
後拾遺和歌集私注(5)

言語: jpn

出版者: 

公開日: 1986-03-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 柏木, 由夫

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/1573URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（
５
）

加
階
ま
う
し
け
る
に
た
ま
は
ら
で
、
苺
の
な
く
を
き
き
て
よ

み
は
べ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
元
輔

２２
　
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
ね
ば
か
り
ぞ
き
こ
え
け
る
は
る
の
い
た
ら
ぬ

人
の
や
ど
に
も

【訳
】
　

鶯
の
鳴
く
声
だ
け
は
聞
こ
え
る
よ
。
心
楽
し
む
春
が
訪
れ

て
こ
な
い
人
の
家
ま
で
に
も
。

【校
異
】
　

よ
み
は
へ
り
け
る
↓
②
よ
め
る
　
は
か
り
そ
↓
○
は
か

り
に
　
き
こ
え
け
る
↓
②
①
Ｏ
き
こ
ゆ
な
る
　
や
と
に
も
↓
②
①
②

①
②
や
と
に
は

【他
文
献
】
　

一九
輔
集
１
９７

（
詞
書
　
か
ヽ
い
申
ゝ
を
、
え
た
ま
は

ら
で
、
う
ぐ
ひ
す
の
な
き
は
べ
り
し
を
き
ゝ
て
　
五
句

「
人
の
も
と

に
も
し
、
同
集
１
９８

（
詞
書
　
か
ゝ
ゐ
ま
う
し
ゝ
に
え

た

ま

は

ら

で
、
鶯
の
喘
折
に
　
四
句

「
花
の
い
た
ら
ぬ
し
、
元
真
集
２０３

（
詞
書

正
月
六
日
に
鶯
早
ね
を
き
ゝ
て
は
ら
か
ら
に
　
う
ぐ
ひ
す
の
は
つ
ね

ば
か
り
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
春
の
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
ゝ
ゝ
ゝ
に
）
。

後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（
５
）

柏

木

由

夫

【注
】
　

抄
注
、
存
疑
な
し
。
集
抄
―
加
階
申
け
る
―
正
月
の
叙
位

に
位
を
申
給
は
る
事
也
。
江
次
第
に
委
。
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
ね
―
春

の
い
た
ら
ぬ
と
は
、
君
の
恩
沢
の
あ
ま
ね
か
ら
ぬ
心
也
。
我
述
懐
の

渭
を
鶯
の
な
く
に
そ
へ
て
な
る
べ
し
。
古
今
に

「春
の
色
の
い
た
り

い
た
ら
ぬ
里
は
あ
ら
じ
」
と
よ
め
る
詞
也
。

【語
釈
】
　

∧
加
階
∨
位
階
の
昇
進
。
叙
位
。
叙
位
に

つ
い
て
は

『
延
喜
式
』
に

「
凡
正
月
七
日
、
賜
二宴
於
五
位
己
上
一
若
有
レ
叙
〓

五
位
以
上
・者
、　
前
二
日
、　
大
臣
及
参
議
以
上
、　
於
二御
所
・択

Ｔ定

応
二叙
位
一人
い
即
令
レ書
二位
記
・仰
レ之
」
と
あ
り
、正
月
二
日
（
２０
）
、

三
日

（
２．
）
に
続
く
後
拾
遺
集
の
暦
日
進
行
重
視
の
配
列
構
成

に
合

う
。
元
輔
の
加
階
へ
の
関
心
は
、

か
ゝ
ゐ
し
は
べ
り
し
と
し
、
え
し
は
べ
ら
で
、
雪
の
い
た
う

ふ
る
日

う
き
世
に
は
ゆ
き
か
く
れ
な
む
か
き
く
も
り
ふ
る
は
心
の
は
か

に
も
あ
る
か
な

（元
輔
集
１
１１３
ヽ
同
集
Ⅱ
ｌｌｌ
　
詞
書
少
異
あ
り

二
句

「
ゆ
き
か
く
れ
な
て
」
、
四
句

「
ふ
る
は
思
ひ
の
し

一



に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

∧
鶯
の
鳴
く
音
∨
　
春
到
来
に
重
な
る
も
の
と
の
前
提
で
詠
ま
れ
て

い
る
。春

き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の
鳴
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ

（古
今
　
春
上
ｎ
　
忠
琴
）

鶯
の
鳴
く
音
を
聞
け
ば
山
ふ
か
み
我
よ
り
さ
き
に
春
は
き
に
け

り

（風
雅
　
春
上
４８
　
信
明
、
新
拾
遺
　
雑
上
‐５２９
）

集
抄
で
は
述
懐
の
涙
を
添
え
る
と
し
、
藤
本

一
恵
氏
は

「
う
ぐ
ひ

す
」
に

「憂
」
を
掛
け
る
と
す
る
。
し
か
し

「
憂
」
を
掛
詞
と
す
る

場
合
は
、

我
の
み
や
側
冽
引
ｑ
洲
引
と
な
き
わ
び
む
人
の
心
の
花
と
散
り

な
ば

（古
今
　
恋
五
７９８
　
不
知
）

知
ら
れ
ね
ば
身
を
う
ぐ
ひ
す
の
ふ
り
出
で
つ
つ
な
き
て
こ
そ
ゆ

け
野
に
も
山
に
も

（蜻
蛉
日
記
　
上
巻
）

の
よ
う
に

「～
を
憂
」
の
形
を
と
り
、
「鶯
」
以
外
で
も

「
忘

ら

る

る
列
目
う
．
‐
目
個
の
中
絶
え
て
」
（古
今

恋
五
８２５
　
不
知
）
と
あ

る

か
ら
、

２２
は
掛
詞
と
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
句
に
述
懐
の
涙
が
添
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、

年
ご
と
に
春
を
忘
る
る
宿
な
れ
ば
鶯
の
音
も
よ
き
て
き
こ
え
ず

（風
雅
　
雑
上

‐４‐４
　
一九
輔
、
元
輔
集
Ｉ
８７
　
五
句

「
わ
き
て
き

こ
え
ず
」
、
同
集
Ⅱ
９０
）

で
は
鶯
と
作
者
の
境
遇
は
対
比
す
る
べ
き
も
の
と
想
定

さ

れ

て
お

二

り
、
こ
れ
と
同
想
と
す
る
と
、
作
者
の
悲
し
み
を
鶯
の
鳴
き
声
に
重

ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
↓

【評
】
参
照
。

∧
春
の
い
た
ら
ぬ
∨
　
集
抄
の
挙
げ
る
よ
う
に
、

春
の
色
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
里
は
あ
ら
じ
さ
け
る
さ
か
ざ
る
花

の
見
ゆ
ら
む

（古
今
　
春
下
９３
　
不
知
）

に
基
づ
く
が
、
も
と
も
と

誰

言
口
春
色
従
レ東
到

（和
漢
朗
詠
集
　
巻
上
　
梅
　
菅
三
品
）

と
あ
る
よ
う
に
、
漢
詩
表
現
に
あ
る
も
の
の
直
訳
利
用
。
「
い
た
る
」

は

「
あ
る
場
所
へ
の
到
着
」

（
日
本
国
語
大
辞
典
）
を
意
味
し
、
こ

の
場
合
は

「春
」
が
擬
人
化
さ
れ
て

「
人
の
宿
」
に
到
達
し
て
い
な

い
、
と
の
意
を
表
す
。
「
い
た
ら
ぬ
」
は
古
今
９３
も
含
め
て
、

わ
た
つ
み
の
翁
も
花
は
か
ざ
し
け
り
春
の
い
た
ら
ぬ
所
な
け
れ

ば

（
六
帖
　
第
二

「
お
き
な
」
　

‐３９５
）

か
つ
見
れ
ど
う
と
く
も
あ
る
か
な
月
影
の
い
た
ら
ぬ
里
も
あ
ら

じ
と
思
へ
ば

（古
今
　
雑
上
８８０
　
貫
之
）

の
よ
う
に
二
重
否
定
に
よ
る
強
調
が
多
い
。

２２
も
形
式
的
に
は
異
な

る
が
、　
一
首
全
体
が
倒
置
さ
れ
て
い
て
、
内
容
的
に
は
下
旬
で
の
打

消
し
を
逆
接
的
に
上
句
で
受
け
と
め
て
い
る
と
言
え
る
。

∧
人
の
宿
∨
　
四
句
の
連
体
修
飾
を
受
け
る
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

「宿
」
は
初
旬
の

「鶯
」
が
訪
れ
る
所
で
も
あ
る
こ
と
で
、
上
旬
下

旬
を
連
接
し
て
い
る
。

山
深
み
人
に
知
ら
れ
ぬ
宿
な
れ
ば
ま
だ
鶯
の
訪
れ
も
せ
ず

（重



之
子
僧
集
４
）

【評
】
　

一九
輔
集
に
は
こ
の
よ
う
な
望
ま
し
い
官
位
を
得
ら
れ
な
い

こ
と
を
嘆
く
述
懐
の
歌
が
多
い
。
し
か
し
、
多
く
は

「
つ
か
さ
た
ま

は
ら
で
…
」
（Ｉ
８
、
Ｉ
‐６５
ヽ
・
６
）

な
ど
の
よ
う
に
、
官
職
の
得

ら
れ
な
い
嘆
き
の
場
合
で
、
加
階
へ
の
思
い
を
歌
う
の
は
語
釈
に
挙

げ
た

「
う
き
世
に
は
」
と
の
二
例
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
な

お
加
階
を
選
ん
だ
の
は
、
後
拾
遺
集
の
暦
日
配
列
重
視
に
よ
る
の
だ

ろ
う
。
元
輔
集
で
鶯
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ

Ｚり
。

天
徳
二
年
正
月
十
四
日
、
少
将
よ
し
ち
か
が
比
叡
に
の
ぼ
り

て
侍
し
に
、
う
ぐ
ひ
す
心
も
と
な
き
詠
め
と
侍
し
に

鶯
の
音
は
う
ち
と
け
で
足
引
の
山
の
雪
こ
そ
し
た
き
え
に
け
り

（Ⅱ
・９
）

山
寺
に
ま
か
り
し
を
、
あ
る
人
の
法
師
に
な
り
に
た
る
な
ど

申
し
か
ば
、
い
ひ
つ
か
は
し
し

つ
れ
づ
れ
と
な
が
む
る
春
の
鶯
は
な
ぐ
さ
め
て
だ
に
鳴
か
ば
鳴

か
な
ん

（Ⅱ
ｌ７５
）

つ
か
さ
給
は
ら
ぬ
こ
と
を
、
前
大
弐
く
に
の
り
の
朝
臣
、
鶯

の
ね
に
し
ら
せ
む
な
ど
や
う
に
詠
み
て
侍
し
、
返
事
に

春
ご
と
に
な
く
鶯
の
音
を
し
ら
で
お
ほ
か
た
に
の
み
思
ひ
け
る

か
な

（１
１８９
）

こ
れ
ら
は
元
輔
集
Ｉ
で
詞
書

・
歌
詞
に
少
異
が
あ
る
が
Ｉ
Ⅱ
ｌ９
は
１

後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（５
）

３
で
二
句
が

「
は
ね
う
ち
と
け
て
」
と
あ
る
な
ど
―
、

２２
の
解
釈
を

す
る
上
で
参
考
に
な
る
。
特
に
鶯
の
鳴
く
音
に
作
者
の
述
懐
の
涙
を

読
み
取
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
語
釈
で
は

「
と
し
ご
と
に
」
（Ｉ
８７
）

を
挙
げ
、
そ
こ
で
の
鶯
が
明
る
い
春
の
象
徴
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

用
法
と
共
通
す
る
と
述
べ
た
が
、
１
１７５

・
・
‐８９
で
は
鶯
の
鳴
く
こ
と

に
述
懐
の
反
映
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。

前
歌
２．
と
の
配
列
の
流
れ
は
、　
暦
日
の
進
展
の
ほ
か
、

「
山
里
」

か
ら

「
人
の
宿
」

へ
と
場
を
移
し
、

２．
で
の

「春
」
と

「鶯
の
声
」

と
の
共
時
的
重
な
り
を
不

一
致
な
場
合

へ
と
転
じ
て
い
る
。

俊
綱
朝
臣
の
い
へ
に
て
、
春
山
里
に
人
を
た
づ
ぬ
と
い
ふ
こ

こ
ろ
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
範
永
朝
臣

２３
　
た
づ
ね
つ
る
や
ど
は
か
す
み
に
う
づ
も
れ
て
た
に
の
う
ぐ
ひ
す

ひ
と
こ
ゑ
ぞ
す
る

【訳
】
　

尋
ね
て
や
っ
て
来
た
家
は
霞
に
つ
つ
み
覆
わ
れ
て
見
え
な

い
が
、
谷
か
ら
鶯
が
鳴
き
声
を

一
声
立
て
る
こ
と
よ
。

【校
異
】
　

俊
綱
朝
臣
↓
⑧
①
俊
綱
の
朝
臣
　
春
↓
○
春
の
　
た
つ

ぬ
↓
○
た
つ
ぬ
る
　
よ
め
る
↓
②
よ
み
侍
け
る

【他
文
献
】
　

範
永
集
１５

（詞
書
　
は
り
ま
の
か
み
の
い
へ
に
て
、

春
山
ざ
と
人
の
い
へ
を
た
づ
ぬ
る
こ
ゝ
ろ
を
）
、　
袋
草
子
上
巻

（雑

談
　
範
永
朝
臣
歌
に
は
谷
鶯

一
声
ぞ
す
る
染
〓
肝
謄
・
歌
、
以
レ之
彼

三



人
為
二第

一
秀
歌
・之
由
、
年
来
心
中
所
レ存
也
。
而
余
人
必
モ
不
レ然

之
気
也
。
而
或
人
語
て
日
、
古
老
伝
語
云
、
範
永
云
、
我
身
今
生
秀

歌

ハ
此
歌
也
と
称
と
云
々
。
愚
意
恭
通
二彼
意
・深
所
二自
愛
・也
）
、
和

歌

一
字
抄
巻
之
下

（「尋
―
山
家
尋
人
し
、　
明
題
和
歌
全
集

（春
部

上
８３８

「春
山
家
尋
人
し
。

【注
】
　

抄
注
―
此
歌
ノ
終
句
ヒ
ト
コ
エ
ゾ
ナ
ク
ト
ハ
ヨ

マ
ズ

シ

テ
、
ヒ
ト
コ
ヱ
ゾ
ス
ル
ト
ョ
メ
ル
秀
逸
也
。
但
古
歌

ニ
ヤ
マ
ホ
ト
ヽ

ギ
ス
ヒ
ト
コ
ヱ
ゾ
ス
ル
ト
ヨ
メ
リ
。
友
則
が
詠
ナ
リ
。
集
抄
―
心
は

あ
き
ら
か
也
。
石
山
に
て
直
幹
、
白
霧
山
深
鳥

一
馨
と
作
り
し
朗
詠

の
悌
に
や
。
袋
草
子
云
、
範
永
云
我
身
今
生
秀
歌

ハ
此
歌
也
卜
称
云

々
。
存
疑
な
し
。

【語
釈
】
　

∧
俊
綱
朝
臣
の
い
へ
∨
　
俊
綱
は
橘
俊
綱
で
、
後
拾
遺

集
に
四
首
の
入
集
歌
が
あ
る
ほ
か
、
伏
見
に
豪
奢
な
邸
宅
を
構
え
、

歌
合

・
歌
会
を
主
催
し
、
同
時
代
歌
人
と
幅
広
い
交
友
を
持

っ
た
。

∩
今
鏡
」
藤
波
の
上
第
四
、
「伏
見
の
雪
の
朝
」
参
照
）
２３
も
伏
見

邸
歌
会
の
作
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

∧
た
づ
ね
つ
る
∨

　

「訪
間
す
る
」
の
意
だ
が
、
本
来
的
に
は

「捜

し
求
め
る
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

い
か
で
か
は
尋
ね
来
つ
ら
む
蓬
生
の
人
も
通
は
ぬ
我
が
宿
の
道

（拾
遺
　
雑
賀

‐２０３
　
不
知
）

鶯
の
音
を
し
る
べ
に
て
霞
立
つ
み
や
ま
の
う
ち
を
尋
ね
つ
る
か

な

（
公
任
集

８
）

四

山
里
に
今
日
し
も
人
の
尋
ね
来
ば
雪
つ
も
れ
と
ぞ
待
つ
べ
か
り

け
る

（寛
徳
二
年
十
月
～
天
喜
二
年
七
月
　
左
京
大
夫
道
雅
障

子
絵
合
３２
範
永
）

右
に
例
示
し
た
も
の
と
２３
を
重
ね
る
と
、

２３
の
作
者
―
あ
る
い
は
歌

中
で
の
動
作
主
―
が
山
里
の
道
を
辿
り
辿
り
知
人
の
邸
を
訪
れ
る
情

景
が
髪
髯
と
す
る
。

∧
宿
は
霞
に
う
づ
も
れ
て
∨

　

「埋
む
」
の
意
味
は

「
土
や
雪
に
覆

わ
れ
て
見
え
な
く
な
る
。
ま
た
物
に
深
く
入
り
こ
ん
で
見
え
な
く
な

る
。」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
あ
る
。
霞
に
埋
も
れ
る
と
は
、

浅
緑
山
は
霞
に
う
づ
も
れ
て
あ
る
か
な
き
か
の
身
を
い
か
に
せ

ん

（続
後
撰
　
雑
上
‐０３６
　
好
忠
）

春
立
ち
て
は
ど
や
へ
ぬ
ら
ん
信
楽
の
山
は
霞
に
う
づ
も
れ
に
け

り

（続
後
撰
　
春
上
４４
　
重
之
）

の
よ
う
に
あ
る
が
、
特
に
好
忠
詠
で

「
あ
る
か
な
き
か
」
と
続
く
点

に
注
意
さ
れ
る
。
霞
以
外
で
も
、

山
里
は
引
割
割
り
週
司
則
刀
洲
劃
で
秋
の
木
の
葉
に
う
づ
も
れ

に
け
り

（詞
花
　
秋
１３３
　
好
忠
）

う
づ
も
れ
て
あ
る
に
も
あ
ら
ず
年
を
経
る
宿
と
知
り
て
や
雪
つ

も
る
ら
ん

（新
千
載
　
冬
７０５
　
是
則
）

の
よ
う
に
、
道
や
宿
が
見
え
な
く
な
る
程
の
状
態
と
さ
れ
て
い
る
。

２３
も
厚
い
霞
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
宿
は
視
界
に
入
ら
な
い
程
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



∧
谷
の
鶯
∨
　
鶯
は
冬
の
間
谷
に
籠

っ
て
い
る
と
さ
れ
、

１９
の
語
釈

に
も
挙
げ
た
よ
う
に

「谷
の
古
巣
」
（
詞
花
　
恋
下
２５９
ヽ
同
２００
）
「古

巣
な
る
谷
の
鶯
」

（経
信
集
Ｉ
４
）
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。　
だ
か

ら

「谷
の
鶯
」
と
は

谷
さ
む
み
い
ま
だ
巣
立
た
ぬ
鶯
の
鳴
く
声
わ
か
み
人
の
す
さ
め

ぬ

（後
撰
　
春
上
３４
　
不
知
）

氷
だ
に
と
ま
ら
ぬ
春
の
谷
風
に
ま
だ
う
ち
と
け
ぬ
鶯
の
声

（拾

遺
　
春
６
　
順
）

の
よ
う
に
、
谷
の
古
巣
に
ま
だ
と
ど
ま
っ
て
い
る
初
春
の
、
初
音
を

あ
げ
る
鶯
で
あ
る
こ
と
を
凝
縮
し
た
表
現
だ
と
言
え
る
。

∧

一
声
ぞ
す
る
∨
　
「
〓
戸
」
を
詠
ま
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
、

夏
の
夜
の
臥
す
か
と
す
れ
ば
時
鳥
な
く

一
声
に
明
く
る
し
の
の

め

（古
今
　
夏
１５６
　
貫
之
）

の
よ
う
に
、
時
鳥
で
あ
り
、

２３
と
同
じ
く

花
だ
に
も
ま
だ
咲
か
な
く
に
鶯
の
鳴
く

一
声
を
春
と
思
は
む

（後
撲
　
春
上
３６
　
不
知
）

と
、
鶯
の
〓
戸
を
歌
う
こ
と
は
珍
し
い
。
ま
た
、　
〓
戸
は

「鳴
く
」

と
表
現
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
抄
注
に
引
用
す
る
友
則
の
歌
は

出
典
不
明
。
ま
れ
な
も
の
と
し
て
、

夏
草
は
茂
り
に
け
れ
ど
郭
公
な
ど
我
が
宿
に

一
声
も
せ
ぬ

（新

古
今
　
夏
蜘
　
延
喜
御
製
）

を
見
い
出
し
得
た
の
み
で
あ
る
。
「鳴
く
」
で
な
く
、
「
す
る
」
と
し

後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（５
）

た
こ
と
に
抄
注
は
注
意
し
、

「秀
逸
也
」
と
す
る
。
前
者
は
鶯
の
側

か
ら
の
表
現
で
あ
る
の
に
、
後
者
は
客
観
的
な
位
置
、
あ
る
い
は
作

者
の
位
置
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
抄
注
は
そ
う
し
た
点
を
考
慮
し

て
後
者
を
良
し
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

【評
】
　

題
は

「春
山
里
に
人
を
尋
ぬ
」
と
あ
る
が
、

歌

の
内

容

は
、
山
道
を
登
り
到
達
し
た
知
人
の
邸
を
埋
め
る
ば
か
り
の
深
い
霞

と
、
そ
の
中
に

一
声
印
象
深
く
聞
こ
え
る
鶯
の
声
が
す
る
、
と
い
う

山
里
の
視
覚

・
聴
覚
に
わ
た
る
情
景
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
初
旬
を
除
け
ば
、
霞
の
中
の
鶯
の
声
を
詠
ん
だ
作
と
の
み
解
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
る
。
霞
の
中
の
鶯
は
、
類
型
化
さ
れ
た
詠
法
と
し

て
多
く
の
作
品
が
あ
る
。　
一
端
を
以
下
に
示
す
と

た
が
里
の
春
の
た
よ
り
に
鶯
の
霞
に
と
づ
る
宿
を
と
ふ
ら
ん

（千
載
　
雑
上
９６２
　
紫
式
部
）

花
咲
か
ぬ
と
き
は
の
山
の
鶯
は
霞
を
見
て
や
春
を
知
る
ら
む

（新
千
載
　
春
上
２６
　
能
宣
）

お
ぼ
つ
か
な
い
づ
こ
な
る
ら
む
花
咲
か
ぬ
霞
の
う
ち
の
鶯
の
声

（新
千
載
　
春
上
２７
　
公
任
）

山
里
は
春
の
霞
に
と
ぢ
ら
れ
て
す
み
か
ま
ど
へ
る
鶯
ぞ
鳴
く

（興
風
集
１
２２
）

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
霞
の
中
で
鶯
が
鳴
い
て
い
る
情
景

を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
へ
の
作
者
の
疑
間
を
述
べ
た
り
、
擬
人
化
さ

れ
た
鶯
の
心
を
推
測
し
た
り
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
霞
と
鶯
の
う
ち

五



一
方
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
詠
み
出
さ
れ
た
歌
な
ど
も
多
く
あ
る

が
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
、
こ
の
両
者
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
詠
作
の

き

っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
２３
で
も
同
様
な
の
だ

が
、

２３
の
場
合
は
そ
う
し
た
伝
統
的
歌
材
の
結
び
付
き
を
、
偶
々
重

な
っ
た
こ
と
と
し
て
並
べ
た
の
み
に
言
い
と
ど
め
た
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
に
掲
げ
た
中
で
興
風
詠
と
比
較
す
る
と
、
ど

ち
ら
も
上
旬
下
旬
に
霞
と
鶯
を
分
け
て
配
す
る
が
、
興
風
詠
で
の
三

四
句
は
上
下
旬
を
強
く
結
び
つ
け
て
お
り
、　
一
方
器
で
の
四
句
以
下

は
上
旬
に
対
し
て
独
立
し
た
趣
を
持

っ
て
い
る
。
要
す
る
に
２３
は
情

景
内
の
因
果
関
係
を
考
え
る
と
い
う
追
求
へ
は
向
か
わ
ず
、
情
景
そ

の
も
の
の
客
観
的
な
提
示
の
み
に
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
抄
注
が
歌
末
を

「
す
る
」
と
し

た
点
に
注
意
し
た
の
は
、
こ
の
２３
の
詠
作
方
法
上
に

一
貫
性
を
認
め

て
評
価
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
無
秩
序
な
現
実
の
自
然

の
有

り
方

を
、
そ
の
ま
ま
か
ま
わ
ず
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
提
示
さ
れ

た
情
景
を
含
め
た

一
首
全
体
で
作
者
の
主
張
は
表
さ
れ
て
い
る
。
初

旬
に
は
作
者
の
労
苦
と
都
の
喧
躁
を
離
れ
た
郊
外
の
山
里
の
位
置
が

示
さ
れ
、
二
句
以
下
で
は
辿
り
着
い
た
宿
を
す
っ
ば
り
包
み
込
む
霞

と
、
霞
の
底
の
谷
か
ら
聞
こ
え
た
鶯
の
声
を

「
一
声
」
と
す
る
こ
と

で
印
象
深
さ
を
鮮
明
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
焦
点
が

明
確
に
定
ま
っ
た
巧
み
な
情
景
描
写
の
構
成
に
よ
っ
て
、
感
動
の
対

六

象
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
集
抄
で
挙
げ
る
よ
う
に

「
白
霧
山
深
鳥

一
声
」

（和
漢
朗

詠
集
　
行
旅
　
直
幹
）
が
こ
の
歌
の
背
景
に
あ
る
と
想
定
し
て
良
い

だ
ろ
う
。

「和
漢
朗
詠
集
」
に
は
他
に
も

「
咽
レ霧

山
鶯
喘
尚
少
」

（鶯
　
一九
積
）、
「谷
静

　
綾

聞
二山
鳥

語
Ｌ

（猿
　
江
相
公
）
な

ど
、

２３
の
情
景
や
情
趣
に
近
い
も
の
を
見
い
出
せ
る
。
つ
ま
り
２３
は

漢
詩
的
情
趣
を
持

っ
た
作
品
と
見
な
せ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

近
い
時
期
の
漢
詩
作
品
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
も
見
え
る
。

①
…
…
霞
間
鶯
語
曲
猶
新
…
…

（康
平
三
年

‐０６〇
二
月
某
日
於
世
尊

寺
即
事
五
首
の
う
ち
　
菅
原
在
良
）

②

一
尋
勝
地
洛
陽
東
…
…
鶯
隔
尽
堂
歓
薄
霧
…
…

（寛
治
二
年

‐０８８

三
月
十
三
日
遊
長
楽
寺
即
事
十
七
首
　
藤
原
基
綱
）

③
東
山
有
寺
在
雲
端
…
…
籍
閑
哺
鳥
隔
窓
語
…
…

（嘉
保
三
年

‐０９６

二
月

一
日
遊
双
輪
寺
八
首
　
藤
原
基
俊
）

④
尋
来
山
寺
有
何
思
…
…
鳥
声
日
暮
嶺
霞
中
…
…

（年
次
不
明

藤
原
忠
通
）

こ
れ
ら
は

「本
朝
無
題
詩
」

（①
③
④
）

と

「
中
右
記
部
類
紙
背
漢

詩
集
」

（①
②
③
）

に
載
る
も
の
か
ら
適
宜
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
ど
の
詩
も
喧
喋
の
俗
界
か
ら
離
れ
、
郊
外
の
山
寺
に
遊
ん
で

そ
の
幽
寂
な
自
然
に
身
を
委
ね
て
心
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

２３
の
場
合
も
こ
れ
ら
漢
詩
と
同
様
の
境
地
を
歌
お
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
配
列
上
で
は
前
後
の
２２

・
２４
の
ど
ち



ら
も
が
日
常
生
活
で
の
俗
的
世
界
を
詠
む
の
に
、
対
立
す
る
も
の
を

置
く
こ
と
で
、
変
化
を
生
ん
で
い
る
。

小
野
官
太
政
大
臣
家
に
子
日
し
は
べ
り
け
る
に
よ
み
は
べ
り

け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
元
輔

２４
　
ち
と
せ
へ
む
や
ど
の
ね
の
ひ
の
ま
つ
を
こ
そ
ほ
か
の
た
め
し
に

ひ
か
ん
と
す
ら
め

【訳
】
　

千
年
も
栄
え
る
と
思
わ
れ
る
家
で
の
め
で
た
い
子
の
日
の

松
だ
か
ら
こ
そ
、
格
別
に
他
の
家
々
が
あ
や
か
る
た
め
の
例
と
し
て

引
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

【校
異
】
　

小
野
宮
太
政
大
臣
家
↓
Ｑ
②
⑩
③
③
小
野
官
太
政
大
臣

の
家
　
ち
と
せ
つ
む
↓
底
本
以
外
、
元
輔
集
を
含
め
て
す
べ
て

「
ち

と
せ
へ
む
」
と
あ
る
た
め
、
底
本
の
誤
写
と
判
断
し
て
＊
に
示
し
た

よ
う
に
校
訂
す
る
。
は
か
↓
②
よ
そ

【他
文
献
】
　

一九
輔
集
１
３３

（詞
書
　
を
の
ゝ
み
や
の
大
政
大
臣
ね

の
日
し
は
べ
り
し
に
　
初
旬

「
ち
と
せ
へ
む
」
四
句

「
ほ
か
も
た
め

し
に
し
、
同
集
Ⅱ
２８

（詞
書
　
を
の
ゝ
官
の
家
に
、
子

日
し
侍

し

に
、
初
旬

「
ち
と
せ
へ
ん
」
四
句

「
ほ
か
も
た
め
し
も
し
。

【注
】
　

抄
注
、
存
疑
な
し
。
集
抄
―
清
慎
公
の
御
家
を
千
と
せ
ふ

る
所
に
お
と
し
つ
け
て
、
此
宿
の
松
を
外
の
た
め
し
に
も
ひ
か
ん
と

也
。
松
ひ
く
縁
也
。

後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（５
）

【語
釈
】
　

∧
子
日
∨
　
正
月
初
の
子
の
日
に
野
に
出
て
小
松
を
根

ご
と
引
き
抜
き
、
長
寿
を
祈
る
行
事
。
し
か
し
、
実
際
に
は
新
年
の

初
子
の
日
に
限
ら
ず
、
二
月
に
行
っ
た
場
合
も
少
な
く
な
い
。

∧
ち
と
せ
へ
む
∨
　
底
本
で
は

「
ち
と
せ
つ
む
」
と
あ
る
が
、
校
異

に
記
し
た
よ
う
に
改
め
た
。
ま
た

「
つ
」
と

「
へ
」
の
草
体
は
き
わ

め
て
紛
ら
わ
し
く
、
実
際
の
和
歌
の
例
で
は
、

「
ち
と
せ
つ
む
」
は

「若
菜
」
に
つ
づ
く
こ
と
が
多
い
。
「
ち
と
せ
へ
む
」
、
ま
た
は

「
ち

と
せ
ふ
る
」
は
圧
倒
的
に

「松
」
に
つ
づ
く
こ
と
が
多
く
、
ほ
か
に

「鶴
」
や

「
君
」
な
ど
が
あ
る
が
、
長
寿
を
祈
る
賀
の
歌
が
典
型
的

な
用
法
だ
ろ
う
。

ち
と
せ
へ
ん
君
し
い
ま
さ
ば
す
べ
ら
ぎ
の
天
の
下
こ
そ
う
し
ろ

や
す
け
れ

（拾
遺
　
雑
賀

‐１７３
　
一万
輔
）

ち
と
せ
経
る
常
盤
の
松
も
あ
ま
た
た
び
君
が
御
代
に
は
生
ひ
か

は
り
な
ん

（新
千
載
　
慶
賀

２２９５
　
道
済
）

「
千
年
」
は

浅
緑
け
ふ
ひ
き
そ
ふ
る
松
を
こ
そ
千
と
せ
の
春
の
は
じ
め
と
は

見
れ

（元
輔
集
Ｉ
４．
）

の
よ
う
に
、
子
の
日
の
松
の
め
で
た
さ
が
保
証
す
る
と
す
る
の
は

一

般
的
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
２４
の

「
千
年
経
む
」
が
連
体
修
飾
で
か
か

る
の
は

「宿
の
子
日
の
松
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は

「宿
」
の
め
で
た
さ
を
祝
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
や
は
り

「
千

年

へ
む
」
は
直
接

「宿
」
に
か
か
る
と
見
る
べ
き
で
、
前
掲
の

「
ち

七



と
せ
へ
ん
君
し
い
ま
さ
ば
…
…
」
の

「
君
」
が

「宿
」
に
置
き
換
わ

っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
子
の
日
の
松
は
、
そ
れ
だ
け

で
繁
栄
の
続
く
め
で
た
さ
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
松
が

「
千
年

へ
む

宿
」
の
も
の
で
あ
る
た
め
、　
一
層
の
す
ば
ら
し
さ
を
示
す
の
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。

∧
宿
の
子
日
の
松
∨

　

「宿
」
は
実
頼
邸
。
通
常
小
松
は
野
辺
に
出

て
引
く
も
の
で
あ
る
。

姫
小
松
多
か
る
野
辺
に
子
日
し
て
千
代
を
心
に
ま
か
せ
つ
る
か

な

（金
葉
　
一二
奏
本
　
夏
２７
　
道
済
）

し
か
し
、

子
日
す
る
野
辺
な
ら
ね
ど
も
我
が
宿
の
松
も
千
と
せ
の
松
に
や

は
あ
ら
ぬ

（続
後
拾
遺
　
賀
６‐２
　
朝
忠
）

と
、
右
の
例
で
は

「
我
が
宿
」
の
松
が
野
辺
の
そ
れ
に
劣
ら
な
い
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。

「宿
」
を

一
層
強
調
し
た
場
合
、　
子
の
日
の
詠

で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

到
洲
日
に
咲
き
み
ち
に
け
り
桜
花
国
力、‐
に
は
春
も
あ
ら
じ
と
ぞ

思
ふ

（後
拾
遺
　
春
上
１２６
　
道
済
）

「我
が
宿
」
と

「
ほ
か
」
を
対
比
し
て
、
前
者
が
春
を
独
占
す
る
と

い
う
。
こ
の
手
法
は
、
「宿
」
以
外
で
、

子
日
す
る
御
垣
の
う
ち
の
小
松
原
千
代
を
ば
ほ
か
の
物
と
や
は

み
る

（新
古
今
　
賀
翻
　
経
信
）

で
も
共
通
す
る
。
皇
居
の
御
垣
の
原
と

「
ほ
か
」
と
の
対
比
が
前
提

八

に
あ
り
、
そ
の
上
で
前
者
が

「
千
代
」
を
独
占
す

る
と
歌

っ
て

い

る
。

２４
で
も

「宿
」
と

「
ほ
か
」
と
は
対
比
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
点
で
道
済
や
経
信
の
詠
に

一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前

者
が
め
で
た
さ
を
独
占
す
る
の
で
は
な
く
、
後
者
に
そ
れ
が
及
び
広

ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
。

∧
ほ
か
の
た
め
し
に
引
か
ん
∨

　

「
ほ
か
」
は
①
他
の
事
、
②
他
の

家
、
の
両
様
に
考
え
得
る
。
①
に
よ
り
、
他
の
様
々
な
こ
と
も
す
べ

て
永
続

・
繁
栄
す
る
た
め
の
先
例
と
し
て
松
を
引
き
抜
く
、
と
も
考

え
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に

「宿
」
は

「
ほ
か
」
と
対

比
的
内
容
を
示
す
と
解
さ
れ
る
の
で
、
②
に
よ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
実
頼
邸
以
外
の
家
々
に
と
っ
て
の
良
い
手
本
―
―
実
頼
邸
の

繁
栄
と
同
じ
繁
栄
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
と
し
て
、
松
を
引
き

抜
く
、
と
な
ろ
う
。
「
た
め
し
」
は

い
に
し
へ
に
あ
り
き
あ
ら
ず
は
知
ら
ね
ど
も
千
年
の
た
め
し
君

に
始
め
む

（古
今
　
賀
３５３
　
素
性
）

み
な
人
の
い
か
で
と
思
ふ
よ
ろ
づ
世
の
た
め
し
と
君
を
祈
る
今

日
か
な

（新
勅
撲
　
賀
儡
　
公
忠
）

の
よ
う
に
、
直
前
の
語
の
内
容
を
保
証
す
る

「証
拠

。
し
る
し
」
と

解
さ
れ
る
語
構
成
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

２４
の

「
ほ
か
の
た
め
し
」

は

「
み
な
人
の
…
…
」

の
歌
の
二

・
三
句
が
省
略
さ
れ
、

「
み
な
人

の
た
め
し
」
と
な
っ
た
場
合
と
考
え
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
お

「引
く
」
に
は
松
を
引
き
抜
く
と
い
う
意
味
以
外
に
、



よ
ろ
づ
代
の
た
め
し
に
君
が
引
か
る
れ
ば
子
日
の
松
も
う
ら
や

み
や
せ
ん

（金
葉
　
一二
奏
本
　
春
２３
　
赤
染
衛
門
）

の
よ
う
に
、
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
と
の
意
を
表
す
こ
と
も
あ

る
。

２４
の
下
旬
を
そ
う
し
た
意
に
と

っ
て

「
他
の
家
の
繁
栄
の
例
証

に
挙
げ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

だ
が
そ
う
し
た
場
合
、
上
旬
と
合
わ
せ
て

一
首
と
し
て
主
張
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
不
明
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
解
釈

は
無
理
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
元
輔
集
Ｉ
の

「
ほ
か
も
た
め
し

に
ひ
か
ん
と
す
ら
め
」
の
場
合
、

「引
く
」
主
体
は

「
他
家
の
者
」

と
な
る
。

【評
】
　

子
の
日
の
行
事
に
つ
い
て
、

『史
料
綜
覧
』

に
よ
っ
て
平

安
時
代
の
部
分
を
見
る
と
、
そ
の
儀
式

・
遊
宴
は
寛
平
八
年
か
ら
応

徳
元
年
ま
で
で
十
四
箇
所
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
正
月
の
初
子
と
思
わ

れ
る
の
は
五
回
は
ど
で
、
他
は
正
月
の
下
旬
、
閏
正
月
、
二
月
に
散

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
拾
遺
で
こ
の
位
置
に
子
の
日
の
詠
を

配
し
た
の
は
、
現
実
の
子
の
日
の
催
し
よ
り
、
観
念
的
な
年
中
行
事

の
進
行
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

元
輔
集
で
実
頼
関
係
の
和
歌
は
、
実
頼
七
十
賀
の
屏

風
歌

の
は

か
、
六
首
を
挙
げ
ら
れ
る
。
う
ち
二
首
が
子
の
日
の
詠
で
、
他
の
四

首
は
実
頼
主
催
の
歌
合
詠
と
花
見
の
遊
宴
の
折
の
も
の
で
あ
る
。
後

者
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、

小
野
の
官
の
お
と
ど
の
家
の
、
池
の
ほ
と
り
の
桜
の
花
惜
し

後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（５
）

む
心
を
詠
み
て
侍
る

桜
花
そ
こ
な
る
影
ぞ
惜
し
ま
る
る
沈
め
る
人
の
春
か
と
思
へ
ば

（Ｉ
７
、
１
９
　
詞
書
少
異
あ
り
　
一
一句

「
そ
こ
な

る

か
け

に
」
）

と
あ
る
が
、
下
旬
の
述
懐
性
に
注
意
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う

な
元
輔
の
沈
倫
の
思
い
を
も
直
接
訴
え
ら
れ
、
受
け
取
め
る
ほ
ど
の

間
柄
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

元
輔
集
に
は
子
の
日
の
歌
が
二
十
六
首
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
集

が
日
常
生
活
詠
を
多
く
含
む
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
祝

意
を
表
し
、
長
寿
を
祈
る
も
の
だ
が
、
中
に
は
、

年
頃
、
官
え
た
ま
は
ら
ぬ
に
、
子
日
し
に
人
の
率
て
い
で
侍

り
し
に

谷
深
み
沈
む
た
め
し
に
ひ
か
れ
つ
つ
お
い
ぬ
る
松
は
人
も
手
ふ

れ
ず

（Ｉ
ｌ７５
ヽ
・
‐２５
　
上
旬

「
た
に
ふ
か
く
し
つ
む
た
と
ひ
に

ひ
か
さ
れ
て
し

の
よ
う
に
、
め
で
た
さ
に
反
す
る
我
が
身
へ
の
思
い
が
漏
れ
出
て
い

る
も
の
も
あ
る
。

２４
は
実
頼
家
と
他
の
家
々
の
繁
栄
を
予
祝

す

る

が
、

「
ほ
か
の
た
め
し
」
に
は
、
そ
う
し
た
元
輔
の
不
遇
か
ら
の
脱

出
願
望
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。

前
歌
か
ら
の
配
列
構
成
と
し
て
は
、
鶯
の
歌
群
か
ら
、
子
の
日
の

歌
群
に
移

っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

２２
か
ら
三
首
に

「宿
」
を

歌
語
に
持
つ
歌
を
配
す
る
こ
と
で
、
進
行
を
円
滑
に
し
て
い
る
。

九



題
不
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
式
部

２５
　
ひ
き
つ
れ
て
け
ふ
は
ね
の
ひ
の
ま
つ
に
ま
た
い
ま
ち
と
せ
を
ぞ

野
べ
に
い
で
つ
る

【訳
】
　

小
松
を
引
き
抜
ぐ
た
め
に
人
々
を
従
わ
せ
て
、
今
日
は
子

の
日
だ
か
ら
、
そ
の
小
松
で
例
年
ど
お
り
新
た
に
も
う
千
年
の
寿
命

を
延
ば
そ
う
と
、
野
辺
に
出
た
の
で
す
よ
。

【校
異
】
　

ま
つ
に
ま
た
↓
○
松
に
た
に

【他
文
献
】
　

和
泉
式
部
集
Ｉ
３
、
同
集
Ⅳ
２

（詞
書
　
子
日
を

五
句

「
野
へ
に
出
け
る
し
。

【注
】
　

抄
注
、
存
疑
な
し
。
集
抄
―
千
と
せ
の
上
に
今
千
年
を
の

べ
ん
と
そ
へ
た
り
。

【語
釈
】
　

∧
ひ
き
つ
れ
て
∨

「
人
々
を
従
わ
せ
伴
う
」
こ
と
が
表

の
意
味
だ
が
、

「引
き
」
に

「
小
松
を
引
き
抜
く
」

の
意
味
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
子
の
日
に
野
辺
に
出
る
場
合
、

春
立
ち
て
子
日
に
な
れ
ば
う
ち
群
れ
て
い
づ
れ
の
人
か
野
辺
に

来
ざ
ら
ん

（貫
之
集
１
３５５
）

と
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
連
れ
立
っ
て
行
く
こ
と
が
慣
習
と

し
て
あ
る
た
め
に
、　
一
般
化
し
た
用
法
で
あ
ろ
う
。

子
日
す
る
野
辺
に
小
松
を
引
き
つ
れ
て
帰
る
山
路
に
鶯
ぞ
鳴
く

（玉
葉
　
春
上
１２
　
能
宣
）

引
き
つ
れ
て
今
日
は
子
日
を
し
つ
る
か
な
松
の
尾
山
の
峰
を
尋

一
〇

ね
つ
つ

（道
命
集
２３
）

能
宣
詠
で
は

「小
松
を
引
く
」
と

「
引
き
連
れ
て
帰
る
」
と
が
明
瞭

な
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
道
命
詠
は
五
句

の

「峰
」
に

只
松

の
）

根
」
が
掛
か
っ
て
い
る
が
、
初
二
句
が
２５
に
は
ぼ

一
致
す
る
。
子
の

日
の
詠
と
し
て
は
常
套
的
な
技
巧
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

∧
け
ふ
は
子
日
∨
　
今
日
が
祝
う
べ
き
子
の
日
で
あ
る
こ
と
を
格
別

意
識
し
た
表
現
で
、

『和
泉
式
部
集
全
釈
』

で
は

「先
日
は
～
の
為

に
、
今
日
は
そ
れ
と
ち
が
っ
て
～
の
為
に
」
と
説
き
、
若
菜
摘
み
を

し
た
先
日
と
の
区
別
を
示
す
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
道
命
の
詠

や
、

知
る
ら
め
や
今
日
の
子
日
の
姫
小
松
お
ひ
む
末
ま
で
栄
ゆ
べ
し

と
は
（新
古
今
集
　
神
祗
脱
）

今
日
も
今
日
子
日
の
松
は
引
き

つ
れ
ど
ま
だ
ね
を
見
ぬ
ぞ
か
ひ

な
か
り
け
る

（道
命
集
２３８
）

の
よ
う
に
、
子
の
日
を

「
今
日
」
と
特
に
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
、

具
体
的
に
区
別
さ
れ
る
他
の
日
を
想
定
し
な
い
場
合
は
多
い
。
〔評
〕

で
触
れ
る
が
、

「
今
日
」
と
い
う
表
現
に
は

「
子
日
」
の
強
調
以
外

に
、
音
調
の
良
さ
か
ら
使
わ
れ
た
面
が
多
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

∧

い
ま
ち
と
せ
∨
　
も
う
千
年
。　
一‐
い
ま
」
は

「
さ
ら
に
、
そ
の
上

に
」
の
意
の
副
詞
。
前
述
の
よ
う
に

『
全
釈
』
で
は

「，既
に
こ
の
野

べ
で
は
、
若
菜
摘
み
を
し
て
、　
一
度
延
命
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ



が
」
の
意
が
含
ま
れ
、
そ
れ
へ
今
日
の
子
の
日
で
千
年
を
加
え
る
と

解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
子
の
日
の
歌
も
あ

２つ
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

藤
さ
き
の
軒
の
巌
に
生
ふ
る
松
い
ま
い
く
千
世
か
子
日
す
ぐ
さ

ん

（元
輔
集
Ⅱ
２６‐
）

こ
の
歌
で
は
、
通
常
の
小
松
な
ら
子
の
日
の
一
日
に
引
く
こ
と
で
千

年
を
約
束
す
る
が
、
朽
ち
る
こ
と
も
な
さ
そ
う
な
巌
に
生
え
た
松
だ

か
ら
、
毎
年
子
の
日
を
過
ご
し
て
も
、
何
千
年
つ
づ
く
か
わ
か
ら
な

い
ほ
ど
で
あ
る
と
歌

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
ま
い
く
千
世
」

と

は
毎
年
の
子
の
日
に
約
束
さ
れ
る
千
年
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
さ
ら
に

何
千
年
に
も
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
子
の
日
の
歌
の

方
法
か
ら
す
れ
ば
、

２５
の

「
い
ま
ち
と
せ
」
も
子
の
日
が
毎
年
く
る

こ
と
で
重
な
り
増
す
千
年
を
意
味
し
て
い
る
と
解
す
る
の
で
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

∧
野
辺
に
出
で
つ
る
∨
　
野
辺
に

「
延
べ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

子
の
日
の
歌
で
の
技
法
と
し
て
は
、
格
別
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

い
に
し
へ
の
た
め
し
を
聞
け
ば
八
千
代
ま
で
命
を
の
べ
の
小
松

な
り
け
り

（後
拾
遺

〔異
本
歌
〕

‐２２７
　
不
知
）

万
代
を
の
べ
に
と
聞
き
じ
松
な
れ
ば
千
代
の
根
差
し
の
こ
と
に

も
有
る
か
な

（
円
融
院
御
集
５９
）

な
ど
の
例
を
挙
げ
ら
れ
る
。

【評
】
　

２５
は

「和
泉
式
部
集
」
冒
頭
に
配
さ
れ
た
百
首
歌
の
第
三

後
拾
遺
和
歌
集
私
注

（５
）

首
に
当
た
る
。
第
二
首
は

春
日
野
は
雪
降
り
つ
む
と
見
し
か
ど
も
生
ひ
た
る
物
は
若
菜
な

り
け
り

（後
拾
遺
　
春
上
３５
）

で
あ
る
。

『全
釈
』
が
２５
の
解
釈
で
、　
若
莱
摘
み
に
よ
る
延
寿
が
言

外
に
あ
る
と
す
る
の
は

「式
部
集
」
の
配
列
に
照
ら
せ
ば
、
説
得
力

は
増
し
、
ま
た
同
百
首
歌
の
成
立
事
情
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
と
も

な
り
得
る
。
し
か
し
、
後
拾
遺
集
の
子
の
日
の
歌
群
中
に
置
き
、
独

立
し
た
子
の
日
の
歌
と
し
て
見
た
場
合
は
、
語
釈
に
述

べ

た

よ
う

に
、
若
菜
を
も
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
な
く
解
釈
し
得
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
の
歌
は
子
の
日
の
歌
と
し
て
内
容
的
に
特
に
注
目
す
べ
き
と
こ

ろ
は
な
い
。
む
し
ろ
技
巧
的
な
面
で
の
工
夫
に
作
者
の
意
は
注
が
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ま
ず
掛
詞
は

「
ひ
き
つ
れ
て
」
と

「
の
べ
」

の
二
箇
所
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
子
の
日
の
歌
の
技
巧
と
し
て

一
般
的

な
も
の
だ
が
、
あ
え
て
両
者
と
も
に
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
意

識
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
掛
詞
以
上
に
注

意
さ
れ
る
の
は

「
…
ま
つ
に
ま
た
い
ま
…
」
の

「
ま
」
音
の
繰
り
返

し
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
松

。
ま
た

。
今
の
各
語
の
意
味
内
容
が

一
首

内
で
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
選
ば
れ
た
各
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
同
音
の
繰
り
返
し
が
偶
々
生
じ
た
と
い
う
の
で
は
な

い
だ

ろ

う
。
作
者
の
意
識
的
な
韻
律
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た

「今
日
は
」
と

「
い
ま
」
も
音
は
ま
っ
た

一
一



く
異
な
る
が
、
意
味
上
で
類
似
し
た
語
を
繰
り
返
す
こ
と
が

一
首
に

リ
ズ
ム
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

和
泉
式
部
の
和
歌
で
の
表
現
面
で
の
特
色
の
一
つ
に
重
語
表
現
が

あ
る
。
岸
本
良
子
氏

（「和
泉
式
部
の
歌
に
つ
い
て
―
重
語
表
現
を

中
心
に
―
」
学
大
国
文
　
第
１４
号
　
昭
和
４６
年
）
に
よ
れ
ば
、
和
泉

式
部
の
和
歌

一
三
五
七
首
を
集
成
し
た
う
ち
二
四
八
首
、
約

一
八
パ

ー
セ
ン
ト
に
重
語
表
現
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
そ
れ
ら
が
も
た

ら
す
効
果
を
十
項
目
に
分
け
例
証
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
心
中
の
低

迷
状
態
を
表
す
も
の
は
和
泉
式
部
独
特
の
も
の
と
し
、

経
れ
ば
う
し
経
じ
と
て
も
ま
た
い
か
が
せ
む
あ
め
の
下
よ
り
は

か
の
な
け
れ
ば

（
五
八
四
）

と
ど
め
お
き
て
誰
を
あ
は
れ
と
思
ひ
け
ん
子
は
ま
さ
る
ら
ん
子

は
ま
さ
り
け
り

（
四
八
五
）
―
―
歌
番
号
は
岩
波
文
庫
に
よ
る

な
ど
を
挙
げ
る
。
前
者
は

「経
る
」
こ
と
を
肯
定
も
否
定
も
し
が
た

い
我
が
心
の
有
り
様
に
つ
い
て
、
重
語
表
現
で
示
し
、
後
者
で
は
、

親
の
子
へ
の
愛
情
を
繰
り
返
す
形
だ
が
、
亡
き
娘

（小
式
部
内
侍
）

の
遺
児
へ
の
思
い
を
推
量
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
亡
き
娘
へ
の
作
者

の
親
と
し
て
の
哀
惜
の
思
い
を
か
み
し
め
る
境
地
を
導

び

い
て

い

る
。
た
し
か
に
こ
の
両
例
と
も
重
語
表
現
が
作
者
の
心
の
深
部
を
も

っ
と
も
生
々
し
く
表
し
得
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
は
、

リ
ズ
ム
感
を
助
長
す
る
効
果
の
あ
る
も
の
、
動
作

・
状
態
の
激
し
さ

を
強
調
す
る
効
果
の
あ
る
も
の
、
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
二

こ
う
し
た
重
語
表
現
に
２５
の
同
音
や
類
義
語
の
操
り
返
し
は
、
直

接
に
で
は
な
い
に
し
て
も
結
び
つ
く
技
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和

泉
式
部
の
和
歌
に
つ
い
て

「
口
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
」
と
見
え
る
点

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
作
者
の
心
が
お
の
ず
と
日
か
ら
出
た
ま

ま
で
和
歌
と
し
て
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
を
読
む
者
に
抱

か
せ
る
音
調
の
良
さ
に
も
依

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
様
々
な
方

法

・
形
式
は
あ
る
に
し
て
も
、
繰
り
返
し
表
現
が
も
た
ら
す
も
の
と

も
考
え
得
る
。
そ
の
表
現
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
心
の
内
に
深
浅
は

あ
る
に
し
て
も
、
和
泉
式
部
に
は
本
来
的
に
語
の
意
味
や
音
そ
の
も

の
へ
の
繊
細
鋭
敏
な
感
覚
と
こ
だ
わ
り
や
好
み
が
あ
る
と
思
う
。
そ

し
て
、
時
に
そ
う
し
た
表
現
の
中
に
作
者
の
心
の
深
い
沈
潜
を
読
み

取
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
記
　
本
稿
は
「大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
十
七
号
に
掲
載
し
た
も

の
の
続
稿
で
あ
る
。


