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人
と
し
て
は
本
百
首
の
他
に『
千
五
百
番
歌
合
』（
一
二
〇
三
年
頃
）へ
の
参
加
、

新
古
今
集
以
下
の
勅
撰
集
に
三
四
首
入
首
す
る
な
ど
、
異
母
弟
で
あ
る
後
鳥
羽

院
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
、
歌
人
と
し
て
非
凡
な
才
能
を
持
っ
た
親
王
で
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。）

1
（

し
か
し
、
惟
明
親
王
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
為
さ
れ
て
こ

ず
、）

2
（

あ
ま
り
日
の
目
を
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
歌
人
で
あ
っ
た
が
、
田
仲
洋
己

氏
が
親
王
の
正
治
百
首
を
概
観
さ
れ
て
い
る
。
田
仲
氏
は
、「
幾
つ
か
の
表

現
上
の
特
色
と
傾
き
」
を
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
惟
明
歌
の
特
徴
と
し
て
以
下

の
四
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。）

3
（

Ⅰ
　
先
行
歌
の
発
想
や
詞
続
き
を
無
造
作
に
取
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌

Ⅱ
　
万
葉
語
や
難
儀
の
類
（
院
政
期
歌
学
書
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い

る
語
彙
・
万
葉
語
・
比
較
的
耳
慣
れ
な
い
名
所
歌
枕
）
に
対
し
て
の

一
定
の
関
心

Ⅲ
　
漢
籍
や
王
朝
物
語
世
界
（『
伊
勢
物
語
』・
『
源
氏
物
語
』）
へ
の
志
向

は
じ
め
に

『
正
治
初
度
百
首
』（
以
下
、正
治
百
首
と
す
る
）
は
、正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）

に
後
鳥
羽
院
が
下
命
し
た
百
首
和
歌
で
あ
る
。
春
二
〇
首
・
夏
一
五
首
・
秋

二
〇
首
・
冬
一
五
首
・
恋
一
〇
首
・
羈
旅
五
首
・
山
家
五
首
・
鳥
五
首
・
祝

五
首
か
ら
成
る
部
立
百
首
で
、
作
者
は
後
鳥
羽
院
・
惟
明
親
王
・
式
子
内
親

王
・
守
覚
法
親
王
・
良
経
・
通
親
・
慈
円
・
忠
良
・
隆
房
・
季
経
・
経
家
・
釈

阿
・
隆
信
・
定
家
・
家
隆
・
範
光
・
寂
蓮
・
生
蓮
（
師
光
）・
静
空
（
実
房
）・

讃
岐
・
小
侍
従
・
丹
後
・
中
納
言
得
業
信
広
の
二
三
名
で
あ
る
。
本
百
首
は
、

『
新
古
今
和
歌
集
』（
以
下
、
新
古
今
集
と
す
る
）
の
選
集
資
料
と
な
る
な
ど
、

新
古
今
時
代
の
和
歌
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
作
品
と
い
え
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
惟
明
親
王
（
一
一
七
九
〜
一
二
二
一
）
は
、
本
百
首
の

詠
者
の
一
人
で
あ
る
。
高
倉
天
皇
の
三
宮
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
の
異
母
兄
に
当

た
る
彼
は
、
官
職
に
就
い
た
形
跡
も
な
く
目
立
っ
た
事
跡
は
な
い
も
の
の
、
歌

北

　

原

　

沙

友

里

惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
春
歌
に
つ
い
て

　
　
　

― 

構
成
と
表
現
に
着
目
し
て 

―



̶ 63 ̶

一
　
春
の
部
立
構
成

ま
ず
、
惟
明
親
王
の
春
の
部
立
構
成
を
整
理
し
た
い
。
な
お
歌
に
付
し
た
丸

数
字
は
私
的
に
振
っ
た
も
の
で
あ
り
、
部
立
内
で
の
位
置
を
示
す
。

①
　
朝
日
さ
す
み
ね
の
し
ら
雪
う
ち
と
け
て
風
も
の
ど
け
き
千
代
の
は

つ
春
（
一
〇
四
）

②
　
千
と
せ
と
も
か
ぎ
ら
じ
も
の
を
子
日
し
て
万
代
ま
で
も
の
べ
の
小

松
は
（
一
〇
五
）

冒
頭
の
二
首
（
①
・
②
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
は
つ
春
」、「
子
日
」
が
詠
ま

れ
、
新
し
い
年
や
正
月
を
言
祝
ぐ
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
歌
意
に
連
続
性
は
な

い
が
、
語
句
に
着
目
し
て
み
れ
ば
「
千
代
」、「
千
と
せ
」
と
類
似
表
現
を
用
い

て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

③
　
わ
き
て
色
の
ふ
か
く
み
ゆ
る
や
煙
た
つ
む
ろ
の
や
し
ま
の
霞
な
る

ら
ん
（
一
〇
六
）

④
　
な
が
む
れ
ば
す
ま
の
浦
路
の
春
霞
あ
か
し
に
つ
た
ふ
あ
け
ぼ
の
の

空
（
一
〇
七
）

続
く
③
・
④
に
は
霞
を
詠
ん
だ
歌
を
置
く
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
二
首

は
「
み
ゆ
る
」と
「
な
が
む
」と
い
う
視
覚
的
な
歌
で
あ
る
こ
と
や
、室
の
八
島
、

須
磨
、
明
石
と
い
っ
た
歌
枕
が
使
わ
れ
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。

⑤
　
鶯
の
な
み
だ
の
こ
ほ
り
打
ち
と
け
て
ふ
る
す
な
が
ら
や
春
を
し
る

Ⅳ
　
同
時
代
・
近
時
代
歌
人
た
ち
の
表
現
を
取
り
入
れ
る

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
概
ね
頷
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
親
王
の
詠
風
や
作
歌
態

度
を
考
察
す
る
た
め
に
は
惟
明
歌
の
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
現
存
す
る
惟
明
歌
の
殆
ど
が
二
つ
の
百
首
歌
に
よ
る
。）

4
（

百
首
歌
は
定
数
歌
の
一
種
で
あ
り
、
平
安
中
期
頃
成
立
の
『
好
忠
百
首
』
を

嚆
矢
と
し
て
、
歌
人
の
間
で
所
謂
初
期
百
首
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初

期
百
首
は
あ
く
ま
で
私
的
な
色
合
い
が
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
院
政
期
初
め

の
『
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
』（
以
下
、
堀
河
百
首
と
す
る
）
を
契
機
と
し
て
、

公
の
性
質
を
帯
び
る
と
共
に
、
基
本
的
な
部
立
や
組
題
が
形
成
さ
れ
て
い
く
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
新
古
今
時
代
に
な
る
と
、多
く
の
歌
人
が
公
私
を
問
わ
ず
、

盛
ん
に
百
首
歌
（
定
数
歌
）
を
詠
む
よ
う
に
な
る
。

定
数
歌
で
あ
る
以
上
、
百
首
歌
は
一
首
ず
つ
独
立
し
た
も
の
と
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
部
立
や
百
首
全
体
を
ま
と
ま
り
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

親
王
は
、
本
百
首
以
前
に
公
の
場
へ
の
出
詠
記
録
が
な
い
。
年
齢
を
考
慮
し

て
も
、
本
百
首
が
和
歌
初
学
期
の
作
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。

本
稿
で
は
、
惟
明
親
王
の
は
じ
め
て
の
応
制
百
首
で
あ
る
正
治
百
首
の
春
歌

二
〇
首
を
考
察
対
象
と
し
、
Ⅰ
歌
材
、
Ⅱ
表
現
の
両
面
か
ら
構
成
や
配
列
を
考

察
し
て
い
く
。）

5
（
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の
月
（
一
一
五
）

⑬
　
花
さ
そ
ふ
嵐
に
春
の
空
さ
え
て
枝
よ
り
つ
も
る
庭
の
し
ら
雪

（
一
一
六
）

⑭
　
ち
り
つ
も
る
庭
の
花
を
も
み
る
べ
き
に
い
づ
ち
嵐
の
な
ほ
さ
そ
ふ

ら
ん
（
一
一
七
）

⑮
　
さ
く
ら
花
ち
る
木
の
し
た
の
旅
ね
に
は
春
を
か
た
し
く
心
ち
こ
そ

す
れ
（
一
一
八
）

⑩
か
ら
⑭
ま
で
は
、
た
だ
「
花
」
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
花
な
の

か
ま
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
梅
の
花
盛
り
を
詠
ん
で
い
た
⑨
に

対
し
、
⑩
で
は
「
さ
か
ぬ
梢
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
梅
か
ら

別
の
花
へ
と
歌
材
が
移
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
⑫
で
は
桜
の
名
所
で

あ
る
吉
野
山
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
一
連
の
花
が
桜
で
あ
る
こ
と
が
自
ず
と
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

梅
と
桜
、
二
つ
の
花
は
、
香
で
連
接
さ
れ
て
い
る
。
⑧
「
梅
が
香
」、
⑨
「
て

に
か
を
る
」
か
ら
、
⑩
「
花
の
に
ほ
ひ
」「
風
か
を
る
」
と
移
っ
て
い
き
、
⑩

か
ら
⑫
ま
で
桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
が
三
首
続
く
。

⑬
か
ら
は
桜
が
散
っ
て
ゆ
く
。
⑬
、
⑭
で
は
共
に
嵐
に
よ
っ
て
庭
に
散
る
桜

が
詠
ま
れ
る
。
⑮
で
は
、
や
は
り
散
る
桜
が
詠
ま
れ
る
が
、
そ
の
情
景
は
庭
の

も
の
で
は
な
い
。「
旅
ね
」
と
あ
る
よ
う
に
、
旅
の
情
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
⑤
か
ら
⑯
ま
で
の
十
二
首
は
、
隣
り
合
う
歌
同
士
が
、
歌
材

や
語
句
、
情
景
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
て
い
る
。

ら
ん
（
一
〇
八
）

⑥
　
つ
ね
よ
り
も
身
に
し
む
物
は
梅
が
え
の
花
よ
り
ち
ら
す
う
ぐ
ひ
す

の
こ
ゑ
（
一
〇
九
）

⑦
　
し
る
し
ら
ず
お
な
じ
心
に
野
べ
に
出
で
て
昨
日
も
け
ふ
も
わ
か
な
を

ぞ
つ
む
（
一
一
〇
）

⑧
　
梅
が
香
は
お
の
が
た
ち
枝
に
あ
く
が
れ
て
を
ら
ぬ
袖
に
も
や
ど
り

ぬ
る
か
な
（
一
一
一
）

⑨
　
月
の
も
る
軒
端
の
む
め
の
花
ざ
か
り
を
る
て
に
か
を
る
春
の
あ
は

雪
（
一
一
二
）

⑤
か
ら
⑨
で
は
鶯
や
梅
が
題
材
と
な
る
。
ま
ず
⑤
、
⑥
で
は
鴬
が
詠
ま
れ
て

い
る
。
⑤
は
、「
こ
ほ
り
打
ち
と
け
て
」や「
春
を
し
る
ら
ん
」と
い
う
表
現
か
ら
、

春
の
訪
れ
を
詠
ん
で
お
り
、
歌
意
か
ら
④
ま
で
の
春
の
初
め
を
詠
ん
だ
歌
と
の

繋
が
り
が
見
出
せ
る
。
逆
に
、
梅
の
花
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
⑥
は
、
間
に
若

菜
の
歌
を
挟
む
も
の
の
、
⑧
以
降
の
歌
と
の
繋
が
り
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
⑧
・
⑨
は
ど
ち
ら
も
梅
の
香
を
詠
む
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
「
を
ら
ぬ
袖
」
や

「
を
る
て
」
に
梅
の
香
が
移
る
と
い
う
趣
向
も
共
通
し
て
い
る
。

⑩
　
い
づ
く
よ
り
花
の
に
ほ
ひ
を
さ
そ
ひ
き
て
さ
か
ぬ
梢
も
風
か
を
る

ら
む
（
一
一
三
）

⑪
　
身
に
し
め
て
や
そ
う
ぢ
人
は
か
へ
れ
ど
も
花
に
匂
ひ
は
猶
ま
さ
り

け
り
（
一
一
四
）

⑫
　
よ
し
野
山
あ
ら
し
や
花
を
わ
た
る
ら
ん
木
末
に
か
を
る
は
る
の
夜
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⑳
　
い
ま
は
と
て
く
れ
行
く
春
の
ふ
る
さ
と
に
花
ち
る
や
ど
と
な
ら
ん
と

す
ら
ん
（
一
二
三
）

部
立
未
の
⑲
・
⑳
に
は
暮
春
を
詠
ん
だ
歌
を
置
か
れ
る
。「
く
れ
て
ゆ
く
跡

だ
に
み
え
ぬ
春
」（
⑲
）、「
く
れ
行
く
春
」（
⑳
）
と
、
こ
の
二
首
は
表
現
の
上

で
も
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

以
上
の
春
の
部
立
構
成
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
次
の
表
①
で
あ
る
。

対
し
て
⑯
か
ら
⑳
ま
で
は
、
歌
材
の
点
か
ら
は
共
通
点
を
見
出
し
難
い
。

⑯
　
か
り
金
の
か
へ
る
名
ご
り
に
お
も
ふ
か
な
こ
し
ぢ
の
人
の
秋
の
こ
こ

ろ
を
（
一
一
九
）

⑰
　
お
ぼ
つ
か
な
草
た
つ
ほ
ど
も
い
か
な
ら
ん
か
す
み
こ
め
た
る
を
ぎ

の
や
け
原
（
一
二
〇
）

⑱
　
春
と
い
へ
ば
あ
は
れ
お
ほ
か
る
な
が
め
か
な
あ
ま
の
か
ご
山
あ
け
ぼ

の
の
空
（
一
二
一
）

⑯
は
帰
雁
の
歌
で
あ
る
。春
に
な
り
北
へ
と
帰
っ
て
行
く
雁
を
名
残
惜
し
み
、

そ
の
心
情
か
ら
、
去
年
の
秋
に
雁
を
見
送
っ
た
北
の
国
の
人
々
の
心
中
へ
思
い

を
馳
せ
る
。

⑰
で
は
霞
の
立
ち
込
め
る
荻
の
焼
原
を
詠
み
、
⑱
で
は
明
け
方
の
天
の
香
具

山
の
情
景
を
詠
む
。
両
者
に
は
一
見
何
の
繋
が
り
も
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、

霞
を
詠
ん
だ
歌
（
⑰
）
の
後
に
、「
な
が
め
」
と
い
う
詞
を
詠
み
込
ん
だ
歌
（
⑱
）

を
置
く
と
い
う
配
列
は
、
③
、
④
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
先
述
の
通
り

③
・
④
で
も
霞
を
詠
ん
だ
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
④
と
⑱
は
共
に
結

句
に
「
あ
け
ぼ
の
の
空
」
を
置
き
、
体
言
止
め
に
し
て
い
る
点
で
も
同
じ
で
あ

る
。
部
立
全
体
を
俯
瞰
し
て
見
た
と
き
に
、
春
の
前
半
と
後
半
に
霞
を
詠
ん
だ

歌
が
置
か
れ
、
そ
の
後
に
「
な
が
」
む
、「
あ
け
ぼ
の
の
空
」
を
用
い
た
体
言

止
め
の
歌
を
置
く
と
い
う
構
造
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

⑲
　
く
れ
て
ゆ
く
跡
だ
に
み
え
ぬ
春
な
れ
ば
し
た
ふ
心
も
か
ひ
な
か
り
け

り
（
一
二
二
））

6
（

歌
順

歌
材

類
似
表
現

①

立
春

千
代

②

子
日

千
歳

③

霞

霞

み
ゆ
る

④

霞

春
霞

な
が
む
れ

あ
け
ぼ
の
の
空

⑤

鴬

鴬

⑥

鴬梅

鴬

梅
が
え
の
花

⑦

若
菜

⑧

梅

梅
が
香

を
ら
ぬ
袖

⑨

梅

む
め

か
を
る

を
る
て

⑩

桜

花
の
に
ほ
ひ

⑪

桜

花
に
匂
ひ

⑫

桜

花

木
末
に
か
を
る

あ
ら
し

⑬

桜

花

嵐

庭

つ
も
る

⑭

桜

花

嵐

庭

ち
り
つ
も
る

⑮

桜

さ
く
ら
花

ち
る

⑯

帰
雁

⑰

霞
荻
の
焼
原

か
す
み

⑱

天
の
香
具
山

な
が
め
か
な

あ
け
ぼ
の
の
空

⑲

暮
春

暮
れ
て
ゆ
く
〜
春

⑳

暮
春

暮
れ
行
く
春

【表①】春・部立構成
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ま
ず
俊
成
の
花
歌
群
を
以
下
に
掲
げ
る
（
春
七
首
目
か
ら
十
七
首
目
）。

⑦
　
梅
の
は
な
さ
き
ぬ
る
時
は
お
し
な
べ
て
春
の
空
さ
へ
に
ほ
ふ
な
り

け
り
（
一
一
一
〇
）

⑧
　
む
か
し
よ
り
い
か
に
契
り
て
梅
の
花
色
に
匂
ひ
を
か
さ
ね
そ
め
け

ん
（
一
一
一
一
）

⑨
　
さ
ほ
姫
の
春
の
す
が
た
や
こ
れ
な
ら
ん
な
つ
か
し
く
も
あ
る
玉
柳
か

な
（
一
一
一
二
）

⑩
　
は
る
さ
め
の
し
づ
か
に
そ
そ
く
け
し
き
に
て
あ
ま
ね
き
御
代
は
空
に

見
え
け
り
（
一
一
一
三
）

⑪
　
う
れ
し
く
も
我
が
君
が
代
の
春
に
あ
ひ
て
風
し
づ
か
な
る
花
を
見

る
か
な
（
一
一
一
四
）

⑫
　
雲
や
た
つ
霞
や
ま
が
ふ
山
ざ
く
ら
花
よ
り
外
も
は
な
と
み
ゆ
ら
ん

（
一
一
一
五
）

⑬
　
名
に
た
か
き
よ
し
の
の
山
の
春
よ
り
や
雲
に
桜
を
ま
が
へ
そ
め
け

む
（
一
一
一
六
）

⑭
　
た
ま
し
き
や
風
し
づ
か
な
る
花
の
も
と
心
も
ち
ら
ぬ
物
に
ぞ
有
り

け
る
（
一
一
一
七
）

⑮
　
し
ら
川
の
む
か
し
は
ま
づ
ぞ
思
ひ
い
づ
る
う
れ
し
き
春
の
花
を
見

る
に
も
（
一
一
一
八
）

⑯
　
花
は
は
る
春
は
花
を
や
お
も
ふ
ら
ん
時
も
草
木
も
ち
ぎ
り
し
あ
れ

ば
（
一
一
一
九
）

表
①
に
示
し
た
通
り
、
こ
の
春
部
で
は
歌
の
題
材
が
限
定
的
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
題
詠
の
規
範
と
な
る
堀
河
百
首
の
春
部
と
比
較
し
た
も
の
が
表
②
で

あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
冒
頭
三
首
ま
で
は
題
が
一
致
す
る
が
、
堀
河
百
首

題
が
「
残
雪
」
や
「
柳
」、「
春
雨
」「
春
駒
」
等
、
春
の
題
を
満
遍
な
く
取
り

上
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
惟
明
親
王
の
春
部
で
は
季
節
の
流
れ
に
沿
う
と
い
う

前
提
は
同
じ
で
も
、
そ
の
歌
材
が
大
き
く
偏
っ
て
お
り
、
特
定
の
歌
材
し
か

詠
ん
で
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
材
の
み
な
ら
ず
表
現
の

上
で
も
類
似
の
詞
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。）

7
（

こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
親
王
が
配
列
に
な
ん
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
い
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
歌
材
や
配
列
と
い
う
点
か
ら
春
の
部
立
で
目
を
引
く
の
が
、

⑩
か
ら
⑮
ま
で
桜
を
六
首
連
続
し
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

正
治
百
首
に
詠
進
し
て
い
る
他
の
歌
人
の
百
首
歌
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば

俊
成
や
式
子
内
親
王
の
百
首
歌
に
も
花
歌
群
が
あ
る
。）

8
（

【表②】春・堀河題との比較

惟明・春 堀河題

① 立春 立春

② 子日 子日

③ 霞 霞

④ 霞 鴬

⑤ 鶯 若菜

⑥ 梅・鶯 残雪

⑦ 若菜 梅

⑧ 梅 柳

⑨ 梅 早蕨

⑩ 桜 桜

⑪ 桜 春雨

⑫ 桜・月・嵐 春駒

⑬ 桜・嵐 帰雁

⑭ 桜・嵐 喚子鳥

⑮ 桜 苗代

⑯ 帰雁 菫菜

⑰ 霞・荻の焼原 杜若

⑱ 天香具山 藤

⑲ 暮春 款冬

⑳ 暮春 三月尽
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す
み
ぬ
（
二
一
三
）

⑬
　
と
ふ
人
の
折
ら
で
を
か
へ
れ
う
ぐ
ひ
す
の
は
風
も
つ
ら
き
宿
の
桜

を
（
二
一
四
）

⑭
　
霞
ゐ
る
た
か
ま
の
山
の
し
ら
雲
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
か
へ
る
た
び
人

（
二
一
五
）

⑮
　
夢
の
う
ち
も
う
つ
ろ
ふ
花
に
風
吹
き
て
し
づ
こ
こ
ろ
な
き
春
の
う

た
た
ね
（
二
一
六
）

⑯
　
今
朝
み
れ
ば
や
ど
の
木
ず
ゑ
に
風
過
ぎ
て
し
ら
れ
ぬ
雪
の
い
く
へ

と
も
な
く
（
二
一
七
）

式
子
内
親
王
の
花
歌
群
も
俊
成
同
様
梅
か
ら
始
ま
る
。
梅
（
⑦
・
⑧
）
の
後

は
桜
の
花
が
八
首
連
続
（
⑨
か
ら
⑯
）
し
て
置
か
れ
る
。

惟
明
親
王
の
花
歌
群
も
梅
か
ら
始
ま
り
、
桜
の
花
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
そ

の
点
で
は
俊
成
や
式
子
内
親
王
の
本
百
首
と
も
似
通
っ
て
い
る
。
惟
明
親
王
の

桜
歌
群
が
他
二
人
と
比
べ
て
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
は
、
親
王
が

梅
と
桜
の
連
接
に
香
を
用
い
、
桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
を
続
け
て
い
る
こ
と
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

俊
成
の
桜
歌
群
に
は
香
を
詠
ん
だ
歌
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
式
子
内
親

王
の
花
歌
群
で
は
、
梅
と
桜
の
連
接
に
「
な
が
め
」「
見
え
」
と
視
覚
的
な
歌

を
配
置
し
、
そ
の
後
の
桜
歌
群
も
や
は
り
視
覚
的
な
歌
が
置
か
れ
、
香
を
詠
ん

で
い
る
も
の
は
一
首
も
な
い
。

対
し
て
、
惟
明
親
王
は
梅
か
ら
桜
へ
の
移
り
変
わ
り
を
香
と
い
う
嗅
覚
表
現

⑰
　
君
が
代
は
ゐ
で
の
山
吹
さ
き
そ
ひ
て
千
世
を
か
さ
ぬ
る
玉
水
の
か

げ
（
一
一
二
〇
）

右
に
掲
げ
た
通
り
、俊
成
は
花
歌
群
の
冒
頭
（
⑦
・
⑧
）
で
梅
の
花
を
詠
み
、

そ
の
後
に
柳
、
春
雨
の
歌
（
⑨
・
⑩
）
を
置
い
た
後
、
⑪
か
ら
⑯
ま
で
花
の
歌

を
六
首
続
け
、
歌
群
の
最
後
は
山
吹
の
花
で
締
め
ら
れ
て
い
る
。）

9
（

⑪
の
「
花
」

は
桜
で
あ
る
と
は
っ
き
り
断
定
は
で
き
な
い
が
、
続
く
⑫
で
は
「
山
ざ
く
ら
」

と
は
っ
き
り
と
詠
ま
れ
、
以
降
桜
の
花
が
続
く
こ
と
か
ら
、
⑪
か
ら
⑯
ま
で
は

桜
歌
群
だ
と
判
断
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
桜
の
歌
を
連
続
し
て
何
首
も
置
く
と
い

う
点
で
は
、
惟
明
親
王
と
同
様
で
あ
る
。

次
に
式
子
内
親
王
の
花
歌
群
で
あ
る
（
春
七
首
目
か
ら
一
六
首
目
）。

⑦
　
袖
の
う
へ
に
か
き
ね
の
梅
は
お
と
づ
れ
て
枕
に
き
ゆ
る
う
た
た
ね

の
夢
（
二
〇
八
）

⑧
　
な
が
め
つ
る
け
ふ
は
む
か
し
に
成
り
ぬ
と
も
軒
ば
の
梅
は
わ
れ
を

わ
す
る
な
（
二
〇
九
）

⑨
　
い
ま
さ
く
ら
さ
き
ぬ
と
見
え
て
う
す
ぐ
も
り
春
に
か
す
め
る
世
の

気
色
か
な
（
二
一
〇
）

⑩
　
ま
つ
ほ
ど
の
心
の
う
ち
に
咲
く
花
を
つ
ひ
に
よ
し
野
へ
う
つ
し
つ

る
か
な
（
二
一
一
）

⑪
　
峰
の
雲
ふ
も
と
の
雪
に
う
づ
も
れ
て
い
づ
れ
を
花
と
み
よ
し
野
の

里
（
二
一
二
）

⑫
　
高
砂
の
尾
上
の
さ
く
ら
た
づ
ぬ
れ
ば
み
や
こ
の
に
し
き
い
く
へ
か
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り
け
る
（
三
一
九
）

⑰
　
ち
り
ま
が
ふ
は
な
の
ふ
ぶ
き
に
か
き
く
れ
て
空
ま
で
に
ほ
ふ
し
が

の
山
ご
え
（
三
二
〇
））

10
（

⑱
　
い
ま
ぞ
し
る
た
こ
の
う
ら
藤
さ
き
に
け
り
音
せ
で
浪
は
よ
す
る
も

の
か
な
（
三
二
一
）

⑲
　
岩
代
の
は
ま
松
が
え
の
藤
の
は
な
こ
れ
さ
へ
た
れ
か
む
す
び
か
け

け
ん
（
三
二
二
）

守
覚
法
親
王
の
花
歌
群
で
も
先
頭
に
置
か
れ
る
の
は
や
は
り
梅
（
⑨
・
⑩
）

で
あ
る
。）

11
（

そ
の
後
に
桜
の
歌
が
七
首（
⑪
か
ら
⑰
）置
か
れ
た
後
、藤
の
花（
⑱
・

⑲
）へ
と
移
っ
て
い
く
。
守
覚
法
親
王
も
桜
の
歌
を
連
続
し
て
詠
ん
で
い
る
が
、

注
目
し
た
い
の
は
、
⑯
・
⑰
と
二
首
続
け
て
桜
の
香
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
⑯
で
は
袖
に
移
っ
た
香
を
、
⑰
で
は
花
の
香
が
空
ま
で
薫
る
の
で
は
な

い
か
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

田
仲
氏
は
特
徴
の
二
点
目
と
し
て
挙
げ
て
い
る
万
葉
語
や
難
儀
の
語
へ
の
一

定
の
関
心
に
つ
い
て
守
覚
法
親
王
周
辺
か
ら
の
影
響
を
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

桜
の
香
を
連
続
し
て
配
置
す
る
と
い
う
、
歌
の
構
成
に
関
わ
る
面
に
お
い
て

も
、
あ
る
い
は
守
覚
法
親
王
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
両
者
の
歌
の
情
景
を
比
べ
て
み
る
と
、
三
首
と
も
風
に
薫
る
花

を
詠
ん
で
い
た
惟
明
歌
と
は
守
覚
法
親
王
の
二
首
は
ど
ち
ら
も
情
景
が
異
な
っ

て
い
る
。
桜
の
香
を
連
続
し
て
置
き
、
か
つ
そ
の
歌
の
内
容
に
も
類
似
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
他
の
歌
人
の
桜
歌
群
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
次
節
で
は

に
託
し
、
桜
歌
群
の
冒
頭
に
香
を
詠
ん
だ
歌
を
三
首
（
⑩
か
ら
⑫
）
置
く
。
こ

の
よ
う
な
構
成
は
俊
成
や
式
子
内
親
王
の
歌
群
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。

な
お
、
本
百
首
に
お
い
て
桜
の
香
を
連
続
し
て
詠
ん
で
い
る
歌
人
と
し
て
は

他
に
守
覚
法
親
王
が
挙
げ
ら
れ
る
。次
に
守
覚
法
親
王
の
花
歌
群
を
掲
げ
る（
春

の
九
首
目
か
ら
十
九
首
目
）。

⑨
　
春
の
色
も
さ
か
ず
は
い
か
が
し
り
そ
め
ん
梅
よ
り
さ
き
に
花
な
か

り
け
り
（
三
一
二
）

⑩
　
な
が
め
て
も
い
か
に
か
た
ら
む
梅
が
え
の
花
に
月
も
る
春
の
明
け

ぼ
の
（
三
一
三
）

⑪
　
こ
の
本
に
花
ま
ち
か
ね
て
な
が
む
れ
ば
お
も
影
よ
り
ぞ
さ
き
は
じ

め
け
る
（
三
一
四
）

⑫
　
桜
さ
く
み
ね
た
ち
は
な
れ
ゆ
く
雲
は
せ
め
て
も
花
に
お
も
ひ
わ
け

と
や
（
三
一
五
）

⑬
　
さ
ら
ぬ
だ
に
を
し
き
な
ご
り
を
い
か
に
又
花
よ
り
も
ろ
き
雪
と
み

ゆ
ら
ん
（
三
一
六
）

⑭
　
い
は
が
ね
に
ま
し
ば
を
り
し
き
明
け
に
け
り
よ
し
の
の
お
く
の
花

の
し
た
ふ
し
（
三
一
七
）

⑮
　
け
ふ
も
又
あ
か
ぬ
な
が
め
に
く
れ
は
て
ぬ
あ
は
れ
た
ち
う
き
花
の

か
げ
か
な
（
三
一
八
）

⑯
　
家
つ
と
に
花
を
つ
つ
み
て
か
へ
る
さ
は
に
ほ
ひ
ぞ
袖
に
も
れ
て
ち
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ウ
　
匂
こ
き
花
の
か
も
て
ぞ
し
ら
れ
け
る
う
ゑ
て
見
る
ら
ん
ひ
と
の
心
は

（
後
撰
集
巻
二
・
春
中
・
六
九
））

13
（

寛
平
御
時
、
桜
の
花
の
宴
あ
り
け
る
に
、
雨
の
ふ
り
侍
り
け
れ
ば

エ
　
春
さ
め
の
花
の
枝
よ
り
流
れ
こ
ば
猶
こ
そ
ぬ
れ
め
か
も
や
う
つ
る
と

（
後
撰
集
巻
三
・
春
下
・
一
一
〇
・
藤
原
敏
行
朝
臣
）

花
薫
風
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る

オ
　
よ
し
の
や
ま
み
ね
の
さ
く
ら
や
さ
き
ぬ
ら
ん
ふ
も
と
の
さ
と
に
に
ほ

ふ
は
る
か
ぜ
（
金
葉
集
巻
一
・
春
部
・
二
九
・
摂
政
左
大
臣
）

堀
河
院
御
時
中
宮
御
方
に
て
風
閑
花
香
と
い
へ
る
事
を
つ
か
う

ま
つ
れ
る

カ
　
木
ず
ゑ
に
は
ふ
く
と
も
見
え
で
さ
く
ら
花
か
を
る
ぞ
か
ぜ
の
し
る
し

な
り
け
る
（
金
葉
集
巻
一
・
春
部
・
五
九
・
源
俊
頼
朝
臣
）

新
院
北
面
に
て
残
花
薫
風
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る

キ
　
ち
り
は
て
ぬ
は
な
の
あ
り
か
を
し
ら
す
れ
ば
い
と
ひ
し
か
ぜ
ぞ
け
ふ

は
う
れ
し
き
（
金
葉
集
巻
一
・
春
部
・
七
〇
・
中
納
言
雅
定
）

落
花
満
庭
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

ク
　
に
は
も
せ
に
つ
も
れ
る
雪
と
み
え
な
が
ら
か
を
る
ぞ
は
な
の
し
る
し

な
り
け
る
（
詞
花
集
巻
一
・
春
・
四
三
・
花
薗
左
大
臣
）

近
衛
殿
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
か
へ
ら
せ
給
ひ
け
る
日
、
遠
尋

山
花
と
い
へ
る
心
を
よ
ま
せ
給
う
け
る

ケ
　
た
づ
ね
つ
る
花
の
あ
た
り
に
な
り
に
け
り
に
ほ
ふ
に
し
る
し
春
の
山

こ
の
桜
歌
群
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い
。

二
　
風
に
薫
る
桜
歌
群

桜
は
『
古
今
和
歌
集
』（
以
下
、
古
今
集
と
す
る
。
そ
の
他
の
勅
撰
集
も
同

様
に
省
略
し
て
示
す
）
以
来
盛
ん
に
詠
ま
れ
て
き
た
花
で
あ
り
、
そ
の
用
例
は

枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
香
り
を
詠
ん
だ
歌
に
限
定
す
る
と
そ
の
数
は
そ
う
多
く

は
な
い
。
表
③
は
、
古
今
集
か
ら
千
載
集
ま
で
の
勅
撰
集
で
、
桜
の
歌
及
び
そ

の
中
で
桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。）

12
（

桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
は
各
集
に
一
か

ら
三
首
あ
る
か
な
い
か
で
、
総
数
で
見
て
も
十

首
程
度
し
か
な
い
。
以
下
そ
れ
ら
の
歌
を
挙
げ

る
。
な
お
各
歌
に
は
便
宜
上
ア
〜
コ
の
記
号
を

振
っ
た
。

さ
く
ら
の
花
の
も
と
に
て
年
の
お
い
ぬ
る
こ
と
を
な
げ
き
て
よ

め
る

ア
　
い
ろ
も
か
も
お
な
じ
む
か
し
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま

り
け
る
（
古
今
集
巻
一
・
春
上
・
五
七
・
き
の
と
も
の
り
）

貞
観
御
時
、
ゆ
み
の
わ
ざ
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に

イ
　
け
ふ
桜
し
づ
く
に
わ
が
身
い
ざ
ぬ
れ
む
か
ご
め
に
さ
そ
ふ
風
の
こ
ぬ

ま
に
（
後
撰
集
巻
二
・
春
中
・
五
六
・
河
原
左
大
臣
）

御
返
し

【表③】勅撰集の桜歌
桜歌 桜の香

古今 53 1

後撰 34 3

拾遺 58 0

後拾遺 75 0

金葉 52 3

詞花 33 1

千載 76 2
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第
四
句
の
「
梢
に
か
を
る
」
は
や
は
り
類
例
の
少
な
い
秀
句
表
現
で
あ
り
、

僅
か
に
建
久
元
年
『
花
月
百
首
』
の
藤
原
定
家
詠
を
見
出
す
ば
か
り
で

あ
る
。

田
仲
氏
が
指
摘
す
る
歌
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

あ
く
が
れ
し
雪
と
月
と
の
色
と
め
て
梢
に
か
を
る
春
の
山
か
げ（
六
〇
八
）

『
花
月
百
首
』
の
他
の
歌
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
歌
の
他
に
、

桜
花
さ
き
に
し
日
よ
り
吉
野
山
空
も
ひ
と
つ
に
か
を
る
白
雲
（
六
〇
一
）

花
の
香
は
か
を
る
ば
か
り
を
行
へ
と
て
風
よ
り
つ
ら
き
夕
や
み
の
空

（
六
二
七
）

の
よ
う
に
、
花
の
香
を
詠
ん
だ
歌
は
何
首
か
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

定
家
の
『
花
月
百
首
』
は
桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
を
連
続
し
て
置
く
よ
う
な
配
列

に
は
な
っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
風
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
桜
の
香
や
「
木
末
に
か
を
る
」
と
い
う
表

現
に
は
、
金
葉
集
や
千
載
集
、
あ
る
い
は
定
家
か
ら
の
影
響
を
見
出
せ
る
。
そ

の
一
方
で
、
桜
の
香
を
連
続
し
て
置
く
と
い
う
配
置
は
こ
れ
ら
の
先
行
例
に
は

な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
正
治
百
首
が
選
集
資
料
と
な
っ
た
、
新
古
今
集
の
桜
歌

に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

表
④
に
示
し
た
よ
う
に
、
新
古
今
集
で
は
桜
を
詠
ん
で
い
る
歌

が
一
一
三
首
確
認
で
き
、
千
載
集
ま
で
と
比
し
て
も
そ
の
数
が
増

し
て
い
る
。
し
か
し
、
桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
は
四
首
の
み
で
あ
り
、

か
ぜ
（
千
載
集
巻
一
・
春
歌
上
・
四
六
・
崇
徳
院
御
製
）

（
崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
花
の
う
た
と
て
よ

め
る
）

コ
　
山
ざ
く
ら
か
す
み
こ
め
た
る
あ
り
か
を
ば
つ
ら
き
も
の
か
ら
風
ぞ
し

ら
す
る
（
千
載
集
巻
一
・
春
歌
上
・
五
七
・
前
参
議
教
長
）

ア
は
、
老
い
る
自
分
と
、
色
も
香
も
昔
と
変
わ
ら
な
い
桜
と
が
対
照
的
に
詠

ま
れ
、
イ
・
エ
は
濡
れ
た
桜
の
香
を
詠
む
。
ウ
は
返
歌
ら
し
く
「
花
の
香
を
以

て
人
を
讃
え
る
」）

14
（

歌
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
で
は
、
雪
と
見
紛
う
ば
か
り

の
庭
一
面
の
落
花
が
、
そ
の
香
の
た
め
に
花
だ
と
わ
か
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

対
し
て
、金
葉
集
の
三
首
（
オ
・
カ
・
キ
）
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
花
薫
風
」、「
風

閑
花
香
」、「
残
花
薫
風
」
と
い
う
題
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
風
に
薫
る
桜
の
花

を
詠
ん
で
い
る
。
千
載
集
の
二
首
（
ケ
・
コ
）
も
、「
に
ほ
ふ
に
し
る
し
春
の

山
か
ぜ
」、「
風
ぞ
し
ら
す
る
」
と
い
う
語
句
か
ら
、
や
は
り
風
に
よ
っ
て
運
ば

れ
る
桜
の
香
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
風
が
桜
の
香
を
運
ぶ
と
い
う
点
で
、
惟
明

歌
は
金
葉
集
や
千
載
集
の
歌
と
似
通
っ
て
い
る
。

田
仲
氏
は
惟
明
親
王
の
正
治
百
首
の
特
徴
の
四
点
目
と
し
て
「
Ⅳ
　
同
時

代
・
近
時
代
歌
人
た
ち
の
表
現
を
取
り
入
れ
る
」
を
挙
げ
て
い
た
が
、
こ
の
歌

群
の
風
に
香
る
桜
と
い
う
趣
向
も
、
金
葉
集
や
千
載
集
な
ど
の
近
い
時
代
の
勅

撰
集
か
ら
発
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
惟
明
親
王
の
桜
歌
群
の
語
句
に
着
目
す
る
と
、
⑫
の
「
木
末
に
か
を

る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
田
仲
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

【表④】新古今集の桜歌
桜歌 113

桜の香 4
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守
覚
法
親
王
の
百
首
歌
や
新
古
今
集
の
桜
の
香
の
歌
を
勘
案
す
る
に
、
同
時

代
に
桜
の
香
を
連
続
し
て
詠
む
配
列
と
い
う
の
は
珍
し
い
な
が
ら
も
散
見
さ

れ
、
こ
の
一
点
の
み
で
惟
明
親
王
独
自
の
趣
向
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
香

の
詠
ま
れ
方
に
着
目
し
て
み
る
と
、
同
時
代
の
趣
向
は
衣
へ
の
移
り
香
で
あ

り
、
そ
の
点
に
お
い
て
惟
明
親
王
の
詠
み
方
は
同
時
代
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む

し
ろ
金
葉
集
や
千
載
集
な
ど
や
や
前
の
時
代
の
詠
み
ぶ
り
に
似
通
っ
て
い
る
と

言
え
、
そ
こ
に
独
自
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
先
行
歌
摂
取
の
表
現
―
春
部
前
半
―

前
節
で
取
り
上
げ
た
桜
歌
群
で
、
惟
明
親
王
は
桜
の
香
を
連
続
し
て
置
く
と

い
う
同
時
代
に
少
な
い
な
が
ら
も
見
ら
れ
た
配
列
を
採
用
す
る
一
方
で
、
情
景

の
詠
み
ぶ
り
は
同
時
代
の
も
の
と
は
変
え
る
と
い
う
趣
向
を
凝
ら
し
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
、
本
百
首
の
春
部
に
お
い
て
、
親
王
の
工
夫
は
歌
の
表
現
に
込
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
表
現
と
配
列
を
見
比
べ
る
こ
と
で
、

新
た
な
工
夫
が
見
出
せ
る
の
で
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
春
部
前
半
（
①
か
ら
⑨
）
の
歌
の
表
現
に
着
目
し
て
、

考
察
を
行
う
。

冒
頭
の
①
に
つ
い
て
、
田
仲
氏
は
、
上
句
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
等
に
採
ら
れ

て
い
る
平
兼
盛
の
著
名
な
歌
、

あ
さ
ひ
さ
す
み
ね
の
し
ら
ゆ
き
む
ら
ぎ
え
て
は
る
の
か
す
み
は
は
や
た
ち

に
け
り
（
春
・
霞
・
一
〇
四
）

や
は
り
桜
の
香
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
珍
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
四
首
の
う
ち
三
首
は
連
続
し
て
置
か
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
以
下
に
そ
の
三
首
を
引
用
す
る
。）

15
（

サ
　
花
の
か
に
こ
ろ
も
は
ふ
か
く
な
り
に
け
り
こ
の
し
た
か
げ
の
風
の

ま
に
ま
に
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
一
一
・
貫
之
）

千
五
百
番
歌
合
に

シ
　
風
か
よ
ふ
ね
ざ
め
の
そ
で
の
花
の
か
に
か
を
る
ま
く
ら
の
春
の

夜
の
夢
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
一
二
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
）

守
覚
法
親
王
、
五
十
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
時

ス
　
こ
の
ほ
ど
は
し
る
も
し
ら
ぬ
も
玉
桙
の
ゆ
き
か
ふ
袖
は
花
の
か
ぞ

す
る
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
一
三
・
藤
原
家
隆
朝
臣
）

新
古
今
集
の
春
部
で
は
巻
第
一
の
七
九
か
ら
桜
歌
群
が
始
ま
り
、
そ
の
ま
ま

巻
第
二
に
入
り
、
一
五
八
ま
で
続
く
。
実
に
八
十
も
の
桜
の
歌
が
続
く
こ
の
歌

群
中
で
香
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
三
首
だ
け
で
あ
る
。

歌
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
情
景
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
す
べ
て
衣
へ

の
移
り
香
を
詠
む
。
シ
の
歌
は
、
元
の
『
千
五
百
番
歌
合
』
で
は
梅
の
香
を
詠

ん
で
い
た
歌
だ
っ
た
。
そ
れ
を
あ
え
て
桜
歌
群
の
こ
の
位
置
に
配
列
し
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
撰
者
の
意
図
が
桜
の
香
、
そ
れ
も
衣
へ
の
移
り
香
に
あ

る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。前
節
で
取
り
上
げ
た
守
覚
法
親
王
の
正
治
百
首
に
も
、

桜
の
香
を
詠
ん
だ
歌
が
二
首
確
認
で
き
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
首
は
「
に
ほ
ひ

ぞ
袖
に
も
れ
て
」
と
や
は
り
衣
へ
の
移
り
香
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
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お
け
る
光
源
氏
の
詠
歌
と
し
て
も
相
応
し
い
歌
境
を
構
築
し
た
の
が
、
当
該
の

惟
明
詠
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
物
語
取
り
の
和
歌

と
し
て
田
仲
氏
は
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
先
行
歌
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
で
し
ま
っ
た
稚
拙
な
歌
の

後
に
、
先
行
歌
の
表
現
を
巧
く
取
り
込
ん
だ
り
、
秀
句
的
な
表
現
を
用
い
た
り

し
た
歌
を
置
く
と
い
う
配
列
が
前
半
は
続
い
て
い
く
。

⑤
は
「
鶯
の
な
み
だ
の
こ
ほ
り
」
と
い
う
表
現
は
、当
然
古
今
集
所
収
の
「
雪

の
内
に
春
は
き
に
け
り
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む
」（
春
上
・

四
・
藤
原
高
子
）
が
想
起
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
歌
を
踏
ま
え
た
「
う
ぐ
ひ
す
は

こ
ほ
る
な
み
だ
の
と
く
る
に
や
ゆ
き
ふ
る
す
に
て
は
る
を
し
る
ら
ん
」（『
経
正

集
』・
春
・
鶯
・
三
）
と
表
現
が
ほ
ぼ
似
通
っ
て
い
る
。）

16
（

続
く
⑥
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
身
に
し
む
」
と
い
う
表
現
は
、
多
く
が
秋
の

歌
と
し
て
風
と
共
に
詠
ま
れ
て
き
た
が
、
春
歌
の
例
も
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
の

中
で
も
惟
明
歌
同
様
鶯
の
声
が「
身
に
し
む
」と
詠
む
例
は
、次
の
三
首
が
あ
る
。

鶯
の
初
音
や
何
の
色
な
ら
む
き
け
ば
身
に
し
む
春
の
曙

（『
袋
草
紙
』・
七
一
・
右
衛
門
尉
孝
善
）

（
鶯
人
家
花
中
に
鶯
あ
る
所

）

う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
の
い
ろ
さ
へ
身
に
し
む
は
は
な
の
た
よ
り
に
き
け
ば
な

り
け
り
（『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』・
三
八
・
隆
信
）

わ
が
宿
は
谷
の
ふ
る
す
を
隣
に
て
ふ
か
く
み
に
し
む
う
ぐ
ひ
す
の
声

（『
若
宮
社
歌
合
』・
二
番
・
四
・
藤
原
隆
信
）

を
踏
襲
し
た
も
の
、下
句
は
『
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
』
の
九
条
兼
実
の
歌
、

桜
山
野
并
人
家
に
桜
盛
に
さ
き
た
る
所
か
す
み
有
り

さ
く
ら
ば
な
か
ぜ
も
の
ど
け
き
み
世
に
逢
ひ
て
ち
ら
ぬ
春
を
し
か
さ
ぬ
べ

き
か
な

な
ど
の
近
い
時
期
の
先
行
歌
に
見
ら
れ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
と
し
て
、「
先

行
歌
の
表
現
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
拠
し
た
平
凡
な
詠
み
振
り
の
一
首
で
あ
る
」

と
評
し
て
い
る
。

②
も
和
歌
文
学
大
系
の
注
で
本
歌
と
し
て
拾
遺
集
の
能
宣
の
歌
、

入
道
式
部
卿
の
み
こ
の
、
子
の
日
し
侍
り
け
る
所
に

ち
と
せ
ま
で
か
ぎ
れ
る
松
も
け
ふ
よ
り
は
君
に
ひ
か
れ
て
万
代
や
へ
む

（
巻
一
・
春
・
二
四
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
歌
の
表
現
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
続
く
③
の
歌
も
、
田
仲
氏
は
藤
原
清
輔
の
次
の
歌
、

朝
が
す
み
ふ
か
く
み
ゆ
る
や
け
ぶ
り
た
つ
室
の
や
し
ま
の
わ
た
り
な
る
ら

ん
（『
久
安
百
首
』・
春
二
十
首
・
九
〇
五
）

を
引
き
な
が
ら
「
一
首
全
体
の
趣
向
や
詞
続
き
が
（
中
略
）
酷
似
す
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
の
三
首
に
、
先
行
歌
の
表

現
に
大
き
く
依
拠
し
た
歌
を
置
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
④
に
つ
い
て
は
明
石
巻
で
源
氏
が
詠
ん
だ

は
る
か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
し
て

の
「
詞
続
き
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
須
磨
巻
近
く
で
語
ら
れ
る
海
岸
で
の
場
面
に
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花
の
ち
る
こ
と
や
わ
び
し
き
春
霞
た
つ
た
の
山
の
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ

（
一
〇
八
・
藤
原
の
ち
か
げ
）

鶯
の
花
の
木
に
て
な
く
を
よ
め
る

し
る
し
な
き
ね
を
も
な
く
か
な
う
ぐ
ひ
す
の
こ
と
し
の
み
ち
る
花
な
ら
な

く
に
（
一
一
〇
・
み
つ
ね
）

惟
明
親
王
の
該
当
歌
で
は
「
梅
が
え
の
花
よ
り
ち
ら
す
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
」

と
い
う
詞
続
き
で
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
れ
ば
、
梅
の
枝
に
止
ま
っ
て
い
る
鶯

の
声
が
ま
る
で
花
か
ら
ふ
り
ま
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
情

景
だ
ろ
う
。
梅
の
花
も
声
と
共
に
散
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ

だ
が
、
直
前
の
⑤
の
歌
で
鶯
の
初
音
を
詠
み
、
こ
の
後
の
⑧
・
⑨
で
も
梅
の
歌

が
続
く
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
は
ま
だ
梅
の
花
は
散
っ
て
い
な
い
だ
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
、散
る
花
を
惜
し
ん
で
鳴
い
て
い
る
鶯
の
声
が
「
身
に
し
む
」

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
歌
で
「
身
に
し
む
」と
表
現
さ
れ
て
い
る
鶯
の
声
と
は
、

「
身
に
し
む
」
の
用
例
で
詠
ま
れ
て
い
た
鶯
の
初
音
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
考
え
る
と
前
に
置
か
れ
た
⑤
の
歌
と
の
つ
な
が
り
も
増
す
。

⑧
と
⑨
も
同
様
の
配
列
で
あ
る
。
⑧
の
上
句
は
、
千
載
集
所
収
の
、

梅
花
夜
薫
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
め
る

む
め
が
か
は
お
の
が
か
き
ね
を
あ
く
が
れ
て
ま
や
の
あ
た
り
に
ひ
ま
も
と

む
な
り
（
春
上
・
二
六
・
源
俊
頼
朝
臣
）

に
ほ
ぼ
一
致
し
、
下
句
は
金
葉
集
の
、

梅
花
夜
に
ほ
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
三
首
は
ど
れ
も
「
梅
が
え
の
花
よ
り
ち
ら
す
う
ぐ
ひ

す
の
こ
ゑ
」と
詠
む
惟
明
歌
と
は
詠
み
ぶ
り
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も「
花

よ
り
ち
ら
す
」
と
い
う
表
現
は
、
管
見
の
限
り
他
に
例
を
見
な
い
。
鶯
と
梅
は

よ
く
あ
る
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
鶯
が
梅
の
花
を
散
ら
す
の
で
あ

る
。
例
え
ば
古
今
集
所
収
の
素
性
の
歌
、

う
ぐ
ひ
す
の
な
く
を
よ
め
る

こ
づ
た
へ
ば
お
の
が
は
か
ぜ
に
ち
る
花
を
た
れ
に
お
ほ
せ
て
こ
こ
ら
な
く

ら
む
（
巻
第
一
春
歌
上
・
一
〇
九
・
そ
せ
い
）

で
は
、
鶯
自
身
の
羽
風
に
よ
っ
て
花
が
散
っ
て
い
く
の
を
誰
の
せ
い
に
し
て
鳴

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
詠
む
。
鶯
自
身
が
花
を
散
ら
し
な
が
ら
も
、
一
方

で
鶯
は
散
る
梅
を
惜
し
み
、
だ
か
ら
こ
そ
鳴
い
て
い
る
。
こ
の
歌
の
前
後
に
は

そ
の
よ
う
に
梅
の
花
を
惜
し
ん
で
鳴
く
鶯
の
歌
が
並
ぶ
。

題
し
ら
ず

鶯
の
な
く
の
べ
ご
と
に
き
て
見
れ
ば
う
つ
ろ
ふ
花
に
風
ぞ
ふ
き
け
る

（
一
〇
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

吹
く
風
を
な
き
て
う
ら
み
よ
鶯
は
我
や
は
花
に
手
だ
に
ふ
れ
た
る（

一
〇
六
）

ち
る
花
の
な
く
に
し
と
ま
る
物
な
ら
ば
我
鶯
に
お
と
ら
ま
し
や
は

（
一
〇
七
・
典
侍
洽
子
朝
臣
）

仁
和
の
中
将
の
み
や
す
ん
所
の
家
に
歌
合
せ
む
と
て
し
け
る
時
に
よ

み
け
る
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よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
春
の
終
わ
り
の
歌
に
は
と
り
わ
け
同
時
代
の
和
歌
表
現
が
見

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
指
摘
が
な
い
そ
の
他
の
三
首
に
つ
い
て
も

見
て
い
き
た
い
。

⑯
は
帰
雁
を
詠
ん
だ
歌
で
、
結
句
に
「
秋
の
こ
こ
ろ
を
」
と
詠
ま
れ
る
。
正

治
百
首
に
同
じ
く
帰
雁
の
歌
で
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
を
詠
ん
で
い
る
歌
が
あ
る
。

定
家
の
鳥
題
の
四
首
目
で
あ
る
。

い
か
に
せ
ん
つ
ら
み
だ
れ
に
し
雁
が
ね
の
た
ち
ど
も
し
ら
ぬ
秋
の
こ
こ

ろ
を
（
一
三
九
七
）

こ
の
句
に
つ
い
て
山
崎
桂
子
氏
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
小
野
篁
の
詩
、

物
色
は
自
ら
客
の
意
を
傷
ま
し
む
る
に
堪
へ
た
り

宜
な
り
愁
の
字
を
将
つ
て
秋
の
心
に
作
れ
る
こ
と

と
、
右
の
詩
を
踏
ま
え
た
千
載
集
の
次
の
歌
を
引
い
て
、
論
じ
て
い
る
。）

17
（

崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
秋
の
う
た
と
て
よ
め
る

こ
と
ご
と
に
か
な
し
か
り
け
り
む
べ
し
こ
そ
秋
の
心
を
う
れ
へ
と
い
ひ
け

れ
（
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
三
五
一
・
藤
原
季
通
朝
臣
）

山
崎
氏
は
さ
ら
に
定
家
が
繰
り
返
し
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
詠
ん

で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「「
秋
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
含
む
、
定
家
の
歌

四
首
は
、
さ
な
が
ら
不
遇
な
彼
の
半
生
を
た
ど
ら
せ
て
く
れ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。

惟
明
親
王
は
、
定
家
の
よ
う
に
こ
の
語
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
わ
け
で
も

む
め
が
え
に
か
ぜ
や
ふ
く
ら
ん
春
の
夜
は
を
ら
ぬ
袖
さ
へ
に
ほ
ひ
ぬ
る
か

な
（
二
度
本
・
春
・
一
八
・
前
大
宰
大
弐
長
房
）

に
似
通
い
、
元
歌
の
表
現
を
切
り
貼
り
し
た
だ
け
の
平
凡
な
歌
で
あ
る
。

対
し
て
、
⑨
は
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
盛
り
の
白
梅
を
「
春
の
あ
は
雪
」
に
見

立
て
、
そ
の
梅
の
香
を
「
を
る
て
に
か
を
る
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
表
現
も
や

は
り
他
に
は
見
え
な
い
が
、
類
似
の
表
現
と
し
て
寂
蓮
の
次
の
歌
が
挙
げ
ら

れ
る
。春

風
は
た
も
と
に
か
を
る
む
め
が
え
を
を
る
て
に
う
つ
る
う
ぐ
ひ
す
の
こ

ゑ
（『
寂
蓮
無
題
百
首
』・
四
）

寂
蓮
歌
は
「
た
も
と
に
か
を
る
」「
を
る
て
に
う
つ
る
」
と
詠
み
、
梅
の
香

と
鶯
の
声
と
い
う
嗅
覚
と
聴
覚
に
拠
っ
た
。
一
方
、惟
明
親
王
の
当
該
歌
は「
春

の
あ
は
雪
」
に
見
立
て
た
白
梅
を
「
を
る
て
に
か
を
る
」
と
表
現
し
、
嗅
覚
と

視
覚
に
訴
え
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

四
　
先
行
歌
摂
取
の
表
現
―
春
部
末
―

次
に
春
部
末
（
⑯
〜
⑳
）
の
歌
の
表
現
を
見
て
い
く
。

こ
の
五
首
の
う
ち
⑱
「
春
と
い
へ
ば
」
は
和
歌
文
学
大
系
が
「
同
時
代
に
多

く
詠
ま
れ
た
表
現
」
と
注
を
付
け
て
い
る
。
⑳
に
つ
い
て
も
、
田
仲
氏
が
拾
遺

集
の
貫
之
歌
に
「
殆
ど
模
倣
に
等
し
い
よ
う
な
歌
い
回
し
」と
評
し
な
が
ら
も
、

「
春
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
表
現
が
近
い
時
期
の
先
行
歌
に
何
首
か
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、「
新
風
歌
人
好
み
の
秀
句
的
表
現
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
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に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
が
、
惟
明
歌
で
は
霞
が
立
ち
こ
め
て
い
る
た
め
に
荻
の

新
芽
が
出
て
い
る
か
ど
う
か
も
「
お
ぼ
つ
か
」
な
い
の
で
あ
る
。
結
句
の
「
を

ぎ
の
や
け
原
」
は
後
撰
集
の
兼
盛
歌
「
け
ふ
よ
り
は
荻
の
や
け
原
か
き
わ
け
て

若
菜
つ
み
に
と
誰
を
さ
そ
は
ん
」（
巻
第
一
・
春
上
・
三
）
が
有
名
だ
が
、
霞

を
共
に
詠
ん
だ
例
と
し
て
は
、

大
納
言
実
房
家
に
十
五
首
よ
ま
せ
侍
り
し
に
、
霞
を

と
山
に
は
霞
し
に
け
り
何
方
か
我
が
し
め
し
野
の
を
ぎ
の
や
け
原

（『
林
葉
和
歌
集
』・
一
八
）

は
る
ば
る
と
を
ぎ
の
や
け
は
ら
た
つ
ひ
ば
り
霞
の
う
ち
に
こ
ゑ
あ
が
る
な

り
（『
六
百
番
歌
合
』・
十
七
番
・
左
持
・
九
三
・
季
経
）

な
ど
、
い
ず
れ
も
近
い
時
期
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
草
た
つ
ほ
ど
」

も
「
を
ぎ
の
や
け
原
」
も
先
行
例
と
は
詠
み
ぶ
り
が
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
前
半
に
多
々
見
ら
れ
た
先
行
歌
の
表
現
を
取
り
込
ん
だ
だ
け
の
歌
に
比

べ
、
作
者
の
意
欲
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

最
後
に
暮
春
を
詠
ん
だ
⑲
の
歌
は
、
和
歌
文
学
大
系
が
補
注
で
「
季
節
の
移

ろ
い
を
さ
や
か
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
目
に
見
え
ぬ
春
を
慕
う

こ
と
へ
の
諦
観
を
含
み
な
が
ら
、去
り
ゆ
く
春
を
惜
し
む
」
と
述
べ
、『
風
情
集
』

の
「
こ
こ
ろ
み
に
ひ
き
や
と
め
ま
し
く
れ
て
ゆ
く
春
の
す
が
た
の
あ
ら
は
な
り

せ
ば
」（
三
三
五
）
を
例
に
挙
げ
る
。
季
節
に
対
し
て
「
し
た
ふ
心
」
と
詠
む

例
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

九
月
尽
を
よ
め
る

自
身
の
半
生
を
重
ね
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で「
こ
し
ぢ
の
ひ
と
の
」

心
情
と
し
て
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
を
詠
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
定
家
が
心

を
寄
せ
て
い
た
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
、
若
輩
の
惟
明
親
王
も
同
じ

帰
雁
の
材
で
選
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
親
王
の
非
凡
さ
が
少
な
か
ら
ず
感
じ
ら

れ
る
。
ま
た
、篁
の
詩
中
に
あ
る
「
客
の
意
を
傷
ま
し
む
る
に
堪
へ
た
り
」
は
、

桜
歌
群
の
最
後
「
旅
ね
」
に
も
通
ず
る
心
情
で
も
あ
り
、
百
首
歌
の
並
び
の
中

で
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
見
た
と
き
に
、
前
の
歌
と
の
つ
な
が
り
を

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
同
時
代
の
表
現
を
自
身
の
百
首
歌
の
配
列
に

落
と
し
込
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
⑰
の
「
草
た
つ
ほ
ど
」
と
い
う
表
現
は
、『
六
百
番
歌
合
』
の
経
家
歌

が
初
出
に
な
る
。

色
色
の
は
な
さ
く
べ
し
と
見
え
ぬ
か
な
く
さ
た
つ
ほ
ど
の
野
べ
の
気
色
は

（
廿
三
番
・
右
・
四
六
）

こ
の
歌
は
判
詞
で
「
判
云
、
此
両
首
、
共
に
古
今
集
、
み
ど
り
な
る
一
草
と

ぞ
春
は
見
し
と
い
へ
る
歌
の
心
な
る
べ
し
、
幾
の
勝
負
な
き
に
や
、
但
、
右
、

草
立
つ
程
の
、
詞
不
被
庶
幾
に
や
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
古
今
集
の
次

の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
。

題
し
ら
ず

み
ど
り
な
る
ひ
と
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
秋
は
い
ろ
い
ろ
の
花
に
ぞ
あ
り
け

る
（
秋
歌
上
・
二
四
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

古
今
集
所
収
歌
も
、経
家
歌
も
春
の
野
の
緑
を
見
て
、秋
の
色
と
り
ど
り
の
花
々
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を
行
っ
て
き
た
。

ま
ず
春
の
部
立
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
歌
材
や
語
句
、
情
景
な
ど
に
よ
っ
て

隣
り
合
う
歌
同
士
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
一
定
の
配
列
意
識
が

確
か
に
読
み
取
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
た
。
惟
明
親
王
の
百
首
歌
の
傾
向
の
一

つ
と
し
て
、
部
立
内
で
同
一
歌
材
の
歌
を
複
数
詠
む
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
、）

18
（

こ
の
傾
向
が
春
部
で
も
顕
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

春
部
の
構
成
に
つ
い
て
他
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
特
に
桜
の
歌
を
連
続
し

て
配
列
し
、
そ
の
歌
群
の
中
で
は
さ
ら
に
桜
の
香
を
三
首
続
け
て
詠
ん
で
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桜
の
香
を
詠
む
こ
と
自
体
が
和
歌
史
に
お
い
て
稀
で
あ

る
が
、
守
覚
法
親
王
の
正
治
百
首
や
新
古
今
集
の
春
部
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
同
時
代
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
突
飛
な
発
想
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
桜
の
香
は
衣
へ
の
移
り
香
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
た
。
親
王
は
、
風
に
薫
る
桜
の
香
と
い
う
金
葉
集
や
千
載
集
に
見
ら

れ
た
情
景
を
詠
ん
だ
歌
を
並
べ
て
配
列
す
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
傾
向
と
の
差

別
化
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
半
に
は
先
行
歌
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
い
る
だ
け
の
歌

が
目
立
っ
た
が
、
部
立
末
尾
に
は
、
同
時
代
の
新
奇
な
語
句
や
表
現
を
取
り
入

れ
つ
つ
、
先
行
歌
と
は
異
な
る
詠
み
ぶ
り
の
歌
が
集
中
し
て
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
構
成
に
意
図
を
読
み
取
れ
る
か
、
即
ち
先
行
歌
の
摂
取
の
方
法
が

配
列
意
識
と
直
接
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
は
、
他
の
部
立
や
『
千
五
百
番
歌

合
』
の
百
首
歌
と
も
見
比
べ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
す
ぐ
に
は
結
論
を
出
せ
な

す
ぎ
て
行
く
秋
を
も
な
に
か
う
ら
む
べ
き
し
た
ふ
心
に
と
ま
り
や
は
す
る

（『
経
盛
集
』・
六
五
）

（
百
首
歌
中
に
、
秋
の
く
れ
の
心
を
よ
め
る
）

雲
路
を
や
暮
れ
ゆ
く
秋
は
か
へ
る
ら
ん
し
た
ふ
心
の
空
に
な
る
か
な

（『
玄
玉
和
歌
集
』・
四
四
〇
・
顕
昭
法
師
）

さ
夜
ふ
く
る
か
ね
の
お
と
に
は
ゆ
く
春
を
し
た
ふ
こ
こ
ろ
も
つ
き
は
て
に

け
り
（『
千
五
百
番
歌
合
』・
二
百
八
十
六
番
・
右
・
五
七
一
・
通
光
卿
）

用
例
は
や
は
り
近
い
時
期
の
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
先
行
す
る
二
例
は
ど
ち

ら
も
暮
秋
の
歌
で
あ
る
。『
千
五
百
番
歌
合
』
の
通
光
歌
は
惟
明
歌
と
ど
ち
ら

が
先
行
す
る
か
判
断
が
つ
き
か
ね
る
が
、
ど
ち
ら
も
暮
春
を
詠
み
、
ま
た
下
句

の
表
現
も
「
心
も
か
ひ
な
か
り
け
り
」「
こ
こ
ろ
も
つ
き
は
て
に
け
り
」
と
似

通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
上
、
春
部
末
の
五
首
の
表
現
を
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
歌
に
も
同
時
代

や
近
時
代
の
和
歌
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、

先
行
歌
の
表
現
を
無
造
作
に
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
歌
が
多
か
っ
た
前
半
に
比

べ
て
配
列
や
歌
の
情
景
に
工
夫
が
読
み
取
れ
、
後
半
に
は
同
時
代
に
例
が
見
ら

れ
る
表
現
を
用
い
つ
つ
、
先
行
歌
に
大
き
く
依
拠
す
る
こ
と
な
く
詠
じ
た
歌
を

配
列
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
惟
明
親
王
の
正
治
百
首
か
ら
春
の
歌
二
十
首
を
取
り
上
げ
、
考
察
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こ
の
秋
の
歌
の
よ
う
に
、
表
現
が
配
列
と
直
結
し
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
見

つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
こ
ま
で
意
図
的
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
百
首

全
体
の
傾
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
惟
明
親
王
の
中
に

は
表
現
と
配
列
が
直
接
的
に
結
び
つ
く
意
識
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
）
勅
撰
集
へ
の
入
首
状
況
は
、
新
古
今
集
六
首
、
新
勅
撰
集
一
首
、
続
後
撰
集
三
首
、

続
古
今
集
二
首
、
続
拾
遺
集
二
首
、
新
後
撰
集
三
首
、
玉
葉
集
四
首
、
続
千
載
集
二
首
、

続
後
拾
遺
集
二
首
、
新
千
載
集
二
首
、
新
拾
遺
集
一
首
、
新
後
拾
遺
集
二
首
、
新
続

古
今
集
四
首
。

（
2
）
惟
明
親
王
を
取
り
上
げ
た
研
究
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

山
崎
桂
子
「
憂
し
と
い
ひ
て
も
あ
ま
る
涙
を
―
惟
明
親
王
逸
文
歌
考
証
―
」（『
広
島

女
子
大
国
文
』
一
〇
号
、
一
九
九
三
年
九
月
）、「
惟
明
親
王
歌
逸
文
考
証
」（『
和
歌

文
学
研
究
』
六
八
号
、
一
九
九
四
年
五
月
）、「
三
宮
惟
明
親
王
伝
―
誕
生
か
ら
寿
永

二
年
ま
で
―
」（『
国
語
国
文
』六
四
号
、一
九
九
五
年
五
月
）、『
正
治
百
首
の
研
究
』（
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）

田
仲
洋
己
「
三
宮
惟
明
親
王
歌
の
正
治
初
度
百
首
詠
に
つ
い
て
」（『
中
世
前
期
の

歌
書
と
歌
人
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）：
初
出
『
岡
大
国
文
論
稿
』
三
四
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月

久
保
田
淳
他
『
和
歌
文
学
大
系
49
　
正
治
二
年
院
初
度
百
首
』（
明
治
書
院
、

二
〇
一
六
年
）：
惟
明
親
王
の
百
首
歌
は
木
下
華
子
氏
が
担
当
し
て
い
る
。

（
3
）
注
（
2
）
掲
出
論
文

（
4
）
山
崎
桂
子
氏
の
考
証
に
よ
る
と
、
現
存
す
る
惟
明
親
王
歌
は
二
〇
九
首
で
あ
る
。
な

い
が
、
例
え
ば
惟
明
親
王
の
本
百
首
の
秋
の
歌
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

衣
う
つ
き
ぬ
た
の
音
を
し
る
べ
に
て
お
き
ゐ
の
里
を
た
づ
ね
つ
る
か
な

（
一
五
四
）

右
の
歌
は
、
秋
部
の
一
六
番
目
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
直
前
ま
で
は

月
の
歌
が
五
首
、
こ
の
歌
の
後
に
は
菊
の
歌
が
二
首
置
か
れ
、
一
見
す
る
と
こ

の
歌
だ
け
が
前
後
の
流
れ
の
中
で
浮
い
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受

け
る
。

し
か
し
、
四
句
目
の
「
お
き
ゐ
の
里
」
と
い
う
歌
枕
が
鍵
と
な
っ
て
月
歌
群

の
一
首
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

「
お
き
ゐ
の
里
」
と
い
う
語
は
あ
ま
り
耳
慣
れ
ぬ
歌
枕
で
は
あ
る
が
、
表
現

の
典
拠
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
次
の
歌
を
は
じ
め
、
月
と
共
に
詠
ま
れ
る
こ

と
が
一
般
的
だ
っ
た
。

月
前
擣
衣

月
か
げ
に
あ
き
の
よ
す
が
ら
お
き
ゐ
つ
つ
う
つ
こ
ろ
も
で
に
し
も
や
お

く
ら
む
（『
在
良
集
』・
一
一
）

親
王
に
は
も
う
一
首
、「
お
き
ゐ
の
里
」
を
詠
ん
だ
例
が
あ
る
が
、
そ
ち
ら

の
歌
で
は
や
は
り
月
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

お
き
ゐ
の
さ
と
、
陸
奥

九
月
十
三
夜
十
首
御
歌
、
里
月
、
明
玉
　
第
三
の
み
こ

よ
も
す
が
ら
た
も
と
に
つ
た
ふ
白
露
の
お
き
ゐ
の
さ
と
に
月
を
見
る
か
な

（『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
第
卅
一
・
雑
部
十
三
・
一
四
六
八
一
）
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（
六
八
）

（
14
）
工
藤
重
矩
校
注
『
和
泉
古
典
叢
書
　
後
撰
和
歌
集
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
）

（
15
）
な
お
桜
の
香
を
詠
ん
だ
残
り
の
一
首
は
、
次
の
和
泉
式
部
の
歌
で
あ
る
。

敦
道
の
み
こ
の
と
も
に
、
前
大
納
言
公
任
の
白
河
の
家
に
ま
か
り
て
、

又
の
日
、
み
こ
の
つ
か
は
し
け
る
使
に
つ
け
て
申
し
侍
り
け
る

を
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
見
し
我
が
や
ど
の
花
の
か
ぞ
す
る

（
巻
第
十
六
・
雑
歌
上
・
１
４
５
９
）

（
16
）
和
歌
文
学
大
系
の
注
で
は
前
者
を
本
歌
、
後
者
を
参
考
歌
と
す
る
。

（
17
）
山
崎
桂
子
「
正
治
初
度
百
首
鳥
歌
の
考
察
：
俊
成
・
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
を
中
心
に
」

（『
国
文
学
攷
』
一
二
四
号
、
一
九
八
九
年
一
二
月
）

な
お
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
引
用
は
、
菅
野
禮
行
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
文
学
全
集    

和
漢
朗
詠
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
に
拠
っ
た
。

（
18
）
惟
明
親
王
の
正
治
百
首
の
他
の
部
立
に
も
同
様
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。

拙
稿
：
「
惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
夏
・
冬
歌
に
つ
い
て
：
更
衣
と
網
代
の

歌
を
中
心
と
し
て
」（『
表
現
技
術
研
究
』
一
三
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）、「
惟
明
親

王
の
『
正
治
初
度
百
首
』恋
十
首
に
つ
い
て
：
配
列
の
視
点
か
ら
」（『
表
現
技
術
研
究
』

一
五
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
等

―
き
た
は
ら
・
さ
ゆ
り
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

お
家
集
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

（
5
）『
正
治
初
度
百
首
』
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
『
正
治
百
首
』（
五
〇
一
・
九
〇
九
）
に

拠
り
、
引
用
は
便
宜
上
、
書
陵
部
本
を
底
本
と
す
る
『
新
編
国
歌
大
観
』（C

D
-R

O
M

版ver.2
）
を
用
い
、（
）
内
に
歌
番
号
を
示
し
た
。
そ
の
他
の
和
歌
の
引
用
に
つ
い

て
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（C

D
-R

O
M

版ver.2

）
に
拠
っ
た
。
ま
た
引
用
文
に
は
私

的
に
傍
線
や
囲
み
を
付
し
て
い
る
。

（
6
）
二
句
目
「
み
え
ぬ
」
の
「
え
」
の
横
に
「
せ
イ
」
と
い
う
書
入
あ
り
。

（
7
）
⑦
若
菜
、
⑯
帰
雁
の
二
首
は
前
後
の
歌
と
の
繋
が
り
が
見
出
せ
ず
、
配
列
の
中
で
浮

い
て
し
ま
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
他
の
部
立
で
も
こ
の
よ
う
な
歌
が
数
首
散
見

さ
れ
た
（
例
え
ば
秋
部
な
ど
）
た
め
、
全
体
と
し
て
の
配
列
意
識
は
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
和
歌
初
学
期
の
詠
と
い
う
こ
と
で
稚
拙
さ
が
出
て
し
ま
っ
た
か
。

（
8
）
俊
成
の
『
久
安
百
首
』
や
『
式
子
内
親
王
集
』
所
収
の
二
種
の
百
首
歌
に
も
同
様
の

傾
向
が
あ
り
、
こ
の
二
人
は
一
つ
の
百
首
内
で
、
同
一
の
歌
材
の
歌
を
連
続
し
て
置

く
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

（
9
）
他
に
春
の
十
九
首
目
で
は
藤
の
花
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
10
）
四
句
目
「
に
ほ
ふ
」
の
横
に
「
か
ほ
る
」
と
書
入
あ
り
。

（
11
）
な
お
春
の
六
首
目
に
も
梅
を
詠
ん
だ
歌
「
か
を
と
む
る
た
よ
り
に
き
な
け
鴬
の
す
ぎ

う
か
る
べ
き
梅
の
た
ち
枝
ぞ
」
が
置
か
れ
る
。

（
12
）『
新
編
国
歌
大
観C

D
-R

O
M

版
』、
岩
波
書
店
の
新
大
系
、
有
吉
保
氏
の
〈
八
代
集

四
季
歌
各
季
の
歌
題
排
列
一
覧
〉（『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
　
基
盤
と
構
成
』
所
収
）

を
参
考
に
検
索
し
た
も
の
に
、「
花
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
の
内
、
桜
歌
と
見
な
せ
る

も
の
を
適
宜
加
え
た
。
ま
た
『
金
葉
集
』
は
二
度
本
を
使
用
し
た
。

（
13
）
贈
歌
は
次
の
通
り
。

衛
門
の
み
や
す
ん
所
の
家
う
づ
ま
さ
に
侍
り
け
る
に
、
そ
こ
の
花
お
も

し
ろ
か
な
り
と
て
を
り
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
き
こ
え
た
り
け
る

山
ざ
と
に
ち
り
な
ま
し
か
ば
桜
花
に
ほ
ふ
さ
か
り
も
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し


