹂
歌
群
で
あ
る
が
︑
既
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
桜
﹂
に
特
徴
的
な
取
り
合
わ
せ
︵
詠
い
方
︶
で
詠
ま
れ
て
い
る
も

の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
が
︑
こ
れ
は
ど
の
﹁
花
﹂
が
桜
を
歌
う
の
か
を
認
定
す
る
こ
と
が
主
眼
な
の
で
は
な
く
︑
個
別
具
体
的
な
花
を
超

え
た
︑
概
念
と
し
て
の
﹁
花
﹂
を
考
え
る
た
め
で
あ
る
︒
従
っ
て
桜
を
思
わ
せ
る
﹁
花
﹂
に
つ
い
て
は
︑
あ
え
て
﹁
花
﹂
歌
群
内
に
分
類

す
る
こ
と
で
︑﹁
桜
﹂
の
詠
い
方
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
か
に
も
注
目
し
つ
つ
言
及
し
て
い
き
た
い
︒

二
　
桜
の
享
受
―
「
折
る
」
こ
と
と
「
花
見
」

以
下
﹁
桜
﹂
の
歌
を
他
の
歌
材
と
と
も
に
分
析
す
る
前
に
︑
歌
の
対
象
と
な
る
桜
の
様
相
や
︑
ど
の
よ
う
な
時
に
ど
う
扱
わ
れ
︑
詠
わ
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れ
た
の
か
を
考
え
た
い
︒

植
物
誌
︑
社
会
学
の
見
地
か
ら
の
研
︶
6

︵
注究
に
よ
れ
ば
こ
の
こ
ろ
の
山
桜
は
︑
現
在
の
固
有
の
種
と
し
て
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
み
に
留
ま
ら

ず
︑
山
野
に
咲
く
野
生
の
桜
全
て
を
意
味
し
た
︒
自
然
交
配
で
種
々
の
桜
が
生
ま
れ
︑
全
国
に
自
生
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
当
時
の

歴
史
︑
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
近
畿
地
方
に
多
く
自
生
す
る
植
物
で
あ
っ
た
た
め
︑
古
く
か
ら
賞
美
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
︒
古

代
貴
族
の
庭
園
に
咲
く
桜
も
お
そ
ら
く
こ
の
野
生
の
桜
を
移
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑
色
も
︑
咲
く
時
期
も
違
う
桜
が
あ
る
の
が

ご
く
当
た
り
前
で
あ
っ
た
︒﹁
桜
﹂
の
享
受
に
つ
い
て
は
︑
既
に
山
田
孝
雄
﹃

︶
7

︵
注
櫻
史
﹄
に
お
い
て
︑﹁
中
古
の
巻
﹂
で
は
﹁
花
の
宴
﹂︑﹁
櫻

会
﹂︑﹁
花
見
﹂︑﹁
櫻
狩
り
﹂﹁
花
の
折
枝
﹂︑﹁
花
合
﹂
と
項
目
を
あ
げ
︑
詩
歌
︑
説
話
集
︑
歴
史
書
な
ど
の
文
献
を
引
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
︒

勅
撰
四
集
に
お
い
て
も
︑
こ
の
山
の
桜
を
享
受
す
る
姿
は
︑
さ
ま
ざ
ま
に
歌
わ
れ
る
﹁
折
る
﹂
行
為
か
ら
窺
い
知
れ
る
︒
す
な
わ
ち
人

に
桜
を
贈
る
︑
ま
た
は
身
近
な
瓶
に
挿

︶
8

︵
注し
て
手
元
で
楽
し
み
︑
ま
た
一
方
で
実
際
に
花
の
咲
く
所
に
出
か
け
て
見
る
﹁
花
見
﹂﹁
桜
狩
り
﹂

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

二
︱
一　

折
る

ま
ず
︑﹁
折
る
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
折
る
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
は
古
今
集
に
六
首
︵
54
︑
55
︑
58
︑
64
︑
65
︑
80
︶︑
後
撰
集
に
七

首
︵
50
︑
51
︑
52
︑
68
︑
77
︑
93
︑
115
︶︑
拾
遺
集
に
二
首
︵

1039
︑

1040
︶︑
後
拾
遺
集
に
四
首
︵
84
︑
85
︑
89
︑
92
︶
あ
る
︒

こ
の
う
ち
古
今
集
の
54
︑
55
番
歌
は
︑
見
に
来
て
い
な
い
人
に
折
っ
て
土
産
に
持
ち
帰
り
見
せ
よ
う
︑
64
︑
65
番
歌
は
︑
散
る
前
に

折
っ
て
賞
美
す
る
か
︑
折
る
の
は
惜
し
い
の
で
散
る
ま
で
見
届
け
よ
う
︑
と
﹁
折
る
﹂
こ
と
に
逡
巡
す
る
気
持
ち
を
歌
っ
て
い
る
︒
各
一

首
ず
つ
以
下
に
あ
げ
る
︒
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山
の
桜
を
見
て
︑
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

素
性
法
師

55
見
て
の
み
や
人
に
語
ら
む
さ
く
ら
花
手
ご
と
に
おを

り
て
家
づ
と
に
せ
ん

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

64
散
り
ぬ
れ
ば
恋
ふ
れ
ど
し
る
し
な
き
物
を
け
ふ
こ
そ
桜
おを

ら
ば
おを

り
て
め

こ
の
四
首
に
お
い
て
﹁
折
る
﹂
行
為
は
実
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
桜
を
見
て
﹁
折
る
﹂
行
為
を
想
像
し
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
り
︑
あ

る
い
は
︑﹁
桜
＝
折
る
﹂
が
ひ
と
つ
の
美
的
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
四
首
の
場
合
﹁
折
る
﹂
行
為
は
歌

の
中
で
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
︑
実
際
に
折
っ
た
桜
を
人
に
贈
る
な
ど
は
し
て
い
な
い
︒
古
今
集
に
お
い
て
︑
具
体
的
に
﹁
折
る
﹂
桜
が

詠
ま
れ
る
の
は
次
の
二
首
で
あ
る
︒

折
れ
る
桜
を
︑
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

58
誰
し
か
も
尋
め
て
おを

り
つ
る
春
霞
立
か
く
す
覧
山
の
さ
く
ら
を　

心
地
損
な
ひ
て
︑
患
ひ
け
る
時
に
︑
風
に
当
た
ら
じ
と
て
︑
下
し
込
め
て
の
み
侍
け
る
間
に
︑

折
れ
る
桜
の
散
り
方
に
な
れ
り
け
る
を
見
て
︑
よ
め
る　
　

藤
原
因
香
朝
臣

80
た
れ
こ
め
て
は
る
の
ゆ
く
ゑ
も
知
ら
ぬ
ま
に
ま
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

こ
の
二
首
は
折
ら
れ
て
室
内
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
桜
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
は
︑
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
﹁
折
れ
る
桜
﹂

が
手
元
に
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
の
詠
者
の
感
興
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
た
だ
詞
書
で
わ
か
る
よ
う
に
第
三
者
は
登
場
し
な
い
︒﹁
桜
﹂
は

詠
者
の
感
慨
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
折
る
﹂
の
語
は
︑
古
今
集
春
下
の
﹁
散
る
桜
﹂
歌
群
に
は
な
く
︑﹁
花
﹂
歌
群
に
も
な
い
︒

続
く
後
撰
集
で
は
︑﹁
折
る
﹂
に
つ
い
て
は
︑
詞
書
に
お
い
て
具
体
的
な
状
況
が
語
ら
れ
て
お
り
︑
桜
が
人
間
関
係
の
中
で
︑
歌
を
贈

答
す
る
ひ
と
つ
の
よ
す
が
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
︒
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ま
ず
︑
花
見
の
宴
の
折
の
歌
と
し
て
次
の
歌
が
あ
る
︒

花
山
に
て
︑
道
俗
︑
酒
ら
た
う
べ
け
る
お

︵
を
︶
り
に　
　
　

素
性
法
師

50
山
守
は
い
は
ば
い
は
南
高
砂
の
尾
上
の
桜
折
て
か
ざ
ゝ
む

古
今
集
55
番
歌
と
同
じ
素
性
の
歌
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
人
々
が
桜
を
折
っ
て
か
ざ
し
て
﹁
花
見
﹂
に
酔
い
し
れ
て
楽
し
む
人
々
を
詠

ん
で
お
り
︑
古
今
集
と
の
表
現
の
違
い
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

後
撰
集
の
他
の
歌
は
﹁
お
も
し
ろ
き
桜
を
折
り
て
﹂︵
51
︑
52
︶﹁
そ
こ
の
花
お
も
し
ろ
か
な
り
と
て
折
り
に
つ
か
は
す
﹂︵
68
︶﹁
桜
の

花
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
を
折
り
て
﹂︵
93
︶
な
ど
︑
折
っ
て
桜
の
美
を
共
有
で
き
る
具
体
的
な
相
手
が
居
る
﹁
折
る
﹂
で
あ
る
︒
従
っ

て
歌
は
個
人
の
述
懐
に
留
ま
ら
ず
︑
桜
を
贈
っ
た
相
手
に
伝
え
る
気
持
を
詠
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

お
も
し
ろ
き
桜
を
折
り
て
︑
と
も
だ
ち
の
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

51
桜
花
色
は
ひ
と
し
き
枝
な
れ
ど
か
た
み
に
見
れ
ば
な
ぐ
さ
ま
な
く
に

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢

52
見
ぬ
人
の
か
た
み
が
て
ら
は
おを

ら
ざ
り
き
身
に
な
ず
ら
へ
る
花
に
し
あ
ら
ね
ば

つ
ね
に
消
息
つ
か
は
し
け
る
女
と
も
だ
ち
の
も
と
よ
り
︑
桜
の
花
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
を
折
り
て
﹁
こ
れ
︑
そ
こ
の
花

に
見
比
べ
よ
﹂
と
あ
り
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　

こ
わ
か
ぎ
み

93
わ
が
や
ど
の
歎
は
春
も
知
ら
な
く
に
何
に
か
花
を
比
べ
て
も
見
む

後
撰
集
の
﹁
折
る
﹂
は
︑
具
体
的
に
桜
を
折
る
行
為
を
伴
っ
て
︑
贈
り
贈
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
︑
古
今
集
と
は
明
ら
か
に
違
う
こ
と
が

わ
か
る
︒

拾
遺
集
は
﹁
春
部
﹂
に
は
な
く
︑
巻
十
六
﹁
雑
春
﹂
に
次
の
二
首
が
あ
る
︒
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桜
の
花
咲
き
て
侍
け
る
所
に
︑
も
ろ
と
も
に
侍
け
る
人
の
︑
後
の
春
ほ
か
に
侍
け
る
に
︑
そ
の
花
を
折
り
て
遣
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

1039
も
ろ
と
も
に
お
り
し
春
の
み
恋
ひ
し
く
て
一
人
見
ま
う
き
花
盛
り
哉

御
厨
子
所
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
に
︑
蔵
人
所
の
男
ど
も
︑
桜
の
花
を
遣
は
し
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
生
忠
見

1040
も
ろ
と
も
に
我
し
折
ら
ね
ば
桜
花
思
や
り
て
や
春
は
暮
ら
さ
ん

前
者
は
︑
述
懐
で
あ
る
が
︑
後
者
は
我
が
身
の
不
遇
を
嘆
い
た
歌
︵
新
大
系
脚
注
に
よ
る
︶
で
あ
る
︒
古
今
集
の
詠
風
を
引
き
継
い
で

い
る
と
い
わ
れ
る
拾
遺
集
で
あ
る
が
︑﹁
春
﹂
部
に
﹁
桜
を
折
る
﹂
歌
が
な
い
の
は
︑
屏
風
歌
や
歌
合
の
歌
に
な
か
っ
た
の
か
︑
あ
る
い

は
意
図
し
て
外
し
た
の
か
︑
不
明
で
あ
る
︒

後
拾
遺
集
は
﹁
春
﹂
四
首
の
﹁
折
る
﹂
歌
の
う
ち
︑
次
の
89
番
歌
は
﹁
い
づ
れ
を
か
わ
き
て
～
ま
し
﹂
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
後
世
で
も

さ
ま
ざ
ま
に
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

題
不
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭
主
輔
親

89
い
づ
れ
を
か
わ
き
て
折
ら
ま
し
山
桜
心
う
つ
ら
ぬ
枝
し
な
け
れ
ば

ま
た
︑
92
番
歌
は
﹁
折
る
﹂
に
﹁
居
る
﹂
を
掛
け
た
例
で
︑
折
る
行
為
そ
の
も
の
を
歌
う
の
で
は
な
い
が
︑
山
桜
を
﹁
折
る
﹂
こ
と

が
︑
都
へ
の
恋
し
さ
と
都
に
い
な
い
物
憂
さ
を
よ
び
お
こ
し
て
い
る
︒

長
楽
寺
に
侍
り
け
る
こ
ろ
︑
斎
院
よ
り
山
里
の
桜
は
い
か
ゞ
と
あ
り
け
れ
ば
︑
よ
み
侍
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
東
門
院
中
将

92
に
ほ
ふ
ら
ん
花
の
み
や
こ
の
こ
ひ
し
く
て
を
る
に
も
の
う
き
山
桜
か
な
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桜
を
﹁
折
る
﹂
こ
と
は
︑
古
今
集
に
お
い
て
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
一
つ
の
美
的
な
行
為
︵
美
意
識
︶
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
︑
後
撰

集
に
お
い
て
は
人
間
関
係
の
中
で
の
具
体
的
な
行
為
と
し
て
詠
わ
れ
る
︒
拾
遺
集
︑
後
拾
遺
集
に
お
い
て
は
︑
数
の
上
で
は
減
少
す
る
︒

た
だ
し
︑
実
際
に
﹁
折
る
﹂
行
為
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
後
拾
遺
集
の
次
の
歌
で
も
わ
か
る
︒

一
条
院
御
時
︑
殿
上
の
人
〻
花
見
に
ま
か
り
て
︑
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
雅
通
朝
臣

84
折
ら
ば
を
し
折
ら
で
は
い
か
ゞ
山
桜
け
ふ
を
す
ぐ
さ
ず
君
に
み
す
べ
き

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

盛
少
将

85
お
︵
を
︶
ら
で
た
ゞ
語
り
に
語
れ
山
桜
風
に
散
る
だ
に
を
し
き
に
ほ
ひ
を

こ
れ
は
︑
次
に
考
察
す
る
﹁
花
見
﹂
の
歌
の
範
疇
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
花
見
の
時
に
は
当
然
の
よ
う
に
﹁
折
る
﹂
行
為
が
伴
う

こ
と
に
な
る
︒
桜
を
享
受
す
る
た
め
の
﹁
折
る
﹂
は
引
き
続
い
て
あ
っ
た
は
ず
で
︑
そ
れ
は
あ
る
意
味
日
常
的
に
︑
桜
の
季
節
に
は
﹁
折

る
﹂
行
為
が
行
わ
れ
︑
多
く
の
歌
が
交
わ
さ
れ
た
に
違
い
な
く
︑
そ
の
歌
は
日
常
的
で
あ
る
故
に
︑
集
と
し
て
は
撰
歌
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
︒

二
︱
二　

花
見

次
に
﹁
花
見
﹂
に
つ
い
て
各
集
を
見
る
と
︑
詞
書
ま
た
は
歌
に
﹁
花
見
﹂
と
い
う
語
が
含
ま
れ
る
歌
は
︑
古
今
集
二
首
︵
67
︑
95
︶
後

撰
集
三
首
︵
99
︑
112
︑
133
︶︑
拾
遺
集
に
一
首
︵
35
桜
と
は
特
定
で
き
な
い
︶
と
大
変
少
な
く
︑
後
拾
遺
集
に
至
っ
て
十
三
首
と
頻
出
し

て
い
る
︵
77
︑
78
︑
79
︑
80
︑
84
︑
85
︑
86
︑
87
︑
103
︑
113
︑
117
︑
119
︑
124
︶︒︵
こ
の
場
合
の
﹁
花
見
﹂
は
一
つ
の
単
語
と
し
て
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
花
見
れ
ば
﹂
な
ど
の
用
例
は
含
め
な
い
︒︶
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古
今
集
で
は
︑桜

の
花
の
咲
け
り
け
る
を
見
に
ま
う
で
来
た
り
け
る
人
に
︑
よ
み
て
︑
贈
り
け
る　

躬
恒　

67
わ
が
や
ど
の
花
見
が
て
ら
に
来
る
人
は
ち
り
な
む
の
ち
ぞ
恋
し
か
る
べ
き

雲
林
院
親
王
の
も
と
に
︑
花
見
に
︑
北
山
の
ほ
と
り
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
︑
よ
め
る

95
い
ざ
け
ふ
は
春
の
山
辺
に
ま
じ
り
な
む
暮
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
影
か
は

の
歌
が
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
に
次
の
歌
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄
八

︶
9

︵
注
十
二
段
に
よ
れ
ば
︑
渚
の
院
に
毎
年
桜
を
見
に
出
か
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒

渚
院
に
て
桜
を
見
て
︑
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
業
平
朝
臣

53
世
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

先
に
あ
げ
た
後
撰
集
50
番
歌
も
花
見
で
あ
る
︒
後
撰
集
に
は
︑
浮
き
立
つ
心
を
詠
ん
だ
次
の
歌
が
あ
る
︒

女
ど
も
︑
花
見
む
と
て
︑
野
辺
に
出
で
て　
　
　
　
　
　

典
侍
よ
る
か
の
朝
臣

112
春
来
れ
ば
花
見
に
と
思
心
こ
そ
野
辺
の
霞
と
と
も
に
た
ち
け
れ

以
上
の
歌
に
お
け
る
花
見
の
折
に
は
︑
当
然
宴
も
行
わ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
︑
親
し
い
仲
の
巣
ま
り
を
歌
う
後
拾
遺
集
の
﹁
花

見
﹂
の
歌
で
は
︑
い
さ
さ
か
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
︒

ま
ず
﹁
花
見
﹂
に
招
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
ご
と
の
歌
が
四
首
︵
77
︑
78
︑
79
︑
113
︶
あ
る
︒

二
月
諾
︑
良
暹
法
師
の
も
と
に
︑
あ
り
や
と
お
と
づ
れ
て
侍
り
け
れ
ば
︑
ひ
と
〴
〵
具
し
て
花
見
に
な
む
出
で
ぬ
る
と
聞

き
て
︑
つ
ね
は
誘
ふ
も
の
を
と
思
て
た
づ
ね
て
遣
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
孝
善
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77
春
霞
へ
だ
つ
る
山
の
ふ
も
と
ま
で
思
ひ
し
ら
ず
も
ゆ
く
心
か
な　

人
〳
〵
︑
花
見
に
ま
か
り
け
る
を
︑
か
く
と
も
告
げ
ざ
り
け
れ
ば
︑
遣
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
隆
経
朝
臣

78
山
ざ
く
ら
見
に
ゆ
く
道
を
へ
だ
つ
れ
ば
人
の
心
ぞ
か
す
み
な
り
け
る

そ
の
他
に
103
︑
117
番
歌
に
道
明
法
師
︑
能
因
法
師
の
歌
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
世
の
中
の
は
な
や
か
な
花
見
と
は
無
縁
の
心
境
を
詠
ん

で
い
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
命
法
師

103
花
見
に
と
人
は
山
辺
に
入
り
は
て
て
春
は
都
ぞ
さ
び
し
か
り
け
る

以
上
は
男
性
の
歌
で
あ
る
が
︑
次
の
三
首
は
﹁
お
の
こ
ど
も
﹂
が
花
見
に
出
か
け
て
︑
自
分
は
行
か
な
い
が
桜
を
思
う
気
持
ち
は
同
じ

で
あ
る
と
い
う
86
︑
87
番
歌
と
︑
自
ら
花
見
に
で
か
け
て
そ
の
感
興
を
詠
ん
だ
119
番
歌
で
︑
女
性
の
歌
で
あ
る
︒
一
首
の
み
例
に
あ
げ

る
︒

後
冷
泉
院
御
時
︑
上
の
お
の
こ
ど
も
花
見
に
ま
か
り
て
︑
歌
な
ど
よ
み
て
︑
高
倉
の
一
宮
の
御

方
に
も
て
ま
い
り
て
侍
り
け
る
に　
　
　
　
　
　
　
　

一
宮
駿
河

86
思
ひ
や
る
心
ば
か
り
は
桜
花
た
づ
ぬ
る
人
に
お
く
れ
や
は
す
る

こ
れ
ま
で
あ
げ
た
後
拾
遺
集
の
歌
を
見
る
と
︑﹁
花
見
に
ま
か
る
﹂
つ
ま
り
﹁
わ
ざ
わ
ざ
行
く
﹂
と
い
う
語
が
詞
書
に
詠
ま
れ
て
い
る

の
が
十
三
首
中
八
首
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
後
拾
遺
集
の
こ
ろ
に
な
る
と
貴
族
社
会
で
は
﹁
花
見
﹂
は
︑
あ
る
程
度
恒
例
化
し
年
中
行

事
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
一
条
院
の
御
時
﹂︵
84
︶︑﹁
後
冷
泉
院
御
時
﹂︵
86
︶﹁
今
上
御
時
﹂︵
87
︶
な
ど

を
見
る
と
︑
宮
廷
も
こ
う
し
た
﹁
花
見
﹂
行
事
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
春
霞
に
誘
わ
れ
思
い
立
っ
て
花
見
に
出
か
け
る
︵
後
撰
集
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112
︶
あ
る
い
は
我
が
や
ど
に
客
を
招
い
て
花
見
の
宴
を
す
る
︵
古
今
集
67
︶
と
い
う
風
に
︑
た
ま
た
ま
思
い
立
っ
て
行
う
行
為
で
は
な

く
︑
前
々
か
ら
計
画
が
練
ら
れ
て
集
団
で
出
か
け
る
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
誘
わ
れ
ぬ
恨
み
︑
孤
独
を
詠
う
わ
け
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑
後
拾
遺
集
の
﹁
花
見
﹂
の
歌
は
︑
80
︑
84
番
歌
を
除
い
て
︑
女
房
や
北
の
方
の
歌
を
含
む
十
一
首
ま
で

が
︑
実
は
﹁
花
見
﹂
に
は
行
っ
て
い
な
い
歌
で
あ
る
︒
男
達
は
前
述
の
よ
う
に
招
待
か
ら
外
さ
れ
た
り
︑
誘
い
合
う
世
俗
か
ら
離
れ
た
状

況
か
ら
詠
ん
で
い
る
︒
桜
の
美
を
享
受
し
︑
花
を
賞
美
す
る
歌
で
は
な
く
︑
ま
た
古
今
集
の
よ
う
に
桜
の
美
の
共
有
と
い
っ
た
観
念
も
な

い
︒こ

れ
は
︑
古
今
集
か
ら
後
拾
遺
集
へ
と
桜
の
歌
が
移
り
変
わ
り
︑
桜
の
捉
え
方
が
い
か
に
変
わ
っ
た
か
を
考
え
る
と
き
︑
重
要
な
観
点

と
な
ろ
う
︒
後
拾
遺
集
に
お
い
て
は
︑﹁
折
っ
て
﹂
賞
美
す
る
︑﹁
花
見
﹂
に
行
っ
て
酔
い
し
れ
る
と
い
っ
た
歌
は
選
ば
れ
て
い
な
い
︒
従

来
い
わ
れ
て
い
る
後
拾
遺
集
の
和
歌
史
的
転
換
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
表
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

次
に
﹁
桜
﹂
と
﹁
霞
﹂﹁
風
﹂﹁
こ
こ
ろ
﹂
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
考
察
を
し
た
い
︒

三
　
霞
と
風

ま
ず
︑
古
今
集
と
後
撰
集
に
お
け
る
﹁
霞
﹂
か
ら
考
察
す
る
︒

古
今
集
に
お
け
る
﹁
霞
﹂
は
︑
集
全
体
で
は
二
十
五
首
あ
り
︑
数
例
を
除
い
て
ほ
ぼ
﹁
春
霞
﹂︑﹁
春
の
霞
﹂
と
い
う
詠
ま
れ
方
で
あ

る
︒
こ
の
う
ち
﹁
春
歌
﹂
部
で
は
十
四
首
︑﹁
桜
﹂︵
花
︶
に
関
わ
る
歌
は
﹁
桜
﹂
歌
群
︵
51
︑
58
︑
69
︑
79
︶︑﹁
花
﹂
歌
群
︵
91
︑
94
︑

102
︑
103
︶
の
八
首
で
あ
る
︒

古
今
集
の
﹁
霞
﹂
と
﹁
桜
︵
花
︶﹂
の
取
り
合
わ
せ
は
﹁
霞
は
桜
︵
花
︶
を
隠
す
も
の
﹂
と
し
て
﹁
隠
す
﹂
の
語
が
含
ま
れ
る
歌
が
四

首
︵
51
︑
58
︑
79
︑
94
︶
あ
り
︑
ま
た
意
と
し
て
﹁
霞
に
こ
め
て
﹂︵
91
︶
な
ど
も
含
ま
れ
る
︒
こ
の
﹁
花
を
隠
す
霞
﹂
の
発
想
に
つ
い
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て
鈴
木
宏
子
氏
は
︑﹁︵
花
を
愛
す
る
ひ
と
に
と
っ
て
︶
邪
魔
者
で
あ
る
霞
と
花
を
組
み
合
わ
せ
る
︿
花
を
隠
す
霞
﹀
と
い
う
型
は
︑
花
を

賞
美
し
︑
愛
惜
す
る
心
の
逆
説
的
な
表
現
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
評
し
て
い

︶
10

︵
注る
︒

﹁
隠
す
﹂
と
共
に
詠
ま
れ
る
﹁
霞
﹂
の
歌
に
は
︑
51
︑
79
番
の
よ
う
に
確
か
に
桜
を
隠
さ
れ
た
残
念
さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

79
春
霞
な
に
隠
す
覧
さ
く
ら
花
ち
る
間
を
だ
に
も
み
る
べ
き
物
を

こ
れ
ら
の
古
今
集
の
﹁
霞
﹂
を
含
む
歌
を
見
る
と
︑
前
述
の
﹁
折
る
﹂
項
で
も
挙
げ
た
58
番
歌
は
︑
実
際
に
折
ら
れ
た
桜
を
見
て
︑

﹁
霞
﹂
で
隠
さ
れ
た
向
こ
う
の
山
に
桜
︵
花
︶
が
あ
る
こ
と
を
想
像
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
︒
他
の
歌
も
ほ
ぼ
同
じ
で
︑
見
え
て

い
な
い
山
の
桜
を
賞
美
し
︑
そ
し
て
霞
の
色
が
変
わ
る
の
は
︑
花
の
色
が
映
っ
て
い
る
か
ら
か
︵
69
︑
102
︶
と
想
像
し
︑
霞
で
花
は
見
え

な
い
が
花
の
香
は
す
る
︑
あ
る
い
は
し
て
ほ
し
い 

︵
91
︑
103
︶︵
後
述
﹁
風
﹂
の
項
︶
と
︑
視
覚
︑
嗅
覚
で
︑
受
け
止
め
て
詠
わ
れ
て
い

る
︒﹁
霞
﹂
は
向
こ
う
の
﹁
桜
︵
花
︶﹂
を
幻
視
さ
せ
︑﹁
桜
︵
花
︶﹂
と
共
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
た
だ
の
気
象
現
象
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑

春
の
思
い
を
か
き
立
て
る
も
の
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑
後
撰
集
の
﹁
霞
﹂
は
︑
集
全
体
で
十
九
首
︑
う
ち
春
部
で
十
二
首
︑﹁
桜
﹂︵
花
︶
に
関
わ
る
の
は
七
首
︵
63
︑
73
︑
90
︑
99
︑

112
︑
113
︑
114
︶
で
あ
り
︑﹁
桜
﹂
の
語
が
詠
込
ま
れ
て
い
る
の
は
63
番
の
み
で
あ
る
︒
他
の
﹁
花
﹂
と
詠
ま
れ
て
い
る
歌
に
つ
い
て
は
︑

詞
書
や
詠
歌
状
況
︵
花
見
︶
な
ど
で
︑
桜
と
推
定
さ
れ
る
歌
で
あ
る
︒

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
も

63
立
渡
る
霞
の
み
か
は
山
高
み
見
ゆ
る
桜
の
色
も
ひ
と
つ
を

こ
の
歌
で
は
︑
霞
の
色
と
桜
の
色
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
と
け
あ
っ
て
い
る
と
い
う
︒
霞
は
桜
を
隔
て
る
も
の
と
い
う
よ
り
︑
桜
と
一
体

と
な
っ
て
桜
を
超
え
た
美
︵
高
い
山
を
彩
る
霞
︶
を
形
作
っ
て
い
る
︒
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次
の
歌
は
﹁
雪
﹂
と
﹁
花
﹂
の
見
立
て
で
あ
る
が
︑﹁︵
雲
の
よ
う
な
︶
霞
を
分
け
る
﹂
と
﹁
散
る
花
が
雪
に
見
え
る
﹂
と
い
う
こ
と
を

一
首
に
詠
み
込
ん
で
い
る
︒

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

90
山
高
み
霞
を
わ
け
て
散
る
花
を
雪
と
や
よ
そ
の
人
は
見
る
ら
ん

63
︑
90
番
の
二
首
は
︑
春
の
叙
景
歌
と
い
っ
て
よ
く
︑
古
今
集
の
詠
い
方
の
表
現
を
少
し
発
展
さ
せ
た
と
い
え
る
︒

こ
の
他
の
後
撰
集
の
﹁
霞
﹂
と
﹁
桜
︵
花
︶﹂
の
歌
に
は
︑﹁
花
見
﹂
の
99
番
︑
112
番
が
あ
り
︑
こ
の
他
お
そ
ら
く
桜
の
﹁
花
ざ
か
り
﹂

の
時
の
贈
答
歌
が
次
の
歌
で
あ
る
︒

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
ひ
さ
し
う
と
は
ざ
り
け
れ
ば
︑
花
ざ
か
り
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

113
我
を
こ
そ
と
ふ
に
う
か
ら
め
春
霞
花
に
つ
け
て
も
立
ち
寄
ら
ぬ
哉

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
清
蔭
朝
臣

114
立
ち
寄
ら
ぬ
春
の
霞
を
た
の
ま
れ
よ
花
の
あ
た
り
と
見
れ
ば
な
る
ら
ん

こ
の
場
合
﹁
春
霞
﹂
は
﹁
霞
﹂
と
﹁
立
つ
﹂
を
﹁
立
ち
寄
る
﹂
に
か
け
︑
花
を
隠
す
霞
を
う
ま
く
利
用
し
て
︑
無
沙
汰
の
言
い
訳
を
し
て

い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
後
撰
集
で
は
﹁
隠
す
﹂
と
い
う
語
を
含
む
歌
は
な
い
︒
ひ
と
つ
古
今
集
の
91
番
︵
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
︶
を
本
歌
と
す
る
73
番
歌
に
﹁
霞
ぞ
ほ
だ
し
﹂
と
い
う
︑
隠
す
意
を
も
つ
語
が
あ
る
の
み
で
あ
る
︒

寛
平
の
御
時
︑﹁
花
の
色
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
い
ふ
心
を
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
﹂
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
興
風
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73
山
風
の
花
の
香
か
ど
ふ
麓
に
は
春
の
霞
ぞ
ほ
だ
し
な
り
け
る

こ
の
歌
は
﹁
霞
﹂
が
古
今
集
51
番
﹁
峰
に
も
お
︵
を
︶
に
も
﹂
の
よ
う
な
高
い
所
で
は
な
く
﹁
麓
﹂
で
︑
山
風
を
邪
魔
し
て
香
り
を
引
き
留
め
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
︑
古
今
集
を
継
承
し
展
開
さ
せ
た
歌
で
あ
る
︒

以
上
に
み
る
ご
と
く
︑
後
撰
集
に
お
い
て
は
︑﹁
霞
﹂
が
﹁
桜
︵
花
︶﹂
を
隠
す
と
い
う
概
念
で
は
あ
ま
り
詠
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
︒こ

の
古
今
集
の
﹁
桜
﹂
歌
群
と
﹁
花
﹂
歌
群
の
﹁
桜
﹂
と
﹁
花
﹂
の
扱
い
で
あ
る
が
︑﹁
霞
﹂
と
の
取
り
合
わ
せ
に
お
い
て
は
︑﹁
花
﹂

歌
群
の
四
首
は
﹁
桜
﹂
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
遠
い
山
の
霞
の
向
こ
う
の
見
え
な
い
花
で
あ
る
の
で
︑﹁
桜
﹂
と
言
い

切
ら
ず
︑﹁
香
﹂
や
︑﹁
色
﹂
な
ど
か
ら
﹁
桜
﹂
で
あ
る
こ
と
を
心
に
期
待
し
て
い
て
︑
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
︒
こ
れ
は
後
撰
集
の
霞
の
歌

に
も
共
通
す
る
表
現
で
あ
る
︒

次
に
﹁
風
﹂
を
め
ぐ
る
古
今
集
・
後
撰
集
の
歌
を
確
認
す
る
︒

古
今
集
の
︑﹁
桜
︵
花
︶﹂
と
﹁
風
﹂
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
は
︑
春
歌
下
の
76
︑
83
︑
85
︑
86
︑
87
︑
89
︑
91
︵﹁
花
﹂︶︑
103
︵﹁
花
﹂︶

番
の
八
首
で
あ
る
︒

﹁
風
﹂
は
自
然
現
象
で
あ
る
が
︑﹁
桜
︵
花
︶﹂
が
散
る
の
に
関
与
す
る
た
め
︑﹁
風
﹂
を
擬
人
化
し
て
︑﹁
風
﹂
に
心
を
み
る
歌
が
四
首

あ
る
︵
76
︑
85
︑
86
︑
87
︶︒
二
首
の
み
あ
げ
る
︒

桜
の
花
の
散
り
侍
け
る
を
見
て
︑
よ
み
け
る　
　
　
　
　

素
性
法
師

76
花
ち
ら
す
風
の
宿
り
は
誰
か
し
る
我
に
を
し
へ
し
行
て
う
ら
み
む

春
宮
帯
刀
陣
に
て
︑
桜
の
花
の
散
る
を
︑
よ
め
る　
　
　

藤
原
好
風
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85
春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
ふ
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
み
む　
　

こ
れ
ら
の
歌
は
︑
自
由
に
気
ま
ま
に
吹
く
﹁
風
﹂
に
頼
ん
で
︑﹁
桜
﹂
の
散
る
の
を
止
め
て
も
ら
お
う
︑
と
い
う
発
想
で
あ
る
︒
85
番

は
﹁
桜
﹂
が
み
づ
か
ら
の
心
で
散
る
の
か
確
認
し
た
い
と
い
う
歌
で
︑
桜
に
も
心
を
持
た
せ
て
い
る
︒
こ
の
直
前
︑
84
番
の
﹁
久
方
の
ひ

か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
﹂︵
紀
友
則
︶
の
よ
う
に
︑﹁
風
﹂
に
言
及
し
な
く
と
も
︑
散
り
続
け
る
桜
を
表
現

す
る
こ
と
は
で
き
る
︒
し
か
し
そ
こ
に
﹁
風
﹂
を
組
み
合
わ
せ
る
と
︑
よ
り
散
り
ざ
ま
が
動
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
︒
86
番
は
﹁
雪
と
の

み
ふ
る
﹂
桜
に
さ
ら
に
﹁
風
﹂
が
吹
く
こ
と
で
︑
い
っ
そ
う
桜
の
花
び
ら
が
た
く
さ
ん
散
り
舞
う
姿
が
想
像
で
き
る
︒

﹁
桜
︵
花
︶﹂
と
﹁
風
﹂
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
︒﹁
風
﹂
に
よ
っ
て
散
る
﹁
桜
﹂
の
姿
が
︑
い
っ
そ
う
に
作
者
の
感
興
を
呼
び
起

こ
し
︑
歌
を
詠
ま
せ
る
の
で
あ
る
︒﹁
風
﹂
に
対
し
て
恨
ん
で
み
せ
て
い
る
が
︑
実
は
﹁
風
﹂
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
風
﹂
は
︑
次
の
よ
う
に
﹁
香
﹂
を
運
ぶ
役
目
も
す
る
︒
こ
の
発
想
は
後
撰
集
に
も
み
ら
れ
る
︒

春
の
歌
と
て
︑
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
岑
宗
貞

91
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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
元
方

103
霞
立
春
の
山
辺
は
と
を
け
れ
ど
吹
き
く
る
風
は
花
の
香
ぞ
す
る

後
撰
集
の
﹁
風
﹂
と
﹁
桜
︵
花
︶﹂
の
歌
は
53
︑
56
︑
57
︑
64
︑
85
︑
88
︑
91
︑
105
︑
106
番
の
九
首
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
風
﹂
の
擬

人
化
が
み
ら
れ
る
︒

貞
観
御
時
︑
弓
の
わ
ざ
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に　
　

河
原
左
大
臣

56
今
日
桜
雫
に
我
が
身
い
ざ
濡
れ
む
香
込
め
に
さ
そ
ふ
風
の
来
ぬ
間
に

家
よ
り
︑
と
を
き
所
に
ま
か
る
時
︑
前
裁
の
桜
の
花
に
結
ひ
つ
け
侍
け
る



―149―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
原
右
大
臣

57
さ
く
ら
花
主
を
わ
す
れ
ぬ
物
な
ら
ば
吹
き
来
む
風
に
事
づ
て
は
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

64
大
空
に
お
ほ
ふ
許
の
袖
も
哉
春
咲
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ

こ
の
う
ち
︑
56
番
は
﹁
香
込
め
に
さ
そ
ふ
風
﹂︑
57
番
は
花
も
風
も
擬
人
化
さ
れ
て
﹁
吹
き
来
む
風
﹂
に
言
づ
て
を
頼
ん
で
い
る
が
︑

こ
の
二
首
の
﹁
風
﹂
の
方
向
は
反
対
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
誘
っ
て
去
っ
て
ゆ
く
風
﹂
と
︑﹁
吹
き
来
む
風
﹂
で
あ
る
︒
作
者
を
左
大
臣
︑

右
大
臣
と
並
べ
た
の
は
︑
こ
の
対
称
的
な
﹁
風
﹂
の
動
き
も
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

64
番
歌
は
︑
花
を
風
か
ら
守
る
た
め
に
︑
大
空
に
花
を
覆
う
く
ら
い
の
袖
が
あ
っ
た
ら
と
い
う
発
想
で
︑
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
て
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
こ
の
﹁
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
﹂
の
表
現
は
愛
唱
さ
れ
て
世
に
影
響
を
与
え
︑
歌
に
詠
ま
れ
た
り
︑

﹃
源
氏
物

︶
11

︵
注語
﹄
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
伊
勢
の
歌
で
あ
る
次
の
歌
は
︑
根
こ
そ
ぎ
桜
の
花
を
こ
ち
ら
の
庭
に
も
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
︑
大
胆
な
役
割
を
風
に
与
え

て
い
る
︒

朝
忠
朝
臣
と
な
り
に
侍
け
る
に
︑
桜
の
い
た
う
散
り
け
れ
ば
言
ひ
つ
か
は
し
け
る　

伊
勢

85
垣
越
し
に
散
り
来
る
花
を
見
る
よ
り
は
根
込
め
に
風
の
吹
も
越
さ
な
ん

次
の
贈
答
歌
は
敦
忠
と
︑
亡
く
な
っ
た
妻
と
の
間
の
子
を
養
育
す
る
生
家
の
人
︵
女
の
母
ま
た
は
乳
母
か
︶
と
の
応
答
で
あ
る
︒

助
信
が
母
身
ま
か
り
て
の
ち
︑
か
の
家
に
敦
忠
朝
臣
の
ま
か
り
か
よ
ひ
け
る
に
︑
桜
の
花
の
散 

り
け
る
折
に
ま
か
り
て
︑
木
の
も
と
に
侍
け
れ
ば
︑
家
の
人
の
言
ひ
出
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず
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105
今
よ
り
は
風
に
ま
か
せ
む
桜
花
散
る
こ
の
も
と
に
君
と
ま
り
け
り

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
つ
た
ゞ
の
朝
臣

106
風
に
し
も
何
か
ま
か
せ
ん
桜
花
匂
あ
か
ぬ
に
散
る
は
う
か
り
き

﹁
桜
花
散
る
﹂
は
詞
書
に
よ
り
実
際
に
桜
の
木
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
︑
そ
の
実
際
の
桜
が
散
っ
た
こ
と
を
歌
う
の
で
あ
る
が
︑

当
然
﹁
助
信
が
母
﹂
が
早
世
し
た
意
も
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
ま
だ
﹁
桜
花
﹂︵
妻
︶
へ
の
思
い
を
残
し
て
い
る
の
に
︑﹁
風
﹂

に
散
ら
す
に
ま
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
詠
ん
で
い
る
︒

後
撰
集
の
﹁
風
﹂
は
﹁
花
﹂
を
散
ら
す
も
の
と
の
意
は
古
今
集
と
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
︑
歌
語
的
に
56
番
歌
の
よ
う
に
道
具
立
て
が
多

い
歌
や
︑﹁
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
﹂︑
や
﹁
根
込
め
﹂
と
い
っ
た
少
し
強
い
語
を
含
む
歌
︑
ま
た
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
古
今
集

的
な
表
現
と
は
や
や
異
質
な
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

次
に
同
様
に
拾
遺
集
と
後
拾
遺
集
の
﹁
霞
﹂﹁
風
﹂
と
の
取
り
合
わ
せ
を
見
て
み
よ
う
︒
ま
ず
拾
遺
集
の
﹁
霞
﹂
で
あ
る
︒
拾
遺
集
の

﹁
霞
﹂
の
歌
は
集
全
体
で
三
十
二
首
あ
り
︑﹁
霞
﹂
と｢
桜｣

︵
花
︶
の
取
り
合
わ
せ
は
︑
四
首
︵
37
︑
40
︑
42
︑

1041
︶
あ
る
︒

題
知
ら
ず

37
吉
野
山
絶
え
ず
霞
の
た
な
び
く
は
人
に
知
ら
れ
ぬ
花
や
さ
く
ら
ん

こ
の
歌
は
﹁
霞
は
花
を
隠
す
も
の
﹂
と
い
う
類
型
的
な
発
想
で
あ
る
︒
ま
た

1041
番
歌
︵
雑
春
︶
は
﹁
霞
立
つ
山
﹂
の
か
な
た
に
い
る
女

性
を
桜
に
た
と
え
て
詠
ん
で
い
る
︒

菅
家
万
葉
集
の
中

40
浅
緑
野
辺
の
霞
は
包
め
ど
も
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
花
桜
哉
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こ
の
40
番
歌
は
﹃
新
撰
万
葉
集
﹄︵
管
家
万
葉
︶
の
春
3
番
の
歌
で
︑﹃
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
﹄
に
も
あ
る
歌
だ
が
︑
山
で
は
な
く
︑﹁
野

辺
の
霞
﹂
が
﹁
花
桜
﹂
を
﹁
包
む
﹂
と
い
う
表
現
︑
こ
ぼ
れ
て
﹁
に
ほ
ふ
﹂
は
視
覚
的
表
現
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
︑
緑
と
の
対
比
で
美

し
い
風
景
を
想
像
さ
せ
る
︒

後
拾
遺
集
は
︑﹁
霞
﹂
は
集
全
体
で
二
十
三
首
で
﹁
桜
︵
花
︶﹂
と
の
取
り
合
わ
せ
は
四
首
︵
66
︑
77
︑
78
︑
120
︶
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち

次
の
歌
は
︑
た
な
び
く
霞
を
見
や
る
の
で
は
な
く
︑﹁
霞
﹂
立
ち
込
め
る
山
里
に
い
て
︑
桜
が
花
咲
く
の
を
待
つ
と
い
う
表
現
で
あ
る
︒

長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
︑
二
月
許
に
人
の
も
と
に
言
ひ
つ
か
は
し
け
る　

上
東
門
院
中
将

66
思
ひ
や
れ
霞
こ
め
た
る
山
里
の
花
ま
つ
ほ
ど
の
春
の
つ
れ
〴
〵

77
番
︑
78
番
は
﹁
花
見
﹂
の
項
で
あ
げ
た
よ
う
に
︑
花
見
に
誘
わ
れ
な
か
っ
た
怨
み
言
で
︑﹁
霞
﹂
は
古
今
集
の
よ
う
に
﹁
花
﹂
を
隔

て
る
と
い
う
よ
り
︑
人
が
自
分
を
隔
て
る
の
に
よ
そ
え
て
使
わ
れ
て
い
る
︒

次
の
120
番
は
高
い
峰
に
咲
い
て
い
る
桜
に
対
し
て
︑
ま
わ
り
の
人
里
に
近
い
山
に
霞
は
立
た
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
歌
で
︑
遠
近
と
高

低
を
感
じ
さ
せ
る
︒

内
大
ま
う
ち
ぎ
の
家
に
て
︑
人
〳
〵
酒
た
う
べ
て
歌
よ
み
侍
け
る
に
︑
遙
か
に
山
桜
を
望
む
と
い
ふ
心
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
匡
房

120
高
砂
の
尾
上
の
桜
咲
き
に
け
り
外
山
の
霞
た
ゝ
ず
も
あ
ら
な
ん

以
上
両
集
の
﹁
霞
﹂
と
﹁
桜
︵
花
︶﹂
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
を
み
て
き
た
が
︑
拾
遺
集
の
﹁
霞
﹂
は
古
今
集
の
優
美
さ
を
引
き
継
い
で

お
り
︑
後
拾
遺
集
で
は
﹁
霞
﹂
は
﹁
桜
︵
花
︶﹂
を
隔
て
る
前
提
は
変
わ
ら
な
い
が
︑
拾
遺
集
︑
後
拾
遺
集
と
も
に
﹁
霞
﹂
と
﹁
桜

︵
花
︶﹂
を
取
り
合
わ
せ
る
歌
が
大
き
く
減
っ
て
い
る
︒
桜
の
ど
の
よ
う
な
様
子
︑
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
桜
へ
の
思
い
を
詠
う
の
か
が
変

化
し
︑
撰
歌
の
方
向
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
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次
に
拾
遺
集
︑
後
拾
遺
集
の
﹁
桜
﹂
と
﹁
風
﹂
の
歌
を
確
認
す
る
︒

拾
遺
集
の
﹁
風
﹂
の
歌
は
39
︑
62
︑
64
︑
66
︑

1035
︑

1053
番
の
六
首
で
あ
る
︒﹁
桜
﹂
を
咲
か
せ
る
︑
散
ら
す
な
ど
の
﹁
風
﹂
の
典
型
的

な
詠
い
方
が
四
首
あ
り
︑
こ
の
中
で
﹁
風
﹂
の
擬
人
化
も
三
首
み
ら
れ
る
︒
66
番
﹁
桜
花
散
り
残
れ
り
と
風
に
知
ら
る
な
﹂︑

1035
番
﹁
春

風
は
花
の
な
き
間
に
吹
き
は
て
ね
﹂︑

1053
番
﹁
山
桜
飽
か
ぬ
に
ほ
ひ
を
風
に
ま
か
せ
て
﹂
で
あ
る
︒
た
だ
︑
い
ず
れ
も
新
し
い
発
想
で
は

な
い
︒

次
の
62
番
の
歌
は
荒
れ
た
宿
の
桜
は
惜
し
む
人
が
い
な
い
の
で
桜
は
気
軽
に
風
に
散
る
だ
ろ
う
と
︑﹁
桜
﹂
に
も
心
を
持
た
せ
て
い
る

歌
で
あ
る
︒

荒
れ
は
て
て
人
も
侍
ら
ざ
り
け
る
家
に
桜
の
咲
き
乱
れ
て
侍
け
る
を
見
て　
　

恵
慶
法
師

62
浅
茅
原
主
な
き
宿
の
桜
花
心
や
す
く
や
風
に
散
る
ら
ん

こ
の
荒
れ
は
て
た
庭
の
桜
を
詠
む
の
は
︑
勅
撰
集
前
二
集
に
は
な
い
︒
古
今
集
68
番
に
﹁
見
る
人
も
な
き
山
里
の
さ
く
ら
ば
な
﹂︑
後

撰
集
68
番
﹁
山
里
に
ち
り
な
ま
し
か
ば
桜
花
﹂
な
ど
︑﹁
山
里
﹂
が
寂
し
い
場
所
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
︑
場
所
を
示
す
詞
書
の
あ
る

歌
は
﹁
渚
の
院
﹂︑﹁
雲
林
院
﹂
な
ど
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
主
な
き
宿
の
荒
れ
は
て
た
庭
﹂
は
︑
往
時
は
人
々
が
訪
れ
る
豪
壮
な
邸
宅
で
あ

り
︑
桜
が
愛
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
と
こ
ろ
が
主
が
亡
く
な
り
︑
人
が
去
り
荒
れ
果
て
た
と
こ
ろ
に
見
る
人
も
な
く
咲
い
て
い
る
桜
が

﹁
風
﹂
に
吹
か
れ
て
散
る
︒﹁
風
﹂
は
詠
者
の
心
に
お
そ
ら
く
寂
し
さ
も
伴
っ
た
感
興
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

亭
子
院
歌
合
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

64
桜
散
る
木
の
下
風
は
寒
か
ら
で
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
け
る

64
番
の
﹁
木
の
下
風
﹂
と
い
う
︵
新
大
系
脚
注
に
は
﹁
貫
之
の
造
語
か
﹂
と
あ
る
︶﹁
風
﹂
は
桜
を
散
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑

暖
か
い
﹁
風
﹂
で
あ
る
︒﹁
桜
﹂
が
﹁
雪
﹂
に
見
立
て
ら
れ
て
︑﹁
寒
か
ら
ぬ
木
の
下
風
﹂
に
舞
う
雪
が
︑
空
の
知
ら
ぬ
木
の
下
と
捉
え
て
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み
せ
た
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
︒

後
拾
遺
集
の
﹁
風
﹂
と
﹁
桜
﹂
の
取
り
合
わ
せ
の
歌
は
81
︑
85
︑
108
︑
138
︑
143
︑
148
番
の
五
首
で
あ
る
︒
後
拾
遺
集
に
な
る
と
81
番
︑

138
番
の
﹁
風
﹂
を
﹁
い
と
ふ
﹂﹁
い
と
は
し
﹂︑
143
番
の
﹁
つ
ら
き
﹂
な
ど
148
番
﹁
風
だ
に
も
﹂
と
﹁
風
﹂
と
対
立
す
る
表
現
が
出
て
く
る
︒

︵
85
番
歌
﹁
折
る
﹂
項
︶

題
不
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
源
法
師

81
桜
花
咲
か
ば
散
り
な
ん
と
思
ふ
よ
り
か
ね
て
も
風
の
い
と
は
し
き
か
な

隣
花
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
上
定
成

138
桜
散
る
と
な
り
に
い
と
ふ
春
風
は
花
な
き
宿
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る

永
承
五
年
六
月
五
日
︑
祐
子
内
親
王
の
家
に
歌
合
し
侍
け
る
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
弐
三
位

143
吹
く
風
ぞ
思
へ
ば
つ
ら
き
桜
花
心
と
散
れ
る
春
し
な
け
れ
ば

庭
に
桜
の
多
く
散
り
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る　
　

和
泉
式
部

148
風
だ
に
も
吹
き
は
ら
は
ず
は
庭
桜
散
る
と
も
春
の
ほ
ど
は
見
て
ま
し

古
今
集
で
は
﹁
風
﹂
は
桜
を
散
ら
す
も
の
で
あ
る
も
の
の
︑﹁
桜
﹂
の
散
る
心
を
試
そ
う
と
呼
び
掛
け
る
な
ど
し
て
対
立
的
に
と
ら
え

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
風
に
散
り
し
き
る
桜
の
美
し
さ
も
美
意
識
の
う
ち
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
後
拾
遺
集
の
﹁
風
﹂
は
﹁
桜
﹂
を
散

ら
す
も
の
と
い
う
前
提
は
同
じ
で
あ
る
が
︑﹁
桜
﹂
に
と
っ
て
は
厭
わ
し
い
も
の
と
い
う
意
識
が
強
ま
り
︑﹁
桜
﹂
と
﹁
風
﹂
が
対
抗
す
る

関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
は
︑
古
今
集
で
は
﹁
風
﹂
を
擬
人
化
し
て
︑
人
間
の
心
に
寄
り
添
い
得
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
の

に
対
し
て
︑
後
拾
遺
集
の
﹁
風
﹂
は
人
間
と
は
違
う
も
の
で
あ
り
︑
詠
者
の
心
を
投
影
し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
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四
　
心

﹁
心
﹂
は
具
体
的
な
事
物
で
は
な
い
が
︑
一
つ
の
﹁
歌
語
﹂
と
し
て
と
ら
え
︑﹁
桜
︵
花
︶﹂
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
を
考
察
す
る
︒

﹁
桜
︵
花
︶﹂
を
詠
う
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
﹁
心
﹂
の
表
現
に
は
︑
他
人
の
﹁
心
﹂
で
第
三
者
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
﹁
人
の
心
﹂
と
︑
詠

者
自
身
の
我
が
﹁
心
﹂
が
あ
る
︒
ま
た
︑
擬
人
化
さ
れ
た
﹁
桜
︵
花
︶﹂
の
﹁
心
﹂︑﹁
風
﹂
の
﹁
心
﹂︑﹁
春
の
心
﹂
も
見
ら
れ
る
︒

ま
ず
︑
古
今
集
と
後
撰
集
の
﹁
心
﹂
を
見
て
み
る
︒　

古
今
集
の
﹁
心
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
︑
61
︑
82
︑
83
︑
84
︑
85
︑
87
︑
96
︵﹁
花
﹂︶︑
104
︵﹁
花
﹂︶
番
に
見
ら
れ
る
︒
こ
の
う
ち

﹁
人
の
心
﹂
の
言
葉
を
直
接
詠
ん
で
い
る
の
は
︑
次
の
二
首
で
あ
る
︒
61
番
は
見
る
人
の
心
で
あ
る
が
︑﹁
飽
か
れ
や
は
せ
ぬ
﹂
と
は
︑
つ

ま
る
と
こ
ろ
詠
者
も
世
の
人
も
同
じ
気
持
ち
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
83
番
は
﹁
桜
﹂
と
の
対
比
で
﹁
人
の
心
﹂
が
詠
ま
れ
て
お

り
︑
こ
の
﹁
心
﹂
は
一
般
に
世
の
人
々
の
﹁
心
﹂
で
︑
散
り
や
す
い
﹁
桜
の
心
﹂
よ
り
も
う
つ
ろ
い
や
す
い
﹁
人
の
心
﹂
だ
と
い
う
︒

弥
生
に
閏
月
あ
り
け
る
年
︑
よ
み
け
る　
　
　
　
　

伊
勢

61
さ
く
ら
花
春
く
は
ゝ
れ
る
年
だ
に
も
人
の
こ
ゝ
ろ
は
飽
か
れ
や
は
せ
ぬ　

桜
の
ご
と
︑
疾
く
散
る
物
は
な
し
と
︑
人
の
言
ひ
け
れ
ば
︑
よ
め
る　
　
　
　
　

貫
之

83
桜
花
と
く
ち
り
ぬ
と
も
思
ほ
え
ず
人
の
心
ぞ
風
も
ふ
き
あ
へ
ぬ

﹁
し
づ
心
﹂
が
82
︑
84
番
に
見
ら
れ
る

桜
の
花
の
散
り
け
る
を
︑
よ
み
け
る　
　
　
　
　
　

貫
之

82
こ
と
な
ら
ば
さ
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
さ
く
ら
花
見
る
我
さ
へ
に
し
づ
心
な
し

桜
の
花
の
散
る
を
︑
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　

紀
友
則

84
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
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同
じ
よ
う
に
﹁
桜
﹂
を
擬
人
化
し
︑﹁
桜
﹂
が
﹁
し
づ
心
﹂
な
く
散
る
さ
ま
を
歌
う
が
︑
82
番
は
﹁
我
さ
へ
﹂
と
︑
我
が
心
も
重
ね
て

い
る
︒
84
番
も
見
て
い
る
我
が
心
も
﹁
し
づ
心
﹂
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

次
の
二
首
は
﹁
風
﹂
の
項
で
も
取
り
上
げ
た
歌
で
あ
る
が
︑
擬
人
化
さ
れ
た
﹁
桜
﹂
の
﹁
心
﹂
と
﹁
風
﹂
の
﹁
心
﹂
で
あ
る
︒

春
宮
帯
刀
陣
に
て
︑
桜
の
花
の
散
る
を
︑
よ
め
る　
　

藤
原
好
風

85
春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
ふ
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
み
む

比
叡
に
登
り
て
︑
帰
り
ま
う
で
来
て
︑
よ
め
る　
　
　

貫
之 

87
山
た
か
み
見
つ
ゝ
わ
が
来
し
さ
く
ら
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り

い
ず
れ
も
風
に
桜
が
散
っ
て
い
る
の
が
︑
85
番
は
風
で
は
な
く
桜
自
ら
の
心
で
散
っ
て
い
る
の
か
み
た
い
と
い
う
歌
で
あ
り
︑
87
番
は

風
が
意
の
ま
ま
に
散
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
詠
ん
で
い
る
︒﹁
桜
︵
花
︶
の
心
﹂
を
﹁
風
の
心
﹂
と
の
関
係
を
通
じ
て
測
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
実
際
は
散
っ
て
ほ
し
く
は
な
い
と
い
う
﹁
我
が
心
﹂
が
根
底
に
あ
り
︑
詠
者
が
自
ら
の
心
情
を
擬
人
法
に
よ
っ
て
無
心
の
物

に
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
後
撰
集
に
は
︑
69
︑
74
︑
88
︑
92
︑
102
︑
112
番
に
﹁
心
﹂
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒

﹁
人
の
心
﹂
は
69
︑
102
番
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
う
ち
69
番
は
68
番
の
衛
門
の
御
息
所
の
歌
﹁
山
里
に
散
り
な
ま
し
か
ば
桜
花
に

ほ
ふ
さ
か
り
も
知
ら
れ
ざ
ら
ま
し
﹂
へ
の
帝
の
返
歌
で
︑
こ
の
場
合
の
﹁
人
の
心
﹂
は
﹁
う
へ
て
見
る
ら
ん
﹂
衛
門
の
御
息
所
で
あ
り
︑

こ
の
場
合
は
特
定
の
相
手
の
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

御
返
し

69
匂
こ
き
花
の
香
も
て
ぞ
知
ら
れ
け
る
う
へ
て
見
る
ら
ん
人
の
心
は

102
番
は
古
今
集
の
83
番
︵
前
掲
︶
と
同
じ
︑
移
ろ
う
人
の
心
の
意
で
あ
る
︒
112
番
は
霞
と
と
も
に
﹁
心
が
立
つ

0

0

﹂
と
歌
い
︑
人
々
の
花
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見
に
浮
き
立
つ
心
を
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
表
現
し
て
い
る
︒

女
ど
も
︑
花
見
む
と
て
︑
野
辺
に
出
で
て　
　
　
　
　
　

典
侍
よ
る
か
の
朝
臣

112
春
来
れ
ば
花
見
に
と
思
心
こ
そ
野
辺
の
霞
と
と
も
に
た
ち
け
れ

74
番
は
︑
降
る
と
経
る
を
か
け
て
︑
年
取
っ
て
し
ま
っ
た
我
が
心
だ
が
︑
で
も
や
は
り
花
は
惜
し
く
思
う
の
意
︒
92
番
は
後
撰
集
の

﹁
桜
﹂
歌
で
は
︑
唯
一
の
擬
人
化
さ
れ
た
﹁
心
﹂︵
花
の
心
︶
を
歌
う
が
︑﹁
花
の
心
﹂
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
勅
撰
集
で
は
後
撰
集
が
初

出
で
︑
後
撰
集
に
は
﹁
を
み
な
へ
し
﹂
な
ど
五
首
の
花
の
心
が
歌
わ
れ
て
い
る
︒﹁
花
の
心
﹂
は
好
ま
れ
た
ら
し
く
︑
貫
之
︑
躬
恒
な
ど

も
詠
ん
で
い
る
︒題

し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
も

74
春
雨
の
世
に
ふ
り
に
た
る
心
に
も
猶
あ
た
ら
し
く
花
を
こ
そ
思
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
よ
は
ら
の
ふ
か
や
ぶ

92
う
ち
は
へ
て
春
は
さ
ば
か
り
の
ど
け
き
を
花
の
心
や
な
に
い
そ
ぐ
ら
ん

後
撰
集
の
う
ち
︑
散
る
﹁
桜
︵
花
︶﹂
に
対
し
て
の
人
間
の
﹁
心
﹂
を
詠
ん
だ
歌
は
︑　

古
今
集
85
番
歌
に
対
応
し
て
い
る
次
の
88
番
歌

と
︑
前
掲
の
92
番
歌
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

88
風
を
だ
に
待
ち
て
ぞ
花
の
散
り
な
ま
し
心
づ
か
ら
に
う
つ
ろ
ふ
が
う
さ

古
今
集
が
ほ
ぼ
散
る
﹁
桜
︵
花
︶﹂
へ
の
心
情
を
詠
ん
で
い
る
の
に
た
い
し
て
︑
後
撰
集
は
特
に
特
徴
あ
る
歌
が
見
ら
れ
な
い
︒﹁
桜

︵
花
︶﹂
と
﹁
心
﹂
と
の
関
係
性
は
余
り
重
要
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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次
に
拾
遺
集
と
後
拾
遺
集
を
考
察
す
る
︒

拾
遺
集
は
後
述
す
る
後
拾
遺
集
に
く
ら
べ
﹁
桜
︵︵
花
︶﹂
と
﹁
心
﹂
を
読
み
込
ん
だ
例
は
多
く
は
な
い
︒

平
定
文
が
家
の
歌
合
に　
　
　
　
　
　
　
　

忠
岑

43
春
は
猶
我
に
て
知
り
ぬ
花
盛
り
心
の
ど
け
き
人
は
あ
ら
じ
な

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
知
ら
ず

53
桜
色
に
我
が
身
は
深
く
成
ぬ
ら
ん
心
に
し
め
て
花
を
惜
し
め
ば

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
知
ら
ず

60
見
も
は
て
で
行
く
と
思
へ
ば
散
る
花
に
つ
け
て
心
の
空
に
な
る
哉

荒
れ
は
て
て
人
も
侍
ら
ざ
り
け
る
家
に
桜
の
咲
き
乱
れ
て
侍
け
る
を
見
て　

恵
慶
法
師

62
浅
茅
原
主
な
き
宿
の
桜
花
心
や
す
く
や
風
に
散
る
ら
ん

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
43
番
は
満
開
の
桜
︑
他
の
三
首
は
散
る
桜
に
対
す
る
愛
惜
で
あ
る
︒
こ
れ
は
や
は
り
︑
古
今
集
の
﹁
桜

︵
花
︶﹂
の
優
美
な
と
こ
ろ
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
62
番
歌
は
︑
散
る
の
を
惜
し
む
人
も
い
な
い
荒
れ
た
庭
で
桜
の
散
っ
て
い
る
の
を
見

て
︑﹁
桜
の
心
﹂
を
気
楽
に
︑
遠
慮
な
く
散
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
ま
た
詠
者
の
散
る
桜
へ
の
哀
惜

の
心
で
あ
る
︒

﹁
心
﹂
の
用
法
で
あ
る
が
︑
単
に
﹁
心
﹂
あ
る
い
は
﹁
～
の
心
﹂
の
形
︑
ま
た
は
﹁
し
づ
心
﹂
の
よ
う
に
﹁
心
﹂
の
上
に
形
容
表
現
を
と

も
な
う
名
詞
形
で
詠
う
古
今
集
や
後
撰
集
と
は
異
な
り
︑
拾
遺
集
で
は
︑﹁
心
﹂
が
ど
う
い
う
状
態
で
あ
る
か
を
具
体
化
す
る
よ
う
に
︑

形
容
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
心
の
ど
け
き
﹂﹁
心
や
す
く
﹂
は
無
論
の
こ
と
︑﹁
心
に
し
め
て
﹂﹁
心
の
空

に
な
る
﹂
の
よ
う
に
詠
者
の
心
を
詠
む
の
で
あ
る
︒
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後
拾
遺
集
に
な
る
と
︑
77
︑
78
︑
86
︑
87
︑
89
︑
90
︑
91
︑
94
︑
97
︑
104
︑
112
︑
133
︑
140
︑
145
番
と
﹁
心
﹂
を
詠
む
用
例
が
多
い
︒

ま
ず
︑﹁
人
の
心
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
花
見
﹂﹁
霞
﹂
の
項
で
取
り
上
げ
た
78
番
の
み
で
あ
る
︒

人
〳
〵
︑
花
見
に
ま
か
り
け
る
を
︑
か
く
と
も
告
げ
ざ
り
け
れ
ば
︑
遣
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
隆
経
朝
臣

78
山
ざ
く
ら
見
に
ゆ
く
道
を
へ
だ
つ
れ
ば
人
の
心
ぞ
か
す
み
な
り
け
る

ま
た
︑﹁
春
の
心
﹂﹁
水
の
心
﹂﹁
桜
の
心
﹂︵
143
番
風
の
項
︶
が
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
あ
る
︒

通
宗
朝
臣
能
登
守
に
て
侍
り
け
る
時
︑
国
に
て
歌
合
し
侍
け
る
に
よ
め
る　
　

源
縁
法
師

112
山
ざ
く
ら
白
雲
に
の
み
ま
が
へ
ば
や
春
の
心
の
そ
ら
に
な
る
覧

家
の
桜
の
散
り
て
水
に
流
る
ゝ
を
よ
め
る　
　

大
江
嘉
言

145
こ
ゝ
に
来
ぬ
人
も
見
よ
と
て
桜
花
水
の
心
に
ま
か
せ
て
ぞ
や
る

以
上
の
ほ
か
は
︑
ほ
ぼ
わ
が
﹁
心
﹂
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒﹁
思
ひ
や
る
心
﹂︵
86
︶︑﹁
あ
く
が
る
ゝ
心
﹂︵
87
︶︑﹁
心
の
ま
ゝ
に
﹂︵
91
︶︑

﹁
心
は
雲
の
上
ま
で
﹂︵
94
︶︑﹁
心
を
や
り
て
﹂︵
97
︶︑﹁
心
を
く
だ
く
﹂︵
144
︶
の
表
現
が
あ
る
︒

題
不
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭
主
輔
親

89
い
づ
れ
か
を
わ
き
て
折
ら
ま
し
山
桜
心
う
つ
ら
ぬ
枝
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
原
爲
言

90
ゆ
き
と
ま
る
所
ぞ
春
は
な
か
り
け
る
花
に
心
の
あ
か
ぬ
か
ぎ
り
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紫
式
部

104
世
の
中
を
な
に
な
げ
か
ま
し
山
桜
花
見
る
ほ
ど
の
心
な
り
せ
ば
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題
不
知　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
源
法
師

141
心
か
ら
も
の
を
こ
そ
思
へ
山
桜
た
づ
ね
ざ
り
せ
ば
散
る
を
見
ま
し
や

こ
こ
に
あ
げ
た
歌
は
︑
89
番
は
﹁
心
う
つ
る
﹂
は
ど
の
枝
も
美
し
く
て
心
が
ひ
か
れ
る
意
で
新
大
系
の
注
に
は
﹁
心
が
惹
か
れ
そ
こ
に

心
が
乗
り
移
る
﹂
と
あ
る
︒
104
番
の
﹁
花
見
る
ほ
ど
の
心
﹂
は
︑
花
を
な
が
め
て
い
る
時
の
よ
う
な
心
で
あ
れ
ば
と
い
う
︑
同
時
代
の
和

泉
式
部
の
歌
に
︑﹁
野
辺
に
出
で
て
花
見
る
程
の
心
に
も
つ
ゆ
忘
ら
れ
ぬ
物
は
世

︶
12

︵
注の
中
﹂
が
あ
る
︒
90
番
︑
141
番
も
﹁
桜
﹂
に
対
し
て
自

ら
の
心
の
動
き
を
詠
ん
で
い
る
︒

以
上
に
見
る
よ
う
に
︑
後
拾
遺
集
の
﹁
心
﹂
の
表
現
は
︑﹁
心
﹂
を
具
体
的
な
自
ら
の
行
動
を
伴
っ
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ

る
︒
こ
れ
は
﹁
桜
﹂
に
詠
ま
れ
る
﹁
心
﹂
を
﹁
歌
語
﹂
と
し
て
詠
む
こ
と
が
で
き
た
古
今
集
︑
後
撰
集
と
は
も
は
や
違
う
詠
じ
方
で
あ

る
︒ま

た
︑
こ
の
﹁
心
﹂
と
﹁
桜
﹂
を
詠
ん
だ
歌
の
う
ち
︑﹁
山
桜
﹂
が
六
首
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
先
に
見
た
よ
う
に
︑
後
拾
遺
集
に
は
﹁
花

見
﹂
の
歌
が
多
い
こ
と
と
関
係
づ
け
ら
れ
よ
う
︒

五
　
ま
と
め

勅
撰
集
三
代
集
と
後
拾
遺
集
の
﹁
桜
﹂
の
歌
を
︑
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
歌
材
︑
歌
語
に
よ
り
︑
歌
を
選
び
比
較
す
る
と
い

う
方
法
で
﹁
桜
﹂
の
歌
の
詠
風
の
変
化
を
考
察
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
点
が
認
め
ら
れ
た
︒

ひ
と
つ
は
︑﹁
桜
﹂
の
歌
の
詠
い
方
は
︑
ほ
ぼ
百
年
余
り
の
間
で
あ
る
が
︑
決
し
て
一
様
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
桜
の
享
受

に
つ
い
て
も
︑
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
捉
え
方
で
受
け
止
め
︑
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
桜
﹂
の
歌
の
詠
風
に
大
き
く

影
響
し
て
お
り
︑
特
に
﹁
心
﹂
と
の
取
り
合
わ
せ
で
︑
顕
著
に
見
ら
れ
た
︒
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こ
れ
は
又
︑
撰
者
の
撰
歌
意
識
の
違
い
に
も
関
わ
る
︒
拾
遺
集
は
古
今
集
の
詠
風
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
︑
少
し
ず
つ
変
化
を
見
せ
て

い
る
し
︑
後
拾
遺
集
で
は
﹁
桜
﹂
歌
の
詠
い
方
に
大
き
な
展
開
が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
複
数
の
撰
者
が
選
ん
で
﹁
桜
﹂
歌
群
を
構
成
し

た
︑
あ
る
い
は
時
間
と
と
も
に
桜
の
諸
相
を
追
っ
た
勅
撰
二
集
と
は
︑
公
任
︑
花
山
院
︑
お
よ
び
通
俊
の
撰
歌
意
識
は
大
き
く
異
な
っ
て

お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
集
の
﹁
桜
﹂
歌
を
も
少
な
か
ら
ず
特
徴
あ
る
も
の
に
し
て
い
よ
う
︒

ま
た
︑
和
歌
史
と
い
う
観
点
か
ら
は
︑﹁
桜
﹂
は
ど
の
歌
材
︑
歌
語
の
組
み
合
わ
せ
で
も
︑
後
拾
遺
集
に
お
い
て
新
し
い
詠
風
の
変
化

が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
︑
従
来
︑
後
拾
遺
集
の
性
格
と
し
て
い
わ
れ
て
き
た
特
徴
が
﹁
桜
﹂
と
い
う
歌
材
を
通
し
て
も
確
認
で
き
た
︒

以
上
﹁
桜
﹂
の
歌
に
つ
い
て
︑
全
く
配
列
な
ど
を
無
視
し
て
か
な
り
思
い
切
っ
た
方
法
で
分
析
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
あ
り
ふ
れ

た
﹁
桜
﹂
と
い
う
歌
材
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
特
徴
的
な
詠
み
方
で
詠
い
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
︒
詠
風
の
変
化
と
と
も

に
詠
み
つ
が
れ
て
ゆ
く
の
も
︑
常
に
人
々
の
感
興
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
︑﹁
桜
﹂
の
持
っ
て
い
る
﹁
力
﹂
な
の
で
あ
る
︒

注
1
﹁
古
今
和
歌
集
全
評
釈
﹂
竹
岡
正
夫
著
︵
右
文
書
院　

一
九
九
六
︶︑﹁
窪
田
空
穂
全
集
第
二
十
巻　

古
今
和
歌
集
評
釋　

Ⅰ
﹂
窪
田
空
穂
著
︵
角
川

書
店　

一
九
六
五
︶︑﹁
古
今
和
歌
集　

全
評
釈
︵
上
︶﹂
片
桐
洋
一
著
︵
講
談
社　

一
九
九
八
︶　　

注
2
﹁
後
撰
和
歌
集
研
究
﹂
杉
谷
寿
郎
著
︵
笠
間
書
房　

一
九
九
一
︶︑﹁
後
撰
和
歌
集
の
研
究
﹂
佐
藤
高
明
著
︵
日
本
学
術
振
興
会　

一
九
七
〇
︶　

注
3
﹁
後
撰
和
歌
集
全
釈
﹂
木
船
重
昭
著
︵
笠
間
書
院　

一
九
八
八
︶︑﹁
後
撰
和
歌
集
﹂
工
藤
重
矩
著
︵
和
泉
書
院　

一
九
九
二
︶　

注
4
﹁﹃
後
拾
遺
集
﹄
の
撰
歌
意
識
と
歌
群
構
成
の
一
方
法
﹂︵
相
模
国
文
27
号　

平
成
12
年
3
月
︶

注
5
﹁﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
お
け
る
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
の
継
承
︱
共
通
す
る
歌
人
詠
の
比
較
を
中
心
に
︱
﹂︵
大
阪
樟
蔭
大
学
研
究
紀
要
第
四
巻　

二
〇

一
四
︶

注
6
﹁
和
歌
植
物
表
現
辞
典
﹂︵
平
田
喜
信
・
身
﨑
壽
著　

東
京
堂
書
店　

一
九
九
八
︶﹁
日
本
人
と
サ
ク
ラ
︱　

新
し
い
自
然
美
を
求
め
て
﹂︵
斎
藤
正
二

著
作
撰
集
5
︶︵
八
坂
書
房　

二
〇
〇
二
︶︑﹁
桜
が
創
っ
た
﹃
日
本
﹄
︱
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
起
源
へ
の
旅
﹂
佐
藤
俊
樹
著
︵
岩
波
書
店　

二
〇
〇
五
︶

注
7
﹁
櫻
史
﹂
山
田
孝
雄
著
︵
講
談
社　

一
九
九
〇
︶

注
8
﹃
枕
草
子
﹄
第
三
段
﹁
正
月
一
日
に
﹂︑
第
二
一
段
﹁
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
18　

小
学
館　

一
九
九
七
︶︑﹃
古
今
和
歌

集
﹄
52
番
︑﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
82
︑
83
番
歌
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注
9
﹁
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
﹂︵
日
本
古
典
文
学
大
系
9　

岩
波
書
店　

一
九
五
七
︶

注
10
﹁
古
今
和
歌
集
表
現
論
﹂
鈴
木
宏
子
著
︵
笠
間
書
院　

二
〇
〇
〇
︶

注
11
﹁
源
氏
物
語
﹂
幻
巻　
﹁
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
求
め
け
ん
人
よ
り
は
︑
い
と
か
し
こ
う
思
し
寄
り
た
ま
へ
り
か
し
﹂　
︵
新
全
集　

源
氏
物
語
4　

p529

︶

注
12
﹁
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
﹂
清
水
文
雄
校
注　

岩
波
書
店　

一
九
八
三
︶

 

︵
東
京
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
人
間
科
学
研
究
科
在
籍
︶

キ
ー
ワ
ー
ド

古
今
和
歌
集
︑
後
撰
和
歌
集
︑
拾
遺
和
歌
集
︑
後
拾
遺
和
歌
集
︑
桜
︑
霞
︑
風
︑
花
見


