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『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）

武

田

元

治

前
稿
で
「
霞
」
の
題
の
三
十
番
を
と
り
上
げ
た
の
に
続
い
て
、
本
稿
で
は
「
花
」

の
題
の
三
十
番
を
と
り
上
げ
る
。
こ
の
一
番
か
ら
二
十
番
ま
で
は
、『
平
安
朝
歌
合

大
成
』
に
甲
本
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
伝
寂
蓮
筆
本
の
一
部
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
本
文
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
に
留
意

し
な
が
ら
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

花

一
番

左

隆

季

６１

お
ぼ
つ
か
な
花
な
き
里
の
さ
と
人
は
春
の
こ
こ
ろ
や
の
ど
け
か
る
ら
ん

右
勝

観

蓮

ち
り
ぬ
と
も
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

６２

ち
り
ぬ
と
て
い
か
が
帰
ら
ん
山
桜
あ
か
ぬ
名
残
の
花
の
木
か
げ
は

か

は

左
歌
、
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
い
へ
る
う
た
の
上
の
句
ば
か
り
か
は

れ
る
に
侍
る
べ
し

れ
る
な
る
べ
し
。
か
か
る
や
う
に
と
り
て
は
を
か
し
く
も
侍
れ
ど
、
あ
ま
り

に
や
あ
ら
ん
。

い
ひ
は
て
た
る

右
歌
、
花
の
木
か
げ
は
と
い
ひ
て
は
て
た
る
程
ぞ
、
優
に
し
も
き
こ
え
ね
ど

も
、
花
の
ち
り
な
ん
木
の
し
た
に
猶
名
残
こ
ひ
た
る
心
、
よ
ろ
し
き
に
や
あ

ら
ん
。
よ
り
て
右
の
勝
と
申
す
べ
き
に
や
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

花

一
番

左

隆

季

６１

ど
う
も
気
に
か
か
る
、
―
―
花
の
咲
か
な
い
里
の
里
人
は
、
春
の
心
は
の
ど
か

な
の
だ
ろ
う
か
。右

勝

観

蓮

６２

花
が
散
っ
て
し
ま
っ
て
も
、（
こ
こ
を
離
れ
て
）
帰
る
気
に
は
な
れ
ぬ
、
―
―
山

桜
の
、
見
飽
き
ず
心
に
残
る
花
の
木
陰
は
。

左
の
歌
は
、「
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
（
業
平
の
）
詠
ん
だ
歌
の
、

上
の
句
だ
け
が
違
っ
て
い
る
作
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
詠
み
様
の
歌
と
し
て

は
面
白
く
も
見
え
ま
す
が
、（
本
歌
の
表
現
の
と
り
入
れ
方
に
）
度
を
超
え
た

点
が
あ
ろ
う
か
。

右
の
歌
は
、「
花
の
木
か
げ
は
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
あ
た
り
は
、
優
美
と
は

思
わ
れ
な
い
け
れ
ど
、
花
の
散
っ
た
木
の
下
で
、
な
お
残
る
花
の
面
影
を
慕
っ

た
心
は
、
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
右
の
勝
と
言
う
べ
き
か
と
思
う
。

【
注
】
○
ち
り
ぬ
と
て

「
ち
り
ぬ
と
も
」
と
伝
寂
蓮
筆
巻
子
本
に
あ
り
、
作
者
の

家
集
『
貧
道
集
』
も
同
じ
。
○
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
い
へ
る
う
た
『
古

今
集
』（
五
三
）
に
見
え
る
在
原
業
平
の
歌
の
下
句
を
引
い
た
も
の
。
上
句
は
「
世

の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
」。
こ
の
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
等
に
も

見
え
る
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
在
原
業
平
の
歌
、

世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
（『
古
今
集
』

五
三
）

―２３―（ ）２３



を
本
歌
と
し
て
、
そ
れ
で
は
「
花
な
き
里
の
里
人
」
は
春
に
心
が
の
ど
か
な
の
か
、

「
お
ぼ
つ
か
な
」
と
詠
む
。「
花
な
き
里
」
を
詠
み
入
れ
た
歌
は
、
伊
勢
の
、

春
が
す
み
た
つ
を
見
す
て
て
ゆ
く
か
り
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る
（『
古

今
集
』
三
一
）

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
左
歌
で
は
「
花
な
き
里
」
の
「
里
人
」
の
心
に
ま
で
立
ち

入
っ
て
想
像
し
、
心
穏
や
か
で
い
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
気
が
か
り
だ
と
す
る
。

こ
れ
は
作
者
の
世
を
生
き
る
上
で
の
悩
み
を
反
映
し
た
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思

う
。右

の
歌
は
、
山
桜
の
散
っ
た
後
も
心
に
残
る
花
の
面
影
が
忘
れ
難
く
、
木
陰
を

離
れ
が
た
い
と
詠
ん
で
い
る
。
花
に
引
か
れ
る
伝
統
的
な
心
を
強
調
し
て
詠
ん
だ

一
首
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
業
平
の
歌
の
下
句
を
あ
ま
り
変
え
な
い

で
用
い
た
点
を
問
題
と
し
て
、「
を
か
し
く
」
も
思
わ
れ
る
が
、
下
句
の
類
似
は
度

を
超
え
て
い
る
よ
う
だ
と
批
判
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
末
句
の
表
現
が
優
美
と
思
わ
れ
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、

花
の
散
っ
た
後
も
そ
の
名
残
を
思
う
心
を
「
よ
ろ
し
き
」
も
の
と
評
価
し
、
勝
と

し
て
い
る
。

二
番

左
持

実

房

６３

桜
花
ち
り
な
ん
後
の
か
た
み
に
は
か
は
り
て
み
え
よ
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

す
が
た
を
ば
か
は
り
て
み
せ
よ
嶺
の
白
雲

右

讃

岐

６４

咲
初
め
て
わ
が
よ
に
ち
ら
ぬ
花
な
ら
ば
あ
か
ぬ
心
の
程
は
み
て
ま
し

左
右
と
も
に
す
が
た
詞
い
と
を
か
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。
但
、
左
は
か
は
り

て
み
え
よ
と
云
心
や

み
せ
よ
と
い
へ
ら
ん
や
、
い
か
が
。
雲
は
花
の
前
後
お
な
じ
く
や
侍
ら
ん
。

右
は
、
わ
が
よ
の
こ
と
葉
、
誰
も
よ
む
こ
と
に
は
侍
れ
ど
、
歌
合
の
時
は
い

か
に
ぞ
や
、
よ
う
い
あ
る
べ
く
見
え
侍
る
な
り
。
持
と
す
べ
し
。

【
通
釈
】二

番

左
持

実

房

６３

桜
の
花
が
散
っ
た
後
の
、
そ
の
姿
を
、（
花
に
）
代
わ
っ
て
見
せ
て
く
れ
、
峰
に

か
か
る
白
雲
よ
。右

讃

岐

６４

咲
き
初
め
て
か
ら
、
私
の
生
涯
に
か
け
て
、
も
し
散
ら
な
い
花
だ
っ
た
ら
、
見

飽
き
な
い
気
の
す
る
ま
ま
、
眺
め
続
け
て
い
た
い
も
の
で
す
。

左
右
の
歌
は
、
と
も
に
姿
や
言
葉
が
大
層
面
白
い
作
の
よ
う
で
す
。
た
だ
、

左
の
歌
は
、
雲
に
対
し
て
（
花
の
散
っ
た
後
の
姿
を
）「
代
は
り
て
見
せ
よ
」

と
詠
ん
で
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
雲
は
花
の
前
も

後
も
同
様
の
姿
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

右
の
歌
は
「
わ
が
世
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
般
に
そ

の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
歌
合
の
場
合
に
は
い
か
が
な
も

の
か
、
配
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
持
と
判
定
し
よ

う
。

【
注
】
○
ち
り
な
ん
後
の
す
が
た
を
ば
か
は
り
て
み
せ
よ

伝
寂
蓮
筆
本
で
は
「
ち

り
な
ん
後
の
か
た
み
に
は
か
は
り
て
み
え
よ
」
と
あ
る
。「
す
が
た
を
ば
」
だ
と
、

花
の
散
っ
た
後
の
姿
を
見
せ
よ
と
雲
に
求
め
た
こ
と
に
な
る
。「
か
た
み
に
は
」
と
、

花
の
散
っ
た
後
に
花
の
思
い
出
に
な
る
姿
を
見
せ
よ
と
雲
に
求
め
た
と
言
う
方
が
、

納
得
さ
れ
る
表
現
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
俊
成
が
判
詞
で
批
判
し
て
い
る
の

は
、「
す
が
た
を
ば
」
の
形
の
場
合
の
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
が
右
歌
の
本
来
の
形
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
一
首
は
『
月
詣
集
』（
一
三
二
）
に
も
「
す
が
た
を
ば
か

は
り
て
み
せ
よ
」
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
○
わ
が
よ

自
分
の
一
生
の
間
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
花
の
散
っ
た
後
に
花
の
思
い
出
の
よ
す
が
と
な
る
姿
を
見
せ

よ
と
、
峰
の
白
雲
に
求
め
た
心
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
場
合
、「（
散
り
な
ん
後
の

姿
を
ば
）
代
は
り
て
見
せ
よ
」
と
い
う
の
は
、「
注
」
で
触
れ
た
よ
う
に
疑
問
の
あ

る
表
現
で
、
俊
成
の
判
詞
で
も
批
判
し
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
も
し
花
が
自
分
の
一
生
の
間
散
ら
ず
に
い
て
く
れ
る
な
ら
、
見
飽

き
ず
見
続
け
て
い
た
い
と
詠
む
。
花
が
見
飽
き
ぬ
う
ち
に
散
る
の
を
嘆
く
心
を
、

こ
う
い
う
形
で
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
は
と
も
に
姿
、
言
葉
が
「
い
と
を
か
し
く
」
詠
ま

れ
て
い
る
と
評
価
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疑
問
点
も
指
摘
す
る
。
左
の
歌
に
つ

（ ）２４―２４―



い
て
は
、
花
の
散
っ
た
後
の
姿
を
花
に
代
わ
っ
て
見
せ
よ
と
雲
に
求
め
て
い
る
が
、

雲
は
花
の
前
後
を
通
じ
て
同
様
の
姿
で
あ
る
は
ず
だ
と
言
う
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
わ
が
世
」
の
語
を
、
歌
合
の
歌
と
い
う
観
点
か
ら
問
題

視
し
て
い
る
。「
わ
が
世
」
は
作
者
個
人
の
一
生
を
意
味
す
る
か
ら
、
公
的
な
歌
合

の
場
で
は
避
け
る
べ
き
だ
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
備
考
】
二
番
右
歌
は
『
続
後
拾
遺
集
』
雑
歌
上
（
九
九
九
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

三
番

左
持

実

国

６５

神
が
き
や
み
し
め
の
う
ち
の
桜
花
あ
ら
き
風
に
は
あ
た
ら
じ
も
の
を

右

登

蓮

６６

と
し
ご
と
に
そ
む
る
心
の
し
る
し
あ
ら
ば
い
か
な
る
色
に
花
の
さ
か
ま
し

左
の
歌
、
み
し
め
の
内
の
花
、
あ
ら
き
風
に
は
な
ど
い
へ
る
こ
こ
ろ
、
を
か

し
く
侍
り
。

右
は
、
い
か
な
る
色
に
花
の
さ
か
ま
し
と
い
へ
る
姿
、
い
と
よ
ろ
し
く
（
伝
寂
蓮
筆

を
か
し
。
つ
ね

本
、
以
下
同
ジ
）

の
花
の
色
に
は
そ
め
ま
せ
る
に
や
と
は

そ
め
ま
さ
る
に
や
と
み
え
侍
れ
ど
、
み
し
め
の
う
ち
の
花
は

あ
だ
な
ら
ず
侍
れ
ば
、
持
と
申
す
べ
し
。

【
通
釈
】三

番

左
持

実

国

し
め

６５

神
域
の
、
標
縄
を
め
ぐ
ら
し
た
中
の
桜
の
花
は
、
荒
い
風
に
当
た
る
こ
と
は
あ

る
ま
い
と
思
う
。右

登

蓮

６６

毎
年
花
に
心
を
染
め
る
（
心
を
深
く
寄
せ
る
）
が
、
こ
れ
に
も
し
効
験
が
あ
る

な
ら
ば
、
一
体
ど
ん
な
色
に
花
が
咲
く
だ
ろ
う
か
。

し
め

左
の
歌
は
、「
み
標
の
内
の
花
」
に
つ
い
て
、「
あ
ら
き
風
に
は
（
あ
た
ら
じ

も
の
を
）」
な
ど
と
詠
ん
だ
心
が
、
面
白
く
思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
い
か
な
る
色
に
花
の
さ
か
ま
し
」
と
詠
ん
だ
姿
が
、
大
層
面
白

い
。
普
通
の
花
の
色
に
ま
さ
っ
て
染
め
ら
れ
る
か
（
そ
し
て
歌
も
ま
さ
っ
て

し
め

い
る
か
）
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
左
の
歌
の
「
み
標
の
内
の
花
」
は
（
神
域
内

の
花
で
）、
か
り
そ
め
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
持
と
致
し
ま
し
ょ
う
。

【
注
】
○
神
が
き

神
域
を
他
と
区
別
す
る
垣
だ
が
、
神
域
を
指
し
て
も
言
う
。
○

み
し
め

「
み
」
は
、
敬
意
を
添
え
る
接
頭
語
。「
し
め
」
は
、
し
め
縄
。
神
域
を

示
す
し
る
し
と
し
て
引
き
渡
す
縄
。
○
そ
む
る
心

染
む
る
心
。
深
く
寄
せ
る
心
。

「
染
む
」
は
、
色
が
し
み
こ
む
よ
う
に
深
く
思
い
入
れ
る
意
。
○
し
る
し

効
験
。

は
た
ら
き
か
け
に
応
じ
て
現
わ
れ
る
結
果
。
○
つ
ね
の
花
の
色
に
は
そ
め
ま
さ
る

花
が
普
通
の
花
の
色
に
ま
さ
っ
て
美
し
く
染
め
ら
れ
る
意
に
、
歌
が
他
よ
り
一
層

ま
さ
っ
て
い
る
意
を
含
め
て
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
し
め
縄
を
め
ぐ
ら
し
た
神
域
の
内
の
桜
の
花
は
、
外
部
の
荒

い
風
か
ら
守
ら
れ
て
美
し
く
咲
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
の
心
を
詠
む
。
神
域
の
花
へ

の
賛
歌
で
あ
る
。

右
の
歌
は
、
花
に
思
い
入
れ
る
心
を
「
染
む
る
」
心
と
言
う
こ
と
か
ら
、
も
し

そ
の
効
験
が
あ
る
な
ら
花
は
ど
ん
な
色
に
染
ま
っ
て
咲
く
こ
と
か
と
詠
む
。「
染
む

る
」
の
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
想
像
の
面
白
さ
を
求
め
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
心
が
「
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
評
す

る
。
右
歌
に
つ
い
て
は
、「
い
か
な
る
色
に
花
の
さ
か
ま
し
」
と
、
人
の
思
い
で
染

ま
る
花
の
色
を
想
像
し
た
詠
み
様
を
「
い
と
を
い
か
し
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

【
備
考
】
三
番
右
歌
は
『
新
後
拾
遺
集
』（
九
一
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

四
番

左

時

忠

６７

一
と
せ
を
さ
な
が
ら
春
に
な
し
は
て
て
た
え
ず
桜
を
み
る
よ
し
も
が
な

右
勝

俊

恵

６８

雲
か
か
る
た
か
ね
の
桜
さ
き
ぬ
れ
ば
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

ち
り
ぬ
れ
ば
ゐ
せ
き
を
こ
ゆ
る
あ
ま
の
河
波

左
は
和
泉
式
部
が

左
、
彼
の
和
泉
式
部
が
お
し
な
べ
て
は
な
は

春
は
桜
に
な
し
は
て
て
ち
る
て
ふ
こ
と
の

事
を

な
か
ら
ま
し
か
ば

な
げ
か
ず
も
が
な
と
い
へ
る
歌
に
か
よ
ひ
て
、
さ
な
が
ら
春
に
と
お
き
、
た

え
ず
桜
を
な
ど
い
へ
る
心
、
を
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。

右
の
ナ
シ

の
歌
ざ
ま
は
、
い
と
よ
ろ
し
く

い
と
を
か
し
く
侍
る
な
る
べ
し
。
但
、
ゐ
せ
き
を
こ
ゆ
る

と
い
へ
る
や

い
へ
る
に
や
、
山
の
高
ね
を
ゐ
せ
き
と

山
の
高
ね
ぞ
ゐ
せ
き
と
見
む
こ
と
、
い
か
が
と
お
ぼ
え
侍

ら
ん
。
か
の
高
陽
院
家
の

高
陽
院
家
の
歌
合
に
、
雲
ゐ
に
み
ゆ
る
滝
の
し
ら
い
と
い
へ
る
歌
な
ど
こ
そ

な
ど
い
へ
る
歌

こ
そ
、
誠
に
さ
る
こ
と
と
を
か
し
く
は
侍
れ
。
さ
れ
ど
こ
れ
も
か
れ
も
ナ
シ

か
れ
も
た
け

―２５―（ ）２５
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あ
ら
ん
と
よ
め
る
歌
に
侍
る
め
り
。
右
の右
あ
ま
の
河
波
、
少
し
は
立
ち
ま
さ
る

に
や
侍
ら
ん
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

四
番

左

時

忠

６７

一
年
を
す
べ
て
春
に
し
て
し
ま
っ
て
、
絶
え
ず
桜
の
花
を
見
る
す
べ
が
な
い
も

の
か
と
思
う
。

右
勝

俊

恵

６８

雲
の
か
か
る
高
ね
の
桜
が
咲
い
た
の
で
、
天
の
川
の
波
が
、
せ
き
を
越
え
て
あ

ふ
れ
出
た
と
見
え
た
。

左
の
歌
は
、
和
泉
式
部
が
、「
お
し
な
べ
て
花
は
桜
に
な
し
は
て
て
散
る
て
ふ

こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
と
詠
ん
だ
歌
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、「
さ

な
が
ら
春
に
（
な
し
は
て
て
）」
と
言
っ
た
上
で
、「
た
え
ず
桜
を
（
見
る
よ

し
も
が
な
）」
と
詠
ん
だ
心
が
、
面
白
く
思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、
歌
い
様
は
大
層
結
構
な
も
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、「
ゐ
せ
き
を
越

ゆ
る
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
山
の
高
い
峰
を
河
の
せ
き
と
見
な
す
わ
け
で
、
こ

か
や
の
い
ん

れ
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
の
高
陽
院
家
の
歌
合
に
、「（
山

し
ら
い
と

桜
さ
き
そ
め
し
よ
り
ひ
さ
か
た
の
）
雲
ゐ
に
見
ゆ
る
滝
の
白
糸
」
と
詠
ん
だ

歌
な
ど
は
、
ま
こ
と
に
し
か
る
べ
き
こ
と
と
面
白
く
受
け
と
れ
る
の
で
す
が
。

し
か
し
こ
の
右
歌
も
格
調
の
高
さ
を
心
が
け
て
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
で
す
。
こ

の
右
の
「
天
の
河
波
」
の
歌
が
、
少
し
は
立
ち
ま
さ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

【
注
】
○
ゐ
せ
き

用
水
に
す
る
た
め
川
を
せ
き
止
め
た
所
。
○
あ
ま
の
河
波

天

の
川
の
波
。
大
江
匡
房
の
歌
に
「
初
瀬
山
く
も
ゐ
に
花
の
さ
き
ぬ
れ
ば
あ
ま
の
川

波
た
つ
か
と
ぞ
見
る
」（『
金
葉
集
』
五
一
、『
江
帥
集
』
三
三
で
は
第
一
句
「
を
は

つ
せ
や
」、
第
三
句
「
さ
く
こ
ろ
は
」）
と
あ
る
。
こ
れ
は
山
の
高
い
所
に
花
が
咲

い
た
の
を
、
天
の
川
の
白
波
に
見
立
て
て
い
る
。
一
方
『
江
帥
集
』
に
は
「
吉
野

山
く
も
ゐ
に
花
の
ち
る
こ
ろ
は
天
の
川
波
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」（
四
〇
八
）
と
、
山

の
高
い
所
に
花
の
散
る
こ
ろ
の
様
子
を
天
の
川
波
に
見
立
て
た
歌
も
あ
る
。
○
和

泉
式
部
が
、
お
し
な
べ
て
…

こ
の
和
泉
式
部
の
歌
は
、
伝
寂
蓮
筆
本
に
挙
げ
る

「
お
し
な
べ
て
花
は
桜
に
な
し
は
て
て
ち
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
の
形

が
『
和
泉
式
部
集
』（
正
集
、
榊
原
本
、
三
三
七
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

第
二
句
を
「
春
は
桜
に
」
と
す
る
形
が
『
和
泉
式
部
集
』
松
井
本
（
一
八
九
）
に

見
ら
れ
、「
春
を
桜
に
」
と
す
る
形
が
『
続
後
撰
集
』（
八
五
）
の
和
泉
式
部
の
歌

に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
下
句
を
「
ち
る
て
ふ
事
を
な
げ
か
ず
も
が
な
」
と
す
る
形

は
目
下
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
○
高
陽
院
家
の
歌
合
に
、
雲
ゐ
に
み
ゆ
る

滝
の
し
ら
い
と
な
ど
い
へ
る
歌

こ
の
歌
合
は
、
寛
治
八
年
（
一
〇
八
四
）、
前
関

白
藤
原
師
実
が
高
陽
院
第
で
催
し
た
『
高
陽
院
七
番
歌
合
』
で
、
桜
七
番
右
の
源

俊
頼
の
歌
。
こ
こ
で
は
下
句
を
挙
げ
て
い
る
が
、
上
句
は
「
山
桜
さ
き
そ
め
し
よ

り
ひ
さ
か
た
の
」。
一
首
は
『
金
葉
集
』（
五
〇
）
に
も
収
め
ら
れ
る
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
一
年
を
す
べ
て
春
に
し
て
、
絶
え
ず
桜
の
花
を
見
て
い
た
い

と
、
花
に
引
か
れ
る
伝
統
的
な
心
に
基
づ
く
願
望
を
詠
ん
で
い
る
。

右
の
歌
は
、
第
三
句
の
形
が
本
に
よ
り
異
な
る
が
、
作
者
俊
恵
の
家
集
『
林
葉

和
歌
集
』（
一
三
八
）
所
収
の
歌
の
形
に
よ
れ
ば
、
伝
寂
蓮
筆
本
の
「
さ
き
ぬ
れ
ば
」

が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。「
雲
か
か
る
高
ね
の
桜
」
が
咲
い
た
様
子
を
、「
天
の
河
波
」

が
せ
き
を
越
え
て
あ
ふ
れ
出
た
さ
ま
に
見
立
て
て
い
る
。
高
ね
の
桜
の
咲
き
さ
か

る
大
景
を
鮮
や
か
に
表
現
し
て
い
る
が
、
着
想
や
用
語
か
ら
見
て
、
次
の
大
江
匡

房
の
歌
を
下
敷
き
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

初
瀬
山
雲
ゐ
に
花
の
さ
き
ぬ
れ
ば
天
の
河
波
た
つ
か
と
ぞ
見
る
（『
金
葉
集
』

ニ

ル

ヲ

五
一
、「
遥
見
二

山
花
一

と
い
へ
る
事
を
よ
め
る
」）

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、
和
泉
式
部
の
花
の
歌
に
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
言
い
、
そ
の
心
が
「
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
評
す
る
。
た
だ
こ
こ

に
引
か
れ
る
和
泉
式
部
の
花
の
歌
は
、
伝
本
に
よ
っ
て
形
が
相
違
す
る
が
、
伝
寂

蓮
筆
本
の

お
し
な
べ
て
花
は
桜
に
な
し
は
て
て
ち
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば

の
歌
形
が
、「
注
」
で
触
れ
た
よ
う
に
『
和
泉
式
部
集
』（
正
集
、
榊
原
本
、
三
三

七
）
の
歌
の
形
と
も
一
致
す
る
の
で
、
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
俊
成
は
佳
作
と
す
る
一
方
、
問
題
点
も
挙
げ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
高
ね
の
桜
が
咲
い
た
様
子
を
天
の
河
波
が
「
ゐ
せ
き
」
を
越
え
る
と
見

（ ）２６―２６―



立
て
た
の
で
、
山
の
「
高
ね
」
を
「
ゐ
せ
き
」
と
見
な
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
不

自
然
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
右
歌
と
似
た
山
桜
の
景

を
詠
む
が
問
題
の
な
い
佳
作
と
し
て
、
次
の
源
俊
頼
の
歌
を
挙
げ
る
。

山
桜
さ
き
そ
め
し
よ
り
ひ
さ
か
た
の
雲
ゐ
に
見
ゆ
る
滝
の
白
糸
（『
高
陽
院
七

番
歌
合
』
桜
七
番
右
、『
金
葉
集
』
五
〇
）

俊
成
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
こ
そ
「
誠
に
さ
る
こ
と
と
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
言

い
、
し
か
し
俊
恵
の
歌
も
俊
頼
の
歌
と
同
様
に
「
た
け
あ
ら
ん
と
詠
め
る
歌
」
と

見
え
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
俊
頼
か
ら
俊
恵
に
続
く
六
条
源
家
の
歌
風
の
特

色
に
触
れ
た
言
葉
と
し
て
興
味
深
い
。

五
番

左
持

成

範

６９

を
し
め
ど
も
か
ひ
な
か
り
け
り
桜
花
か
ぜ
に
の
み
こ
そ
さ
そ
は
れ
て
ゆ
け

右

通

親

７０
神
山
に
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

神
が
き
に
し
め
ゆ
ふ
花
は
諸
人
の
思
ひ
ひ
ら
く
る
か
ざ
し
な
り
け
り

左
歌
、
す
が
た
詞
よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。
花
を
を
し
み
か
ね
て
、
い
か

が
は
せ
む
と
思
ひ
な
り
に
け
る
や
う
に
ぞ
き
こ
え
侍
る
。

右
歌
、
思
ひ
ひ
ら
く
る
な
ど
い
へ
る
わ
た
り
、
艶
あ
る

え
む
な
る
こ
と
ば
に
し
も
あ

ら
ね
ど
、
し
め
ゆ
ふ
花
、
お
ろ
か
な
ら
ず
み
ゆ
。
持
と
す
べ
し

持
と
申
す
べ
し
。

【
通
釈
】五

番

左
持

成

範

６９

花
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
が
、
む
な
し
い
こ
と
だ
っ
た
、
―
―
桜
の
花
は
、
風

に
の
み
誘
わ
れ
て
散
っ
て
ゆ
く
。

右

通

親

７０
神
山
に
（
伝
寂
蓮
筆
本
）

神
域
に
、
大
事
に
守
ら
れ
る
花
は
、
多
く
の
人
々
の
思
い
も
晴
れ
る
、
か
ざ
し

の
花
な
の
で
あ
っ
た
。

左
の
歌
は
、
姿
、
言
葉
が
結
構
な
作
の
よ
う
で
す
。
花
と
の
別
れ
を
惜
し
む

が
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仕
方
が
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
様
子
と

思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
思
ひ
ひ
ら
く
る
」
な
ど
と
言
っ
た
あ
た
り
は
、
優
美
な
言
葉
遣

い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、「（
（
神
山
に
）

神
垣
に
）
し
め
ゆ
ふ
花
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
並
々

の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
持
と
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
注
】
○
神
が
き

伝
寂
蓮
筆
本
で
は
「
神
山
」。
神
山
な
ら
、
こ
こ
で
は
上
賀
茂

し
め

ゆ

神
社
の
背
後
の
山
。
○
し
め
ゆ
ふ

標
結
ふ
。
占
有
す
る
地
を
示
す
標
識
を
設
け

る
。
こ
こ
で
は
花
を
大
切
に
守
る
意
で
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
の
歌
に
、「
植

ゑ
た
て
て
君
が
し
め
ゆ
ふ
花
な
れ
ば
玉
と
見
え
て
や
露
も
を
く
ら
ん
（『
後
撰
集
』

二
八
〇
、『
拾
遺
集
』
一
六
七
）
が
あ
る
。
○
思
ひ
ひ
ら
く
る

思
い
が
晴
れ
る
。

「
ひ
ら
く
」
は
花
の
縁
で
言
う
。
○
か
ざ
し

髪
に
さ
し
て
飾
る
花
や
枝
。
植
物
の

生
命
力
を
身
に
つ
け
る
信
仰
か
ら
起
こ
り
、
神
を
迎
え
幸
福
を
願
う
意
味
を
も
っ

て
い
た
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
花
と
の
別
れ
を
惜
し
む
わ
が
心
も
む
な
し
く
、
花
は
風
に
の

み
誘
わ
れ
て
散
っ
て
ゆ
く
、
と
嘆
い
た
作
。
花
や
風
も
心
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に

擬
人
化
し
て
詠
ん
だ
点
に
特
色
が
あ
る
。

右
の
歌
は
、
神
域
に
「
し
め
ゆ
ふ
花
」
は
、
人
々
の
「
思
ひ
ひ
ら
く
る
か
ざ
し
」

で
あ
っ
た
と
詠
む
。
神
域
の
花
を
諸
人
の
思
い
も
晴
れ
る
「
か
ざ
し
」
と
と
ら
え

て
賛
美
し
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、「
姿
詞
よ
ろ
し
く
」
と
評
価
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
思
ひ
ひ
ら
く
る
」
と
い
う
言
い
様
を
優
美
で
な
い
と
批
判

す
る
が
、
神
域
に
「
し
め
ゆ
ふ
花
」
を
詠
ん
だ
点
を
挙
げ
、
持
と
し
て
い
る
。

六
番

左
勝

雅

頼

７１

み
よ
し
の
の
山
の
あ
な
た
に
ち
る
花
を
吹
き
こ
す
風
の
た
よ
り
に
ぞ
み
る

右

公

重

７２

あ
か
ず
の
み
お
も
ふ
桜
の
花
か
と
て
心
に
か
か
る
峰
の
し
ら
雲

左
右
の
花
、
い
づ
れ
も
こ
の
も
と
に
て

こ
の
本
に
て
み
た
る
に
は
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

み
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
左
は
か
ぜ

の
つ
て
に
て
も
た
よ
り
に
ぞ
み
る
と
い
へ
り

に
も
た
よ
り
に
て
み
る
な
ど
い
へ
り
。

右
は
み
ね
の
白
雲
許
を
心
に
か
け
た
る
や
う
に
き
こ
え
侍

様
に
は
き
こ
え
は
べ
り
。
あ
い
な
く

や
あ
ら
ん
。
花
か
と
て
な
ど
い
へ
る
も
、
心
す
く
な
き
心
ち
す
。
左
の
か
ち
な

か
ち

る
べ
し

な
る
べ
き
に
や
。

―２７―（ ）２７
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【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

六
番

左
勝

雅

頼

７１

吉
野
の
、
山
の
向
こ
う
で
散
る
花
を
、
山
を
吹
き
越
す
風
の
た
よ
り
で
見
る
の

で
す
。

右

公

重

７２

あ
れ
は
、
た
だ
も
う
飽
き
ず
思
う
桜
の
花
か
と
見
て
、
峰
の
白
雲
が
心
に
か
か

る
の
で
す
。

左
右
の
歌
に
詠
ま
れ
た
花
は
、
い
ず
れ
も
木
の
下
で
見
た
花
で
は
な
い
が
、

左
の
歌
で
は
、
風
と
い
う
仲
立
ち
に
よ
っ
て
、「（
風
の
）
た
よ
り
に
ぞ
見
る
」

な
ど
と
詠
ん
で
い
る
。

（
そ
れ
に
対
し
て
）
右
の
歌
は
、
峰
の
白
雲
を
専
ら
心
に
か
け
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
筋
の
違
う
こ
と
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
ま
た
「
花
か
と

て
」
な
ど
と
言
っ
た
の
も
、
花
を
思
う
心
が
不
足
し
て
い
る
気
が
す
る
。
左

の
勝
で
あ
ろ
う
。

【
注
】
み
よ
し
の
の
山
の
あ
な
た

吉
野
山
の
向
こ
う
側
。『
古
今
集
』
に
「
み
吉

野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が
に
せ
む
」（
九
五
〇
）
の

歌
が
見
え
る
。
吉
野
山
は
、
大
和
の
国
の
歌
枕
、
今
の
奈
良
県
中
央
部
の
山
で
あ

る
が
、
現
在
の
吉
野
山
を
含
む
広
い
山
岳
地
帯
を
言
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
○
心
に

か
か
る
峰
の
白
雲

心
に
か
か
る
こ
と
に
、
峰
に
白
雲
が
か
か
る
こ
と
を
掛
け
て

言
う
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
吉
野
山
の
向
こ
う
側
で
散
る
花
を
、
山
を
越
え
て
く
る
風
の

た
よ
り
で
見
る
と
詠
む
。
吉
野
山
は
奥
が
深
く
、
山
岳
信
仰
の
地
で
も
あ
っ
て
、

「
山
の
あ
な
た
」
は
容
易
に
近
づ
き
難
い
だ
け
に
人
の
心
を
引
く
所
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
ん
な
こ
と
を
背
景
に
置
い
て
、「
山
の
あ
な
た
」
に
人
知
れ
ず
散
る
花
を

「
風
の
た
よ
り
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
詠
ん
だ
も
の
で
、
巧
み
な
詠
み
様
の
作

か
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
吉
野
山
の
花
と
い
う
点
を
別
に
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な

歌
か
ら
着
想
を
借
り
た
と
も
見
ら
れ
る
。

色
深
き
み
山
隠
れ
の
も
み
ぢ
葉
を
あ
ら
し
の
風
の
た
よ
り
に
ぞ
見
る
（『
金
葉

集
』
六
八
二
、
長
実
母
）

右
の
歌
は
、
見
飽
き
る
こ
と
の
な
い
桜
の
花
か
と
思
っ
て
、
峰
の
白
雲
が
心
に

か
か
っ
た
と
詠
む
。
遠
山
桜
と
峰
の
白
雲
を
似
た
も
の
と
し
て
見
る
着
想
は
、
歌

に
よ
く
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
題
と
さ
れ
る
花
の
と
り
上
げ
方
に
関
し
て
、
左
歌
は
、
風
の

運
ん
で
く
る
花
を
見
る
と
詠
ん
で
い
る
が
、
右
歌
は
、
峰
の
白
雲
に
中
心
を
置
き
、

白
雲
を
花
か
と
思
っ
て
心
に
か
け
た
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
花
を
思
う
心

が
不
足
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
左
の
勝
と
し
て
い
る
。

【
備
考
】
六
番
左
歌
は
『
玉
葉
集
』（
二
四
五
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

七
番

左

実

綱

７３

と
き
は
な
る
松
の
あ
た
り
の
桜
花
散
な
ば
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

散
り
な
ん
山
の
名
を
や
立
つ
べ
き

右
勝

師

光

７４

吉
野
山
さ
わ
が
ぬ
雲
に
し
る
き
か
な
を
の
へ
の
桜
花
ざ
か
り
と
は

左
歌
、
す
が
た
詞
を
か
し
く
は
み
え
侍
り

を
か
し
く
侍
り
。
但
、
こ
れ
は
と
き
は
の
山
に
や
侍
ら
ん
。

ふ
る
く
は
、
と
き
は
の
山
は
吹
く
風
の
と
も
い
ひ
、
よ
そ
の
紅
葉
を
か
ぜ
ぞ

か
し
け
る
と
や
う
に

な
ど
や
う
に
い
へ
る
や
、
よ
ろ
し
く
き
こ
え
侍
ら
ん
。
山
の
な
を

た
た
む
事
い
か
が
。

右
歌
、
さ
わ
が
ぬ
雲
に
し
る
き
か
な
と

さ
わ
が
ぬ
雲
と
い
へ
る
け
し
き
よ
ろ
し
く
、
な
べ
て
の
よ
も
風
し
づ

か
な
る
心
ち
す
。
よ
り
て
以
右
為
勝

仍
右
の
勝
と
す
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

七
番

左

実

綱

と
き
わ

７３

常
盤
の
松
の
あ
た
り
の
桜
の
花
は
、
散
っ
た
な
ら
、
常
盤
の
山
の
名
を
揚
げ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

右
勝

師

光

７４

吉
野
山
に
、
動
か
ぬ
雲
が
か
か
る
と
、
す
ぐ
分
か
る
、
―
―
あ
れ
は
峰
の
桜
が

花
盛
り
な
の
だ
と
。

左
の
歌
は
、
姿
や
言
葉
が
面
白
い
と
は
見
受
け
ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
詠
ん

と
き
わ

で
い
る
の
は
、
常
盤
の
山
か
と
思
い
ま
す
。
常
盤
の
山
は
、
古
い
歌
で
は
、

「（
も
み
ぢ
せ
ぬ
）
常
盤
の
山
は
吹
く
風
の
（
音
に
や
秋
を
聞
き
わ
た
る
ら
む
）」

（ ）２８―２８―



と
詠
ん
だ
り
、「（
秋
く
れ
ど
色
も
か
は
ら
ぬ
常
盤
山
）
よ
そ
の
も
み
ぢ
を
風

ぞ
か
し
け
る
」
と
い
う
風
に
詠
ん
だ
り
し
た
の
が
、
結
構
に
思
わ
れ
る
と
い

う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
花
が
散
っ
た
ら
常
盤
の
山
の
名
を
揚
げ
る
と
い

う
よ
う
に
詠
む
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
歌
は
、「
さ
わ
が
ぬ
雲
に
し
る
き
か
な
」
と
（
吉
野
山
の
峰
の
花
盛
り
を
）

詠
ん
だ
様
子
が
結
構
で
、
広
く
世
の
中
も
平
穏
で
あ
る
と
い
う
気
が
す
る
。

そ
の
た
め
右
の
歌
を
勝
と
す
る
。

と
こ
い
は

【
注
】
○
と
き
は

「
常
岩
」
か
ら
出
た
言
葉
で
、
常
に
変
わ
ら
な
い
意
に
用
い
ら

れ
、
常
緑
樹
の
葉
が
秋
も
色
が
変
わ
ら
な
い
の
を
言
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
地
名

な
ら
び

と
き
は

で
、
今
の
京
都
市
右
京
区
の
双
ヶ
丘
南
西
の
丘
陵
地
を
言
い
、
歌
に
「
常
盤
（
の
）

山
」「
常
盤
の
森
」
な
ど
と
詠
ま
れ
る
が
、
や
は
り
木
の
葉
が
常
緑
で
秋
も
色
が
変

わ
ら
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
の
が
一
般
で
あ
る
。
○
名
を
や
立
つ
べ
き
「
名
を
立

つ
」
は
、
名
を
揚
げ
る
意
。
○
吉
野
山

六
番
の
「
注
」
参
照
。
○
と
き
は
の
山

は
吹
く
風
の

「
も
み
ぢ
せ
ぬ
と
き
は
の
山
は
吹
く
風
の
音
に
や
秋
を
き
き
わ
た
る

ら
む
」（『
古
今
集
』
二
五
一
、
紀
淑
望
。『
拾
遺
集
』
一
八
九
、
大
中
臣
能
宣
。
作

者
名
を
異
に
し
て
重
出
。）
○
よ
そ
の
紅
葉
を
か
ぜ
ぞ
か
し
け
る

「
秋
く
れ
ど
色

も
か
は
ら
ぬ
と
き
は
山
よ
そ
の
も
み
ぢ
を
風
ぞ
か
し
け
る
」（『
古
今
集
』
三
六
二
、

坂
上
是
則
か
）
○
な
べ
て
の
よ

一
般
の
世
の
中
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
常
盤
の
松
の
辺
り
の
桜
花
は
、
散
る
と
松
の
緑
の
み
が
残
り
、

常
盤
の
山
の
名
を
高
め
る
こ
と
だ
ろ
う
と
の
心
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
題
の

「
花
」
自
体
を
賞
美
す
る
態
度
は
乏
し
い
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
吉
野
山
に
「
さ
わ
が
ぬ
雲
」
が
か
か
る
と
見
え
る
が
、
あ
れ
は
峰

の
花
盛
り
と
知
ら
れ
る
、
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
遠
山
の
花
を
雲
と
見
る
歌

は
少
な
く
な
い
が
、
一
首
は
情
景
や
表
現
が
特
に
次
の
大
江
匡
房
の
歌
と
似
た
と

こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

白
雲
と
見
ゆ
る
に
し
る
し
み
吉
野
の
吉
野
の
山
の
花
ざ
か
り
か
も
（『
詞
花
集
』

二
二
）

比
べ
る
と
匡
房
の
歌
の
方
が
の
び
や
か
な
声
調
を
も
つ
点
で
優
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
の
右
歌
は
「
さ
わ
が
ぬ
雲
」
と
峰
の
花
の
静
か
に
咲
き
続
く
様
子
を

と
ら
え
た
点
に
、
特
色
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、
姿
言
葉
が
「
を
か
し
く
」
見
え
る
と

す
る
一
方
、「
常
盤
」
の
山
を
詠
み
入
れ
た
点
に
関
し
て
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る
。

先
例
と
し
て
二
首
の
歌
を
引
い
て
い
る
が
、
二
首
は
と
も
に
秋
の
紅
葉
を
「
常
盤
」

の
山
に
対
し
て
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
秋
も
色
の
変
わ
ら
ぬ
常
盤
木
の
山
の
特
色

を
生
か
そ
う
と
し
た
作
で
あ
る
。
そ
の
伝
統
が
左
歌
で
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
点

を
、
俊
成
は
問
題
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
吉
野
山
の
峰
の
花
盛
り
を
「
さ
わ
が
ぬ
雲
」
と
と
ら
え

た
点
を
評
価
し
、
平
穏
の
世
も
感
じ
さ
せ
る
と
言
い
、
右
の
勝
と
し
て
い
る
。

八
番

左
持

実

守

７５

谷
風
の
吹
上
に
さ
け
る
花
ち
れ
ば
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

花
み
れ
ば
雲
立
ち
の
ぼ
る
高
円
の
や
ま

右

大

輔

７６

よ
し
の
山
こ
の
し
た
月
夜
な
く
は
こ
そ
花
み
て
く
ら
す
日
を
も
い
そ
が
め

左
、
雲
た
ち
の
ぼ
る
と
い
へ
る
末
の
句
、
い
と
よ
ろ
し
く
み
え
侍
り
。
吹
上

に
さ
け
る
と
い
へ
る
や
、
ふ
き
上
の
浜
な
ど
や
う
な
る
所
の
あ
ら
ん
や
う
に

き
こ
ゆ
ら
ん
。

右
の
ナ
シ

の
、
木
の
下
月
よ
な
く
ば
こ
そ
と
い
へ
る
姿
、
ま
た
優
に
こ
そ
侍
め
れ

侍
れ
。
日

を
も
い
そ
が
め
と
い
へ
る
わ
た
り
や
、
す
こ
し
こ
と
た
ら
ぬ

事
た
ら
ぬ
様
に
き
こ
え
侍
ら

ん
。
持
と
申
べ
く
や

申
す
べ
し
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

八
番

左
持

実

守

た
か
ま
ど

７５

谷
風
の
、
吹
き
上
げ
る
所
に
咲
い
た
花
が
散
る
と
、
高
円
の
山
に
、
雲
が
立
ち

の
ぼ
る
と
見
え
る
。

右

大

輔

７６

吉
野
山
で
、（
夜
、）
木
の
下
に
さ
す
月
の
光
が
な
い
と
し
た
ら
、
花
を
見
て
暮

ら
す
日
も
、
急
が
し
く
送
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

左
の
歌
は
、「
雲
立
ち
の
ぼ
る
」
と
詠
ん
だ
下
の
句
が
、
大
層
結
構
な
も
の
と

ふ
き
あ
げ

見
え
ま
す
。（
し
か
し
）「
吹
上
に
さ
け
る
」
と
言
っ
た
の
は
、
吹
上
の
浜
な

―２９―（ ）２９

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



ど
の
よ
う
な
場
所
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

右
の
歌
は
、「
木
の
下
月
夜
な
く
は
こ
そ
」
と
詠
ん
だ
様
子
が
、
や
は
り
優
美

に
見
え
る
よ
う
で
す
。（
け
れ
ど
も
）「
日
を
も
い
そ
が
め
」
と
言
っ
た
あ
た

り
は
、
少
し
表
現
が
不
完
全
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
持
と
判
定

す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】
○
吹
上

風
が
吹
き
上
げ
て
く
る
所
。
そ
れ
が
地
名
に
な
る
場
合
も
多
い
。

○
高
円
の
や
ま

た
か
ま
ど
の
山
。（「
高
円
」
は
『
万
葉
集
』
で
は
タ
カ
マ
ト
と

清
音
。）
今
の
奈
良
市
の
東
部
、
春
日
山
の
東
南
に
あ
る
山
。
○
よ
し
の
山

六
番

こ
の
し
た
づ
く
よ

の
「
注
」
参
照
。
○
こ
の
し
た
月
夜

木
下
月
夜
。
木
の
下
に
さ
し
こ
む
月
（
の

光
）。
○
ふ
き
上
の
浜

紀
伊
の
国
の
歌
枕
。
今
の
和
歌
山
市
の
、
紀
ノ
川
旧
河
口

付
近
の
浜
。『
公
任
集
』
に
、「
吹
上
の
浜
に
い
た
り
ぬ
。
風
の
い
さ
ご
を
吹
き
あ

ぐ
れ
ば
、
か
す
み
の
た
な
び
く
や
う
な
り
。
げ
に
名
に
た
が
は
ぬ
所
な
り
け
り
。」

（
四
四
七
詞
書
）
と
見
え
る
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
谷
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
る
花
の
様
子
が
、
高
円
山
に
雲
が
立

ち
の
ぼ
る
と
見
え
た
と
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
花
の
舞
い
立
つ
山
の
遠
景
の

と
ら
え
方
に
特
色
の
あ
る
作
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
吉
野
山
で
、
木
の
間
に
さ
す
月
光
に
よ
っ
て
夜
も
花
見
が
で
き
る

こ
と
を
前
提
に
し
て
、
も
し
そ
の
夜
の
花
見
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
分
だ

け
、
花
を
見
て
暮
ら
す
日
は
よ
ほ
ど
忙
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
作

か
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
風
に
舞
い
上
が
る
花
を
「
雲
立
ち
の
ぼ

る
」
と
と
ら
え
た
表
現
に
対
し
て
「
い
と
よ
ろ
し
く
」
見
え
る
と
評
価
す
る
。
た

だ
し
「
吹
上
」
は
「
吹
上
の
浜
」
な
ど
の
特
定
の
地
名
の
よ
う
に
も
受
け
と
ら
れ

る
と
言
い
添
え
る
。
こ
れ
は
、

秋
風
の
ふ
き
あ
げ
に
立
て
る
白
ぎ
く
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
波
の
よ
す
る
か
（『
寛

平
御
時
菊
合
』
八
、
菅
原
道
真
。『
古
今
集
』
二
七
二
）

な
ど
と
詠
ま
れ
て
、「
吹
上
」
が
歌
枕
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
い
こ
と
に
基
づ
く

指
摘
か
と
思
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
木
の
下
月
夜
な
く
は
こ
そ
」
と
詠
ん
だ
の
を
、
姿
が
「
優
」

で
あ
る
と
評
価
す
る
。
し
か
し
「（
花
見
て
暮
ら
す
）
日
を
も
急
が
め
」
と
詠
ん
だ

あ
た
り
は
、「
少
し
こ
と
た
ら
ぬ
」
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
言
う
。
表
現
が
精
確
で
な

い
点
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

九
番

左
持

永

範

７７

心
あ
り
て
花
に
は
う
つ
れ
鶯
の
は
ふ
れ
に
ち
る
も
を
し
き
匂
を

右

成

仲

７８

春
ふ
か
く
成
行
く
ま
ま
に
よ
し
の
山
梢
こ
ぞ
り
て
花
咲
き
に
け
り

左
歌
、
花
に
は
う
つ
れ
と
い
ひ
、
は
ふ
れ
に
ち
る
も
な
ど
い
へ
る
す
が
た
、

い
ひ
し
り
て
み
え
侍
り
。

右
歌
、
梢
こ
ぞ
り
て
な
ど
い
へ
る
心
、
宜
し
く
み
え
侍
れ
ば
、
是
も
勝
負
難
レ

知
。
よ
り
て
猶
為
レ

持
（
伝
寂
蓮
筆
本
）

仍
持
と
申
す
。

【
通
釈
】九

番

左
持

永

範

７７

心
し
て
花
の
枝
に
は
飛
び
移
れ
、
う
ぐ
い
す
よ
、
―
―
そ
の
羽
根
が
触
れ
て
散

る
の
が
惜
し
い
（
花
の
）
美
し
さ
だ
か
ら
。

右

成

仲

７８

春
が
深
ま
る
ま
ま
に
、
吉
野
山
は
（
見
渡
す
限
り
）、
桜
の
こ
ず
え
が
こ
と
ご
と

く
花
を
開
い
た
こ
と
だ
。

左
の
歌
は
、「（
心
あ
り
て
）
花
に
は
移
れ
」
と
う
ぐ
い
す
に
呼
び
掛
け
、「
羽

触
れ
に
散
る
も
」
な
ど
と
詠
ん
だ
様
子
は
、
詠
み
様
を
心
得
た
も
の
に
思
わ

れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
梢
こ
ぞ
り
て
（
花
咲
き
に
け
り
）」
な
ど
と
詠
ん
だ
心
が
、
結

構
に
見
え
ま
す
の
で
、
こ
れ
も
勝
負
は
つ
け
難
い
。
そ
の
た
め
、
や
は
り
持

と
し
ま
す
。

は

ふ

【
注
】
○
は
ふ
れ

羽
触
れ
。
は
ば
た
い
た
羽
が
触
れ
る
こ
と
。『
万
葉
集
』
で
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
と
藤
の
花
を
詠
ん
だ
大
伴
家
持
の
長
歌
に
、「
羽
触
れ
に
散
ら
す

藤

波
の

花
な
つ
か
し
み
」（
四
二
一
六

四
一
九
二
）
と
詠
ま
れ
、
そ
の
反
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い

る
。
○
よ
し
の
山

六
番
の
「
注
」
参
照
。

（ ）３０―３０―



【
考
察
】
左
の
歌
は
、
う
ぐ
い
す
に
呼
び
掛
け
る
形
で
、「
心
あ
り
て
花
に
は
移
れ
」、

羽
が
触
れ
て
美
し
い
花
の
散
る
の
が
惜
し
い
か
ら
、
と
の
心
を
詠
む
。

右
の
歌
は
、
吉
野
山
の
桜
が
、
春
の
深
ま
る
に
つ
れ
て
「
梢
こ
ぞ
り
て
花
咲
き

に
け
り
」
と
詠
む
。
平
明
な
詠
み
様
で
、
目
立
つ
節
も
な
い
よ
う
だ
が
、
滞
り
な

く
詠
み
下
さ
れ
た
中
で
も
、「
こ�

ず
ゑ
こ�

ぞ
り
て
」
と
い
う
語
句
は
、
声
調
美
を
感

じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
満
山
の
桜
が
一
斉
に
開
花
し
た
様
子
を
よ
く
表
現
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
姿
が
「
言
ひ
知
り
て
」
見
え
る
、

詠
み
様
を
心
得
た
も
の
に
思
わ
れ
る
、
と
評
価
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
梢
こ
ぞ
り
て
」
と
詠
ん
だ
心
を
「
よ
ろ
し
く
」
見
え
る
と

評
価
す
る
。
前
記
の
よ
う
な
特
長
を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

十
番

左

経

盛

７９

吉
野
山
峰
に
た
な
び
く
白
雲
の
絶
間
や
お
そ
き
桜
な
る
ら
ん

右
勝

資

隆

８０

神
山
の
榊
に
ま
じ
る
桜
花
と
き
は
の
色
に
な
ら
へ
と
ぞ
お
も
ふ

左
、
よ
し
の
山
、
峰
の
白
雲
な
ど
は
、
め
な
れ
た
る
こ
と
に
は
侍
れ
ど
（
伝
寂
蓮
筆
本
、

こ
と
ば
に
侍
れ
ど
、
た

以
下
同
ジ
）

え
ま
や
お
そ
き
な
ど
い
へ
る
こ
こ
ろ
、
を
か
し
く
は
べ
る
め
り
。

右
の
歌
ナ
シ

の
歌
、
と
き
は
の
色
に
な
ら
へ
な
ど
い
ふ
こ
と
も

な
ら
ふ
と
云
ふ
事
も
、
つ
ね
の
こ
と
に
は
あ
れ
ど

つ
ね
の
詞
に
あ
れ
ど
、
ささ

か
き
に
ま
じ
る
ら
ん
桜
は
ナ
シ

か
き
に
ま
じ
る
ら
ん
桜
は
、
め
づ
ら
し
く
も
思
ひ
な
さ
れ
て
、
以
レ

右
為
レ

勝

右
勝
と
す
。

【
通
釈
】十

番

左

経

盛

７９

吉
野
山
の
峰
に
た
な
び
く
白
雲
の
、
切
れ
目
と
見
え
る
の
は
、（
ま
だ
花
を
開
か

ぬ
）
遅
咲
き
の
桜
で
あ
ろ
う
か
。

右
勝

資

隆

さ
か
き

８０

神
山
の
榊
に
ま
じ
る
桜
の
花
は
、
榊
の
色
の
変
わ
ら
な
い
の
に
親
し
み
、
な
ら
っ

て
ほ
し
い
と
思
う
。

左
の
歌
で
「
吉
野
山
」
の
桜
を
「
峰
の
白
雲
」
と
言
う
こ
と
な
ど
は
、（
先
例

が
あ
り
）
見
慣
れ
た
表
現
で
す
が
、「（
白
雲
の
）
絶
え
間
や
遅
き
（
桜
）」
な

ど
と
詠
ん
だ
心
が
、
面
白
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
き
は

右
の
歌
で
、
花
の
色
は
「
常
磐
の
色
に
な
ら
へ
」
な
ど
と
詠
む
こ
と
も
、
普

通
に
用
い
る
表
現
で
あ
る
が
、
榊
に
ま
じ
る
桜
の
花
を
と
り
上
げ
た
の
は
、

目
新
し
い
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
右
の
勝
と
す
る
。

【
注
】
○
神
山

こ
こ
で
は
今
の
京
都
市
北
区
の
賀
茂
別
雷
神
社
（
上
賀
茂
神
社
）

の
後
方
の
山
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
○
と
き
は
の
色

常
に
変
わ
ら
な
い
色
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
吉
野
山
に
咲
き
続
く
桜
の
花
を
「
峰
に
た
な
び
く
白
雲
」
と

見
る
視
点
か
ら
、
そ
の
「
白
雲
の
絶
え
間
」
に
な
る
の
は
、
ま
だ
花
の
咲
い
て
い

な
い
遅
桜
で
あ
ろ
う
か
と
詠
ん
で
い
る
。

右
の
歌
は
、
神
山
の
常
緑
の
榊
に
ま
じ
っ
て
咲
く
桜
の
花
は
、
榊
の
「
と
き
は

の
色
」
に
な
ら
っ
て
、
そ
の
花
の
色
を
常
に
保
っ
て
ほ
し
い
と
詠
ん
で
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
吉
野
山
」
の
桜
を
「
峰
の
白
雲
」
と

言
う
こ
と
な
ど
は
「
目
慣
れ
た
る
こ
と
（
伝
寂
蓮
筆
本
）

こ
と
ば
」
と
す
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、

吉
野
山
峰
に
な
み
よ
る
白
雲
と
見
ゆ
る
は
花
の
こ
ず
ゑ
な
り
け
り
（『
金
葉
集
』

五
二
、
藤
原
忠
隆
）

な
ど
の
よ
う
な
先
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
「
白
雲
の
絶
え
間
」
を
「
お
そ
き
桜
」
と
と
ら
え
た
着
想
は
「
を
か
し
く
」
思

わ
れ
る
と
評
価
す
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
花
の
色
は
「
と
き
は
の
色
に
な
ら
へ
」
な
ど
と
詠
む
の

は
「
つ
ね
の
こ
と
（
伝
寂
蓮
筆
本
）

詞
」
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
、

花
の
色
も
と
き
は
な
ら
な
ん
な
よ
竹
の
長
き
よ
に
を
く
露
し
か
か
ら
ば
（『
拾

遺
集
』
一
一
六
一
、
清
原
元
輔
）

の
よ
う
な
先
例
が
あ
る
の
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
榊
に
ま
じ
る
」
桜

を
と
り
上
げ
た
点
は
「
め
づ
ら
し
く
」
思
わ
れ
る
と
評
価
し
、
右
の
勝
と
し
て
い

る
。俊

成
は
左
右
と
も
に
同
様
に
一
長
一
短
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
結
局
右
の

勝
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
左
歌
で
雲
の
絶
え
間
を
遅
桜
と
と
ら
え
て
い
る
の
が
、

趣
向
と
し
て
は
面
白
い
に
し
て
も
、
や
や
不
自
然
な
感
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ

う
い
う
無
理
の
な
い
右
歌
を
相
対
的
に
勝
る
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

―３１―（ ）３１

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



十
一
番

左
持

脩

範

８１

日
に
み
が
く
花
に
た
ぐ
ひ
て
常
よ
り
も
光
や
ま
さ
る
あ
け
の
玉
が
き

右

顕

家

８２

桜
花
う
つ
つ
ば
か
り
に
散
る
と
み
ば
夢
に
は
か
ぜ
を
う
ら
み
ざ
ら
ま
し

左
歌
、
日
に
み
が
き
風
に
み
が
く
花
に
、
あ
け
の
玉
が
き
光
そ
ふ
ら
ん
心
、

い
と
を
か
し
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

を
か
し
く
、
光
や
と
い
ふ
や
の
字
や
、
み
ず
し
て
思
ひ
や
れ
る
心
地
す

ら
ん
。

右
歌
は

右
の
歌
は
、
か
の
貫
之
が
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
ち
り
け
る
と
い
へ
る
う
た
を

思
へ
る
な
る
べ
し
。
夢
に
は
風
を
な
ど
い
へ
る
す
が
た
、
い
う
に
侍
る
め
り
。

持
と
す

持
と
す
べ
し
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

十
一
番

左
持

脩

範

あ
け

８１

日
に
照
り
映
え
る
花
に
合
わ
せ
て
、
社
の
朱
の
玉
垣
も
、
常
よ
り
美
し
く
輝
く

か
と
見
え
る
。

右

顕

家

８２
（
夢
の
中
で
）
桜
の
花
が
現
実
と
同
じ
よ
う
に
散
る
と
見
て
も
、
夢
で
は
、
風
を

う
ら
む
こ
と
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

左
の
歌
は
、
日
に
照
り
映
え
、
風
に
揺
ら
れ
て
美
し
い
花
に
、
朱
の
玉
垣
も

光
が
加
わ
る
と
い
う
着
想
が
、
大
層
面
白
い
。（
た
だ
）「
光
や
（
ま
さ
る
）」

と
い
う
「
や
」
の
字
は
、
実
際
に
見
な
い
で
思
い
や
っ
た
感
じ
を
与
え
る
だ

ろ
う
か
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
あ
の
貫
之
の
「
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
散
り
け
る
」
と
詠
ん
だ
歌

を
思
い
浮
か
べ
て
の
作
で
あ
ろ
う
。「
夢
に
は
風
を
（
う
ら
み
ざ
ら
ま
し
）」

な
ど
詠
ん
だ
歌
の
姿
は
、
優
美
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。
持
と
す
る
。

【
注
】
○
日
に
み
が
く
花

日
に
照
り
映
え
る
花
を
、
玉
に
例
え
て
形
容
し
た
も
の
。

も
と
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
所
収
の
菅
原
文
時
作
の
詩
序
の
一
節
で
、『
和
漢
朗
詠
集
』

（
花
、
一
一
六
）
に
収
め
ら
れ
た
部
分
に
よ
る
表
現
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
花
を

み
が
キ

ニ

ク

ニ

く
わ

ノ

形
容
し
て
い
る
。「
瑩
レ

日
瑩
レ

風
、
高
低
千
顆
万
顆
玉
」。
○
た
ぐ
ひ
て
「
た
ぐ
ふ
」

は
、
連
れ
立
つ
意
。
○
貫
之
が
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
ち
り
け
る
と
い
へ
る
う
た

紀
貫
之
の
歌
、「
や
ど
り
し
て
春
の
山
べ
に
ね
た
る
夜
は
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
散
り

け
る
」（『
古
今
集
』
一
一
七
、「
山
寺
に
ま
う
で
た
り
け
る
に
よ
め
る
」）

あ
け

【
考
察
】
左
の
歌
は
、「
日
に
み
が
く
花
」
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
社
の
「
朱
の
玉

垣
」
も
常
よ
り
光
が
加
わ
る
か
と
見
え
る
と
詠
む
。「
日
に
み
が
く
」
花
は
、「
注
」

で
触
れ
た
よ
う
に
、
菅
原
文
時
が
日
に
照
り
映
え
る
花
を
玉
に
例
え
て
形
容
し
た

語
句
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
「
玉
垣
」
の
「
玉
」
と
縁
を
も
ち
、
玉
垣
の
「
光
」

が
ま
さ
る
と
言
う
言
葉
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
俊
成
の
判
詞
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、

や
ど
り
し
て
春
の
山
べ
に
ね
た
る
夜
は
夢
の
う
ち
に
も
花
ぞ
散
り
け
る
（『
古

今
集
』
一
一
七
、
紀
貫
之
）

の
一
首
を
背
景
と
す
る
。
夢
の
内
に
花
が
現
実
と
同
じ
よ
う
に
散
る
と
見
て
も
、

夢
で
は
花
を
散
ら
す
風
を
う
ら
む
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
心
を
「
い
と
を
か
し
」
と
評
価
す

る
。
花
を
玉
に
例
え
て
玉
垣
に
結
び
つ
け
た
着
想
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
「
光
や
ま
さ
る
」
と
、
疑
問
の
意
を
示
す
助
詞
「
や
」
を
用
い
た
点
は
問
題

視
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
夢
に
は
風
を
」
な
ど
と
詠
ん
だ
姿
を
「
優
」
と
評
価
し
、

持
と
し
て
い
る
。

十
二
番

左
勝

釈

阿

８３

身
に
し
め
し
そ
の
か
み
や
ま
の
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

其
神
山
の
桜
花
雪
降
り
ぬ
れ
ど
か
は
ら
ざ
り
け
り

右

頼

政

８４

風
ふ
か
ば
か
へ
り
か
く
れ
よ
桜
花
さ
か
ぬ
間
も
さ
ぞ
枝
に
こ
も
り
し

左
、
判
者
の
愚
僧
の
歌
な
る
べ
し
。
誠
に
雪
ふ
り
に
け
る
ふ
る
ご
と
ど
も

事
ど
も
に
こ
そ
侍

る
め
れ
。
但
む
か
し
の
春

当
社
の
花
ざ
か
り
に

昔
の
春
、
当
社
の
花
の
さ
か
り
に
、
久
し
く
ま
う
で
侍
り
し
事
の

わ
す
れ
ず
の
み
侍
る
を
、
述
懐
せ
る
ば
か
り
な
り
。

右
歌
は

右
の
歌
は
、
か
へ
り
か
く
れ
よ
と
お
き
、
さ
か
ぬ
間
も
さ
ぞ
な
ど
い
へ
る
心

す
が
た
、
誠
に
を
か
し
く
は

を
か
し
く
侍
り
。
但
、
す
こ
し
俗
に
ち
か
く
や
侍
ら
ん
。
こ

（ ）３２―３２―



れ
は
か
の
競
馬
に
こ
と
さ
ら
興
を
の
り
て
、
勝
負
を
執
せ
ざ
る
体
に
こ
そ
侍

る
め
れ
。
左
歌左
の
歌
、
老
駑
馬
な
が
ら
と
ほ
る
べ
き
に
や
侍
ら
ん
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

十
二
番

左
勝

釈

阿

８３

身
に
し
み
て
感
じ
た
、
む
か
し
神
山
で
桜
の
花
の
雪
の
よ
う
に
降
っ
た
様
子
は
、

古
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
も
変
わ
ら
ず
心
に
浮
か
ぶ
の
だ
。

右

頼

政

８４

風
が
吹
け
ば
、
元
の
枝
に
も
ど
っ
て
隠
れ
た
ら
よ
い
、
桜
の
花
よ
、
―
―
咲
か

な
い
う
ち
は
、
そ
う
し
て
枝
に
隠
れ
て
い
た
の
だ
。

左
の
歌
は
、
判
者
で
あ
る
愚
僧
の
歌
に
ち
が
い
な
い
。
ま
こ
と
に
、
花
が
雪

と
降
る
と
見
た
古
い
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
で
す
。
た
だ
、
昔
の
春
、
当

社
の
花
盛
り
の
時
に
、
長
ら
く
参
り
ま
し
た
こ
と
が
、
全
く
忘
れ
難
く
心
に

残
っ
て
い
ま
す
の
を
、
歌
に
述
べ
た
だ
け
の
も
の
で
す
。

右
の
歌
は
、
桜
に
「
か
へ
り
隠
れ
よ
」
と
言
い
、「
咲
か
ぬ
間
も
さ
ぞ
」
な
ど

と
詠
ん
だ
心
や
姿
が
、
ま
こ
と
に
面
白
く
は
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
少
し
俗

に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
あ
の
競
馬
の
催
し
に
、
わ

ざ
と
興
味
を
引
く
乗
り
方
を
し
て
、
勝
負
に
こ
だ
わ
ら
な
い
の
と
同
様
の
詠

み
方
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
左
の
歌
は
、（
競
馬
で
言
え
ば
）
の
ろ
い
老
馬

の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
先
に
立
っ
て
、
勝
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】
○
身
に
し
め
し

身
に
深
く
し
み
通
ら
せ
た
。
こ
の
場
合
の
「
し
め
」
は
、

下
二
段
活
用
の
他
動
詞
「
し
む
」
の
連
用
形
。
○
其
神
山

そ
の
か
み
や
ま
。「
そ

の
か
み
」（
そ
の
昔
、
往
時
の
意
）
に
「
神
山
」（
上
賀
茂
神
社
の
背
後
の
山
）
を

掛
け
た
表
現
。
○
桜
花
雪
降
り
ぬ
れ
ど

桜
の
花
の
散
る
の
を
雪
の
降
る
様
子
に

ふ

ふ

例
え
て
言
う
が
、
ま
た
「
降
り
」
に
「
古
り
」（
古
く
な
る
意
の
動
詞
「
古
る
」
の

連
用
形
）
を
掛
け
て
、
古
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
の
意
も
表
わ
す
。
○
愚
僧

愚

か
な
僧
の
意
で
、
僧
が
自
分
を
へ
り
く
だ
っ
て
言
う
語
。
判
者
で
あ
る
藤
原
俊
成

は
当
時
出
家
し
て
釈
阿
の
法
名
を
名
乗
る
。
○
老
駑
馬

老
い
た
、
の
ろ
い
馬
。

俊
成
が
自
作
の
歌
を
へ
り
く
だ
っ
て
例
え
た
。
俊
成
は
当
時
六
十
五
歳
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
か
つ
て
身
に
し
み
て
感
じ
た
、
神
山
の
花
の
雪
と
散
る
様
子

が
、
今
も
変
わ
ら
ず
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
、
と
の
心
で
あ
ろ
う
。
掛
詞
を
用
い
、

往
時
の
意
の
「
そ
の
か
み
」
に
「
神
山
」
を
掛
け
、
ま
た
花
の
雪
が
「
降
り
」
に

ふ

「
古
り
ぬ
れ
ど
」
を
掛
け
て
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
表
現
上
微
妙
な
ひ
だ
を
作
り
、

一
首
の
特
色
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
う
い
う
俊
成
の
詠
み
様
は
、『
俊
忠
集
』

に
見
え
る
次
の
歌
の
影
響
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
き
て
み
し
そ
の
か
み
山
の
桜
花
ふ
り
に
し
春
ぞ
こ
ひ
し
か
り
け
る
（
三
四
）

右
の
歌
は
、
桜
の
花
に
、
風
が
吹
い
た
ら
咲
く
前
の
よ
う
に
元
の
枝
に
も
ど
っ

て
隠
れ
よ
と
呼
び
掛
け
て
い
る
。
こ
れ
は
無
邪
気
と
言
う
か
、
童
心
め
い
た
思
い

付
き
を
素
直
に
詠
ん
で
い
て
、
王
朝
風
の
優
雅
さ
を
顧
み
な
い
よ
う
な
詠
み
様
の
、

異
色
の
一
首
で
あ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
自
作
で
あ
る
だ
け
に
、
昔
神
山
で
見
た

花
の
こ
と
が
今
も
忘
れ
難
い
こ
と
を
詠
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
、
と
の
み
言
っ
て
い
る
。

対
す
る
右
歌
に
つ
い
て
は
、
心
姿
が
「
を
か
し
く
」
は
あ
る
が
「
少
し
俗
に
近
く
」

思
わ
れ
る
か
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
合
の
奉
納
さ
れ
る
賀
茂
別
雷
神
社

の
行
事
と
し
て
有
名
な
競
馬
に
例
え
、
そ
の
競
馬
で
わ
ざ
と
人
の
興
味
を
引
く
乗

り
方
を
し
て
勝
負
を
度
外
視
し
た
の
に
類
す
る
詠
み
様
と
言
い
、
そ
の
た
め
「
老

駑
馬
」
の
よ
う
な
左
歌
を
勝
と
す
る
と
記
し
て
い
る
。

十
三
番

左
勝

静

賢

８５

神
山
に
花
の
し
ら
ゆ
ふ
か
け
て
け
り
こ
や
さ
ほ
姫
の
手
向
な
る
ら
ん

右

季

経

８６

今
よ
り
は
た
か
ね
へ
ゆ
か
ん
つ
く
ば
山
こ
の
も
か
の
も
の
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

に
花
も
み
え
け
り

左
歌左
の
歌
、
花
の
し
ら
ゆ
ふ
か
け
て
け
り
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
す
が
た

す
が
た
、
よ
ろ
し
く
こ
そ

侍
る
め
れ
。

右
歌右
、
た
か
ね
へ
ゆ
か
ん
と
い
へ
る
、
こ
の
も
か
の
も
の
花
み
む
こ
こ
ろ
、
を

か
し
く
は
み
え
侍
り
。
但
、
猶
神
山
の
花
き
よ
げ
に
み
え
侍
り
。
以
レ

左
為
レ

勝
。

侍
り
。
左
を
勝
と
す
べ

し
。

【
通
釈
】

―３３―（ ）３３

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



十
三
番

左
勝

静

賢

し

ら

ゆ

う

さ

ほ

８５

神
山
に
、
花
の
白
木
綿
を
掛
け
た
と
見
え
る
、
―
―
こ
れ
は
佐
保
姫
が
神
に
供

え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

右

季

経

た
か
ね

つ
く
ば

８６

今
か
ら
は
、
高
嶺
を
目
指
し
て
行
こ
う
、
―
―
筑
波
山
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

咲
く
花
も
見
え
る
の
だ
。

左
の
歌
は
、「
花
の
白
木
綿
か
け
て
け
り
」
と
詠
ん
だ
様
子
が
、
結
構
な
よ
う

に
思
い
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
高
嶺
へ
ゆ
か
ん
」
と
詠
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
筑
波
山
の
「
こ
の

も
か
の
も
」
の
花
を
見
る
と
い
う
心
が
、
面
白
い
と
は
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、

や
は
り
左
歌
に
詠
ま
れ
た
神
山
の
花
が
き
れ
い
な
感
じ
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

（
そ
れ
で
）
左
を
勝
と
す
る
。

し
ら

ゆ

う

【
注
】
○
神
山

十
番
の
「
注
」
参
照
。
○
花
の
し
ら
ゆ
ふ

花
を
白
木
綿
に
見
立

し
ら

ゆ

ふ

こ
う
ぞ

て
て
言
う
。「
白
木
綿
」
は
楮
の
樹
皮
を
さ
ら
し
て
白
い
ひ
も
状
に
し
た
も
の
で
、

へ
い
は
く

さ

ほ

幣
帛
と
し
て
榊
の
枝
に
掛
け
る
な
ど
し
て
用
い
た
。
○
さ
ほ
姫

佐
保
姫
。
春
の

た

む

つ
く
ば

女
神
。
○
手
向

手
向
け
。
神
へ
の
供
え
物
。
○
つ
く
ば
山

筑
波
山
。
常
陸
の

こ

も

か

国
の
歌
枕
。
今
の
茨
城
県
の
中
央
部
に
あ
る
山
。
○
こ
の
も
か
の
も

此
の
面
彼

も

の
面
。
こ
ち
ら
側
、
あ
ち
ら
側
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
。
こ
の
語
を
用
い
た
歌
で
は
「
つ

く
ば
ね
の
こ
の
も
か
の
も
に
か
げ
は
あ
れ
ど
君
が
み
か
げ
に
ま
す
か
げ
は
な
し
」

あ
づ
ま
う
た

（『
古
今
集
』
東
歌
、
一
〇
九
五
）
が
名
高
い
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
神
山
の
花
を
白
木
綿
に
見
立
て
、
こ
れ
は
佐
保
姫
が
神
に
手

向
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
『
広
田
社
歌
合
』

に
は
、神

が
き
に
し
ら
ゆ
ふ
か
け
て
ふ
る
雪
や
天
つ
み
空
の
た
む
け
な
る
ら
ん
（
社

頭
雪
二
十
四
番
左
、
藤
原
邦
輔
）

と
い
う
、
神
苑
の
雪
を
白
木
綿
に
見
立
て
、
大
空
が
神
に
手
向
け
た
も
の
だ
ろ
う

か
と
詠
ん
だ
歌
が
見
え
、
そ
れ
と
着
想
の
基
本
が
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
こ

の
静
賢
の
左
歌
は
、「
花
の
白
木
綿
」
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
を
神
に
手
向
け
る
主

体
は
、
春
の
女
神
の
佐
保
姫
と
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
春
を
主
体
と
す
る
点
で
は
、

同
じ
『
別
雷
社
歌
合
』
の
霞
を
詠
ん
だ
歌
、

神
山
の
梢
に
か
か
る
夕
霞
こ
れ
こ
そ
春
の
手
向
な
り
け
れ
（
霞
十
番
左
、
平

経
盛
）

な
ど
と
共
通
す
る
こ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ね

右
の
歌
は
、
筑
波
山
の
高
嶺
を
目
指
し
て
行
こ
う
、「
こ
の
も
か
の
も
」
の
花
も

見
え
る
、
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
は
、
東
歌
と
し
て
有
名
な
、

つ
く
ば
ね
の
こ
の
も
か
の
も
に
か
げ
は
あ
れ
ど
君
が
み
か
げ
に
ま
す
か
げ
は

な
し
（『
古
今
集
』
一
〇
九
五
、
常
陸
歌
）

の
言
葉
を
花
の
歌
に
生
か
し
て
詠
ん
だ
点
を
見
所
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
神
山
に
「
花
の
白
ゆ
ふ
か
け
て
け
り
」

と
詠
ん
だ
心
、
姿
を
、「
よ
ろ
し
く
」
思
わ
れ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
も
、
筑
波
山
の
「
こ
の
も
か
の
も
」
の
花
を
見
る
と
詠
ん
だ
心

を
、「
を
か
し
く
」
見
え
る
と
一
応
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
左
歌
で
「
神
山
の
花
」

を
詠
ん
だ
の
が
「
き
よ
げ
に
」
見
え
る
点
に
、
よ
り
高
い
価
値
を
認
め
、
左
を
勝

と
す
る
。

十
四
番

左
持

範

玄

８７

見
わ
た
せ
ば
花
の
波
こ
す
心
ち
し
て
い
づ
れ
の
峰
も
末
の
松
山

右

経

家

８８

お
と
に
き
く
な
ら
の
都
の
花
み
れ
ば
散
積
り
て
も
八
重
ぞ
か
さ
な
る

左
右
と
も
優
に
は
み
え
侍
り
。
左
は
す
へ
の
ま
つ
や
ま
は
た
だ
の
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

末
の
松
山
、
た
だ
波
に
は
あ
ら
で
花
の

波
の
こ
す

浪
こ
す
所
に
て
あ
ら
む
や
う
に
や

あ
ら
ん
様
に
き
こ
ゆ
ら
む
。

右
は
、
花
み
れ
ば
と
い
へ
る
わ
た
り
や
、
す
こ
し
お
も
は
ま
ほ
し
く
み
ゆ
ら

ん
。
持
と
す
べ
き
に
や
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

十
四
番

左
持

範

玄

８７

見
渡
す
と
、
花
の
波
が
（
峰
を
）
越
す
と
思
わ
れ
て
、
ど
の
峰
も
皆
、（
波
の
越

す
）
末
の
松
山
の
姿
で
あ
っ
た
。

右

経

家

（ ）３４―３４―



８８

そ
の
名
も
高
い
、
奈
良
の
都
の
（
八
重
）
桜
の
花
を
見
る
と
、
散
り
積
も
っ
て

も
八
重
に
重
な
っ
て
い
た
。

左
右
の
歌
は
、
と
も
に
優
美
に
は
見
え
ま
す
。（
た
だ
し
）
左
の
歌
は
、
末
の

松
山
が
、
普
通
の
波
で
は
な
く
て
花
の
波
が
越
す
所
で
あ
る
よ
う
に
受
け
と

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

右
の
歌
は
、「
花
み
れ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
あ
た
り
が
、
少
し
工
夫
を
要
す
る

と
こ
ろ
と
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
持
と
す
べ
き
か
と
思
う
。

み
ち
の
く

【
注
】
○
末
の
松
山

陸
奥
の
歌
枕
。
今
の
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
の
末
松
山
宝
国

寺
の
裏
山
の
辺
り
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
確
か
で
な
い
。
こ
こ
を
詠
ん
だ
歌
で
は
、

「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
ん
」（『
古
今
集
』

東
歌
、
一
〇
九
三
）
が
、
源
流
的
な
位
置
を
占
め
、
名
高
い
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
花
を
波
に
見
立
て
、
そ
の
花
の
波
が
越
す
と
見
え
る
峰
々
は
、

す
べ
て
「
末
の
松
山
」
の
姿
で
あ
っ
た
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
「
末
の
松
山
」

を
波
が
越
え
る
こ
と
と
結
び
つ
け
て
詠
ん
だ
、
次
の
東
歌
に
始
ま
る
伝
統
を
受
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

君
を
お
き
て
あ
だ
し
こ
こ
ろ
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
ん
（『
古

今
集
』、
一
〇
九
三
）

も
っ
と
も
、
こ
の
東
歌
は
、
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
と
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
れ
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
愛
情
の
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
誓
っ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
東
歌
を
背
景
に
置
い
た
叙
景
的
な
歌
と
し
て
、

早
く
次
の
よ
う
な
作
が
見
ら
れ
る
。

浦
ち
か
く
ふ
り
く
る
雪
は
白
波
の
末
の
松
山
こ
す
か
と
ぞ
見
る
（『
寛
平
御
時

后
宮
歌
合
』
一
四
〇
。『
古
今
集
』
三
二
六
、
藤
原
興
風
）

こ
の
興
風
の
歌
で
は
、
雪
を
白
波
に
見
立
て
、
そ
の
白
波
は
末
の
松
山
を
越
え
そ

う
だ
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
あ
た
り
を
古
い
例
と
し
て
、
以
後
末
の
松
山
を
波

が
越
す
場
合
を
い
ろ
い
ろ
趣
向
し
て
詠
み
入
れ
た
歌
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

当
面
の
範
玄
の
左
歌
も
、
そ
う
い
う
歌
の
系
列
に
属
し
、
花
の
波
が
峰
を
越
す
と

見
え
る
場
合
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、「
音
に
聞
く
奈
良
の
都
の
花
」
を
見
る
と
、
散
り
積
も
っ
て
も
「
八

重
」
に
重
な
っ
て
い
た
と
詠
む
。
伊
勢
大
輔
の

こ
こ
の
へ

い
に
し
へ
の
奈
良
の
都
の
八
重
ざ
く
ら
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
（『
詞

花
集
』
二
九
）

の
歌
で
も
有
名
な
「
奈
良
の
都
の
八
重
桜
」
の
「
八
重
」
の
語
を
眼
目
に
趣
向
し

た
作
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
伊
勢
大
輔
の
歌
の
「
八
重
」
か
ら
「
九
重
」
へ
イ
メ
ー

ジ
を
転
換
し
た
鮮
や
か
さ
に
は
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
と
も
優
美
に
は
見
え
る
と
評
し
た
上
で
、
左
歌
に
つ
い

て
は
、
こ
の
詠
み
様
だ
と
「
末
の
松
山
」
が
「
花
の
波
こ
す
」
所
と
し
て
古
歌
に

詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
と
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
右
歌
に
つ
い
て
は
、「
花
見
れ
ば
」
と
詠
ん
で
い
る
の
を
、
も
う
少
し
工
夫

を
要
す
る
と
批
判
し
て
い
る
。「
見
れ
ば
」
と
い
っ
た
説
明
の
語
句
は
、
こ
の
場
合

必
要
と
思
わ
れ
な
い
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

十
五
番

左
勝

頼

輔

８９

春
か
ぜ
も
心
し
て
ふ
け
し
め
の
内
は
匂
ひ
こ
と
な
る
花
と
こ
そ
み
れ

右

道

因

�
ゆ
き
と
散
る
た
か
ね
の
は
な
を
を
り
え
て
は
お
も
は
ぬ
そ
ら
の
も
の
と
こ
そ
み
れ
（
伝
寂
蓮
筆
本
）

み
よ
し
の
の
三
舟
の
山
の
桜
花
年
は
つ
め
ど
も
色
は
か
は
ら
ず

左
歌
、
し
め
の
う
ち
の
桜
、
春
風
も
ま
こ
と
に
こ
こ
ろ
す
ら
ん
と
お
ぼ
え
て
、

よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。

（
以
下
ノ
部
分
ノ
伝
寂
蓮
筆
本
ノ
本
文
ハ
、
次
ニ
挙
ゲ
ル
）

右
歌
、
雪
〔

〕

○
伝
寂
蓮
筆
本
に
挙
げ
る
右
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
判
詞
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

９０

ゆ
き
と
散
る
た
か
ね
の
は
な
を
を
り
え
て
は
お
も
は
ぬ
そ
ら
の
も
の
と
こ
そ
み

れ
右
歌
、
ゆ
き
と
ち
る
と
お
け
る
よ
り
、
お
も
は
ぬ
そ
ら
の
な
ど
い
へ
る
す
が

た
、
も
じ
づ
か
ひ
、
を
か
し
く
は
侍
る
を
、
を
り
え
て
は
と
い
へ
る
ほ
ど
や
、

す
こ
し
俗
に
ち
か
く
侍
ら
む
。
猶
左
の
し
め
の
中
の
匂
ひ
こ
と
な
ら
む
は
な

は
、
ま
さ
る
べ
く
や
侍
ら
む
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

―３５―（ ）３５

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



十
五
番

左
勝

頼

輔

８９

春
風
も
、
気
を
つ
け
て
吹
け
、
―
―
神
域
に
咲
く
の
は
、
格
別
美
し
い
花
と
見

る
の
で
す
。

右

道

因

た
か
ね

９０
雪
の
よ
う
に
散
る
、
高
嶺
の
花
を
折
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ
れ
は
思
い
も
よ
ら
ぬ

空
の
も
の
と
見
る
の
で
す
。

左
の
歌
の
、
神
域
の
桜
は
、
春
風
も
ま
こ
と
に
気
を
つ
か
う
こ
と
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
て
、
結
構
な
作
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
雪
と
散
る
」
と
歌
い
だ
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
思
は
ぬ
空
の
」

も
の
な
ど
と
花
を
詠
ん
だ
姿
、
言
葉
遣
い
が
、
面
白
い
と
は
思
う
の
で
す
が
、

「
折
り
得
て
は
」
と
言
っ
た
辺
り
が
、
少
し
世
俗
的
な
感
じ
が
す
る
で
し
ょ
う

か
。
や
は
り
左
の
歌
の
、
神
域
の
花
の
美
し
さ
が
格
別
で
あ
る
と
す
る
方
が
、

勝
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】
○
し
め
の
内

三
番
の
「
注
」
参
照
。
○
三
舟
の
山

み
ふ
ね
の
山
。
大
和

の
国
の
歌
枕
。
今
の
奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
、
宮
滝
の
南
に
あ
る
山
。

【
考
察
】
こ
の
十
五
番
の
本
文
は
、
伝
寂
蓮
筆
本
と
他
の
諸
本
と
で
大
き
な
相
違
が

あ
る
。
ま
ず
右
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
歌
が
全
く
違
う
。
右
歌
に
対
す
る
判
詞
も
、

伝
寂
蓮
筆
本
で
は
、
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
判
詞
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
他
の
諸
本

で
は
、
前
掲
の
よ
う
に
そ
れ
を
欠
く
か
、
群
書
類
従
本
の
よ
う
に
「
右
歌
、
雪
を

よ
め
ら
む
や
う
に
聞
ゆ
」
と
歌
に
合
う
と
は
思
わ
れ
な
い
短
い
言
葉
が
置
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
で
萩
谷
朴
氏
が
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝

寂
蓮
筆
本
に
挙
げ
る
右
歌
が
本
来
あ
っ
た
の
を
書
き
落
と
し
、
誤
っ
て
他
の
歌
を

入
れ
、
そ
の
た
め
に
判
詞
が
歌
に
合
わ
な
く
な
っ
た
の
で
、
判
詞
も
削
る
な
ど
手

が
加
え
ら
れ
た
形
が
、
諸
本
に
見
ら
れ
る
形
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
、
こ
こ
で
も
伝
寂
蓮
筆
本
の
形
に
よ
っ
て
考
え
て
ゆ
く
。

左
の
歌
は
、
神
域
は
俗
界
と
異
な
り
格
別
美
し
い
花
が
咲
く
と
見
て
、
春
風
に

対
し
て
「
心
し
て
吹
け
」
と
呼
び
掛
け
て
い
る
。

ね

右
の
歌
は
、「
雪
と
散
る
高
嶺
の
花
」
を
折
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ
れ
は
思
い
が

け
な
い
「
空
の
も
の
」
と
見
る
、
と
い
っ
た
歌
意
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
散
る
花

を
「
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
け
る
」
と
詠
ん
だ
貫
之
の
歌
（『
亭
子
院
歌
合
』
一

三
、『
拾
遺
集
』
六
四
）
に
多
少
似
た
言
葉
も
見
え
る
が
、
や
は
り
こ
れ
は
「
雲
と

散
る
高
嶺
の
花
」
に
即
し
て
、
そ
の
花
を
高
い
空
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て

珍
重
す
る
心
の
作
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
神
域
の
花
の
格
別
の
美
し
さ
を
詠
ん
で

い
る
点
を
、「
よ
ろ
し
く
」
と
評
価
し
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
姿
、
言
葉
遣
い
を
「
を
か
し
く
」
と
評
価
す
る
が
、「
折
り

得
て
は
」
と
言
っ
た
辺
り
は
「
す
こ
し
俗
に
近
く
」
思
わ
れ
よ
う
か
と
批
判
し
て

い
る
。「
折
り
得
て
は
」
と
い
う
現
実
の
行
為
を
は
さ
む
こ
と
で
、「
雪
と
散
る
高

嶺
の
花
」
の
美
し
い
世
界
が
破
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
点
を
指
摘
し
た
も
の
か
と

思
う
。十

六
番

左
勝

隆

房

９１

春
毎
に
う
す
花
桜
い
か
な
れ
ば
心
に
ふ
か
く
そ
む
る
な
る
ら
ん

右

親

宗

９２

山
桜
な
ぬ
か
と
い
ふ
に
ち
り
ぬ
れ
ば
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

散
り
は
て
て
名
残
と
ど
む
る
嶺
の
し
ら
雲

左
、
う
す
花
桜
い
か
な
れ
ば
と
い
ひ
て
、
心
に
ふ
か
く
と
う
た
が
へ
る
心
、

を
か
し
く
こ
そ
み
え
侍
れ

を
か
し
く
み
え
侍
る
め
れ
。

右
、
名
残
と
ど
む
る
な
ど
い
へ
る
心
す
が
た
、
い
と
よ
ろ
し
く
は
侍
る
を

宜
し
く
侍
る
を
、
七
日

と
い
ふ
に
と
い
へ
る
や
、
こ
と
な
る
よ
せ
な
き
や
う
に
侍
ら
ん
。
左
歌
う
す
花
桜

う
す
花
桜

す
こ
し
の
色
は事
は
ま
さ
れ
る
な
る
べ
し
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

十
六
番

左
勝

隆

房

９１

春
ご
と
に
、
薄
紅
に
咲
く
桜
に
、
ど
う
し
て
深
く
心
で
染
め
る
（
思
い
を
寄
せ

る
）
の
で
あ
ろ
う
か
。

右

親

宗

９２

山
桜
が
（
咲
い
て
）、
七
日
と
い
う
の
に
散
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
名
残
を
と
ど

め
て
、
峰
に
白
雲
が
た
な
び
い
て
い
る
。

左
の
歌
は
、「
薄
花
桜
い
か
な
れ
ば
」
と
言
っ
た
の
を
受
け
て
、「
心
に
深
く

（ ）３６―３６―



（
そ
む
る
な
る
ら
ん
）」
と
疑
問
視
し
た
着
想
が
、
ま
こ
と
に
面
白
い
も
の
と

見
ら
れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
名
残
と
ど
む
る
」
な
ど
と
詠
ん
だ
心
や
姿
は
、
大
層
結
構
な
の

で
す
け
れ
ど
も
、「
七
日
と
い
ふ
に
」
と
（
七
日
と
限
定
し
て
）
言
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
特
別
な
子
細
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
左
の
薄
花
桜

の
歌
の
方
が
、
多
少
勝
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

【
注
】
○
う
す
花
桜

薄
紅
色
の
桜
。
○
心
に
ふ
か
く
そ
む
る

心
で
深
く
染
め
る
。

心
を
深
く
寄
せ
る
。
○
山
桜
な
ぬ
か
と
い
ふ
に
散
り

こ
こ
で
「
七
日
」
と
言
っ

た
つ
た
ひ
こ

た
の
は
、
あ
る
い
は
『
万
葉
集
』
の
「
我
が
行
き
は
七
日
は
過
ぎ
し
竜
田
彦
ゆ
め

こ
の
花
を
風
に
な
散
ら
し
」（
一
七
五
二

一
七
四
八
）
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
春
ご
と
に
「
う
す
花
桜
」
に
ど
う
し
て
「
心
に
深
く
染
む
る
」

の
で
あ
ろ
う
か
、
と
詠
む
。
桜
の
花
の
紅
の
色
が
「
う
す
」
い
の
に
、
心
で
「
深

く
染
む
る
」、
深
く
心
を
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
を
対
置
し
て
、
趣
向
と
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
歌
は
、
用
語
か
ら
見
て
、『
詞
花
集
』
の
次
の
よ
う
な
歌
か
ら
ヒ
ン

ト
を
得
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。

京
極
前
太
政
大
臣
家
に
歌
合
し
侍
り
け
る
に
よ
め
る

康
資
王
母

し
ら

く
れ
な
ゐ
の
う
す
花
ざ
く
ら
に
ほ
は
ず
は
み
な
白
雲
と
み
て
や
す
ぎ
ま
し
（
一

八
）

こ
の
歌
を
、
判
者
大
納
言
経
信
、
く
れ
な
ゐ
の
さ
く
ら
は
詩
に
は
つ
く

ま

れ
ど
も
歌
に
よ
み
た
る
こ
と
な
む
な
き
と
申
し
け
れ
ば
、
あ
し
た
に
か

や
す
す
け

の
康
資
の
王
の
母
の
も
と
へ
言
ひ
つ
か
は
し
け
る

京
極
前
太
政
大
臣

白
雲
は
た
ち
へ
だ
つ
れ
ど
く
れ
な
ゐ
の
う
す
花
ざ
く
ら
心
に
ぞ
そ
む
（
一
九
）

『
高
陽
院
七
番
歌
合
』（
寛
治
八
年
）
に
康
資
王
母
の
詠
ん
だ
桜
の
歌
（
二
番
左
）

と
、
そ
れ
に
関
し
て
藤
原
師
実
が
作
者
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
。
師
実
の
歌
の
「
う

す
花
ざ
く
ら
心
に
ぞ
そ
む
」
は
、「
そ
む
」
が
自
動
詞
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
面

の
隆
房
の
歌
の
「
そ
む
る
」
は
他
動
詞
と
見
ら
れ
る
が
、
一
応
二
首
は
用
語
上
の

関
連
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

右
の
歌
は
、
山
桜
が
七
日
の
う
ち
に
散
り
は
て
て
、「
嶺
の
白
雲
」
が
そ
の
名
残

を
と
ど
め
て
い
る
、
と
詠
む
。
遠
く
咲
き
続
く
山
桜
を
「
嶺
の
白
雲
」
に
見
ま
が

う
も
の
と
す
る
歌
は
、
古
く
か
ら
見
え
、

桜
花
さ
き
に
け
ら
し
も
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
白
雲
（『
古
今
集
』

五
九
、
紀
貫
之
）

山
桜
さ
き
ぬ
る
時
は
常
よ
り
も
峰
の
白
雲
立
ち
ま
さ
り
け
り
（『
亭
子
院
歌
合
』

四
、『
後
撰
集
』
一
一
八
）

な
ど
を
初
め
、
そ
の
種
の
作
が
少
な
く
な
い
。
右
歌
も
そ
の
流
れ
を
受
け
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
右
歌
で
は
、
白
雲
は
咲
い
た
花
自
体
を
示
す
の
で
は
な
く
、

散
っ
た
花
の
名
残
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
の
生
き
た
時
代
の

違
い
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
心
が
「
を
か
し
く
」
見
え
る
と
言
う
。

着
想
の
面
で
の
趣
向
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
花
の
「
名
残
と
ど
む
る
」
な
ど
と
詠
ん
だ
心
、
姿
を
「
い

と
宜
し
く
」
と
評
価
す
る
が
、
花
の
散
る
ま
で
の
日
数
を
「
七
日
と
い
ふ
に
」
と

し
た
の
は
「
こ
と
な
る
よ
せ
な
き
や
う
」
だ
と
批
判
し
て
、
対
す
る
左
歌
を
相
対

的
に
勝
る
と
判
定
す
る
。

十
七
番

左
持

有

房

９３

散
る
花
の
か
た
み
と
す
べ
き
春
さ
へ
に
残
り
す
く
な
く
成
り
も
行
く
か
な

右

経

正

９４

ち
る
ぞ
う
き
お
も
へ
ば
風
も
つ
ら
か
ら
ず
花
を
わ
き
て
も
ふ
か
ば
こ
そ
あ
ら
め

左
右
と
も
に
い
う
に
侍
る
べ
し
。
形
見
と
す
べ
き
春
さ
へ
に（
伝
寂
蓮
筆
本
、以
下
同
ジ
）

春
さ
へ
な
ど
い
へ
る
心
、

す
ご
く
あ
は
れ
に

す
こ
し
あ
は
れ
に
こ
そ
き
こ
え
侍
れ
。

花
を
わ
き
て
も
な
ど
い
へ
る
姿
も姿
、
文
字
づ
か
ひ
、
い
と
を
か
し
く
き
こ
え
て
、

思
ひ
わ
か
れ
ず
侍
れ
ば

思
ひ
わ
か
れ
ず
。
持
と
す
べ
く
や

持
と
す
べ
き
に
や
。

【
通
釈
】（
伝
寂
蓮
筆
本
に
よ
っ
て
記
す
。）

十
七
番

左
持

有

房

９３

散
る
花
の
、
思
い
出
の
よ
す
が
と
す
べ
き
春
ま
で
、（
花
と
同
じ
よ
う
に
）
残
り

少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
。
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右

経

正

９４

花
の
散
る
の
は
つ
ら
い
こ
と
、
だ
が
思
う
に
、
風
も
無
情
と
は
言
え
ぬ
、
―
―

花
を
目
指
し
て
吹
く
の
な
ら
と
も
か
く
だ
け
れ
ど
。

左
右
と
も
に
優
美
な
作
で
し
ょ
う
。（
そ
し
て
左
歌
の
）「
形
見
と
す
べ
き
春

さ
へ
に
（
残
り
少
な
く
）」
な
ど
と
詠
ん
だ
心
は
、
寂
し
く
、
心
を
う
た
れ
る

も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
一
方
、
右
歌
の
）「
花
を
わ
き
て
も
（
吹
か
ば
こ
そ
あ
ら
め
）」
な
ど
と
詠
ん

だ
歌
の
姿
も
、
言
葉
遣
い
が
大
層
面
白
く
思
わ
れ
て
、
優
劣
の
判
断
が
つ
け

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
持
と
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】
○
か
た
み

思
い
出
す
種
と
な
る
も
の
。
○
わ
き
て
も

分
き
て
も
。
特
に

（
他
と
）
区
別
し
て
。
○
ふ
か
ば
こ
そ
あ
ら
め

（
特
に
花
を
目
指
し
て
）
吹
く
の

な
ら
別
だ
け
れ
ど
。
○
す
こ
し
あ
は
れ
に
「
す
こ
し
」
は
、
そ
の
形
の
本
が
多
い

が
、
伝
寂
蓮
筆
本
に
「
す
ご
く
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
心
に
し
み
る
寂
し
さ
を

示
す
も
の
と
見
た
い
。

【
考
察
】
左
右
の
歌
は
、
と
も
に
散
る
花
を
詠
ん
で
い
る
が
、
左
の
歌
は
、
花
が
散
っ

て
残
り
少
な
く
な
る
上
に
、
そ
の
花
の
思
い
出
の
よ
す
が
と
な
る
べ
き
春
の
日
数

ま
で
残
り
少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
、
と
嘆
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
花
が
散
る
の
は
つ
ら
い
が
、
花
を
散
ら
す
風
を
無
情
と
恨
む
の
は

当
た
ら
ぬ
、
風
が
花
を
目
指
し
て
吹
く
の
な
ら
別
だ
が
、
―
―
そ
ん
な
趣
旨
の
歌

で
あ
ろ
う
。
少
し
理
に
落
ち
た
作
か
と
思
う
。
た
だ
、
花
を
風
が
散
ら
す
こ
と
に

つ
い
て
は
、

花
散
ら
す
風
の
や
ど
り
は
た
れ
か
し
る
我
に
を
し
へ
よ
行
き
て
う
ら
み
む
（『
古

今
集
』
七
六
、
素
性
法
師
）

な
ど
の
、
花
を
散
ら
す
風
を
恨
む
歌
の
伝
統
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
異
見

を
示
す
こ
と
を
趣
向
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
と
も
に
「
優
」
と
し
た
上
で
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
伝

寂
蓮
筆
本
に
よ
れ
ば
、
心
が
「
す
ご
く
あ
は
れ
に
」
思
わ
れ
る
と
評
し
、
右
歌
に

つ
い
て
は
、
姿
、
言
葉
遣
い
が
「
い
と
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
評
し
て
、
持
と

し
て
い
る
。

【
備
考
】
十
七
番
右
歌
は
『
玉
葉
集
』（
二
六
〇
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

十
八
番

左

忠

度

９５

木
の
も
と
を
や
が
て
住
家
と
な
さ
じ
と
て
思
ひ
が
ほ
に
や
花
は
ち
る
ら
ん

右
勝

寂

蓮

９６

か
ぜ
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
山
桜
色
の
み
な
ら
ず
雲
か
と
ぞ
み
る

左
歌
、
や
が
て
住
家
と
な
さ
じ
と
て
と
い
へ
る
心
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

と
い
へ
る
、
え
む
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。

右
歌右
の
歌
、
峰
に
わ
か
る
る
な
ど
い
へ
る
こ
と
ば
つ
づ
き
、
よ
ろ
し
く
侍
る
に

や
。
右
す
こ
し
は

右
は
す
こ
し
は
ま
さ
り
侍
ら
ん
。
神
慮
を
思
ふ
に
よ
り
て

神
慮
お
そ
る
る
に
よ
り
て
、
い
さ
さ
か

い
さ
さ

事
を
も

か
の
事
も
お
も
ふ
と
こ
ろ
を
わ
か
ち
侍
る
な
り
。

【
通
釈
】十

八
番

左

忠

度

９５

木
の
下
を
、
花
を
見
る
人
が
、
そ
の
ま
ま
住
み
か
に
し
な
い
よ
う
に
と
、
花
は

そ
う
思
う
様
子
で
散
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

右
勝

寂

蓮

９６

風
が
吹
く
と
、
峰
で
分
か
れ
て
散
る
山
桜
の
花
は
、
色
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

姿
も
、
雲
か
と
見
え
た
。

左
の
歌
は
、「
や
が
て
住
み
か
と
な
さ
じ
と
て
」
と
詠
ん
だ
心
（
伝
寂
蓮
筆
本
）

の
が
、
ま
こ
と
に

え
ん艶
に
思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
峰
に
わ
か
る
る
（
山
桜
）」
な
ど
と
詠
ん
だ
言
葉
の
続
け
様
が
、

結
構
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
右
歌
の
方
が
、
多
少
は
ま
さ
っ
て
い
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
は
神
の
み
心
を
恐
れ
多
く
思
う
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
ず
か
な
こ
と
で

も
私
見
を
判
断
と
し
て
記
す
次
第
で
す
。

【
注
】
○
思
ひ
が
ほ

思
っ
て
い
る
様
子
。
○
か
ぜ
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
山
桜

「
風
吹
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
」
と
い
う
句
は
、「
考
察
」
に
挙
げ
る
壬
生
忠
岑
の
歌

の
第
一
句
第
二
句
と
同
じ
だ
が
、
第
三
句
は
忠
岑
の
歌
に
「
白
雲
の
」
と
あ
る
と

こ
ろ
を
、「
山
桜
」
と
変
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
白
雲
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
山
桜
」

に
微
妙
に
重
な
り
、
こ
の
「
山
桜
」
は
、
峰
で
風
に
吹
き
分
け
ら
れ
、
白
雲
の
よ

う
に
見
え
る
、
散
る
花
の
遠
望
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
○
え
む

（ ）３８―３８―



え
ん艶
。
俊
成
は
こ
の
「
艶
」
の
語
を
『
住
吉
社
歌
合
』（
一
一
七
〇
）
以
後
、
判
詞
に

か
な
り
多
く
用
い
て
お
り
、『
民
部
卿
家
歌
合
』（
一
一
九
五
）
の
跋
で
は
、
歌
は

「
た
だ
よ
み
も
あ
げ
、
う
ち
も
な
が
め
た
る
に
、
艶
に
も
を
か
し
く
も
聞
ゆ
る
姿
の

あ
る
な
る
べ
し
」
と
記
し
、「
艶
」
を
歌
の
根
本
的
な
特
長
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

な
お
俊
成
は
こ
れ
と
同
様
の
趣
旨
を
他
の
文
章
に
も
記
す
が
、『
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
』

で
は
「
艶
に
も
幽
玄
に
も
き
こ
ゆ
る
」、『
古
来
風
体
抄
』
で
は
「
艶
に
も
あ
は
れ

に
も
き
こ
ゆ
る
」
と
す
る
。
そ
の
「
艶
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
簡
単
に
定
義
し

難
い
が
、
優
美
を
基
調
と
し
て
、
独
特
の
魅
力
的
な
風
情
の
感
じ
ら
れ
る
様
態
と

で
も
言
え
よ
う
か
。
岡
崎
義
恵
氏
『
美
の
伝
統
』
に
詳
細
な
検
討
が
見
ら
れ
る
。

こ

も
と

す
み
か

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
人
が
「
木
の
下
」
を
「
住
家
」
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
花
の

思
い
を
と
り
上
げ
た
作
で
あ
ろ
う
。
そ
の
言
葉
は
、
次
の
よ
う
な
花
山
院
の
歌
に

源
を
も
つ
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

木
の
も
と
を
す
み
か
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
花
見
る
人
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な

（『
金
葉
集
』
三
奏
本
四
九
、『
詞
花
集
』
二
七
六
。『
和
漢
朗
詠
集
』
五
八
六

で
は
第
五
句
「
な
り
に
け
る
か
な
」）

こ
れ
は
有
名
な
一
首
で
、
そ
の
言
葉
を
新
し
く
生
か
し
た
歌
が
作
ら
れ
、『
別
雷
社

歌
合
』
に
近
い
こ
ろ
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

散
り
散
ら
ず
お
ぼ
つ
か
な
き
に
花
ざ
か
り
木
の
下
を
こ
そ
す
み
か
に
は
せ
め

（『
重
家
朝
臣
家
歌
合
』
四
、
三
河
）

こ
の
三
河
の
歌
の
趣
旨
は
、
花
山
院
の
歌
の
場
合
と
違
っ
て
、
花
に
引
か
れ
る
心

か
ら
「
木
の
下
」
を
「
す
み
か
」
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
歌

を
念
頭
に
置
い
て
左
歌
が
詠
ま
れ
た
と
見
る
と
、
花
に
引
か
れ
て
く
る
人
が
木
の

下
を
そ
の
ま
ま
住
み
か
に
し
な
い
よ
う
に
と
、
そ
う
花
は
思
っ
て
散
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
と
の
作
意
か
と
思
わ
れ
る
。

右
の
歌
は
、
そ
の
言
葉
か
ら
見
て
、
次
の
よ
う
な
壬
生
忠
岑
の
歌
を
本
歌
と
し

た
作
で
あ
ろ
う
。

風
ふ
け
ば
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か
（『
古
今
集
』

六
〇
一
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
五
一
五
）

「
注
」
で
も
触
れ
た
が
、
右
歌
は
こ
の
忠
岑
の
歌
の
第
二
句
ま
で
を
そ
の
ま
ま
用
い
、

第
三
句
の
「
白
雲
の
」
を
「
山
桜
」
に
変
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
白
雲
に
ま
が
う
山

桜
の
花
の
遠
望
を
詠
ん
だ
作
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、「
や
が
て
住
家
と
な
さ
じ
と
て
」
と
詠
ん

だ
点
を
「
艶
」
と
評
価
す
る
。
伝
寂
蓮
本
で
は
、
特
に
そ
う
詠
ん
だ
心
を
「
艶
」

と
評
し
た
こ
と
に
な
る
。
俊
成
が
「
艶
」
と
評
す
る
場
合
、
一
般
に
は
言
葉
や
姿

に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
多
く
、
心
に
つ
い
て
言
う
こ
と
は
少
な
い
が
、
そ
の
例
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
花
を
見
る
人
が
「
木
の
も
と
」
を
「
住
み
か
」

と
す
る
歌
の
先
例
を
受
け
て
、
花
の
そ
う
さ
せ
ま
い
と
す
る
気
持
ち
を
取
り
上
げ

た
着
想
を
「
艶
」
と
評
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
峰
に
わ
か
る
る
」
な
ど
と
詠
ん
だ
言
葉
続
き
を
「
よ
ろ
し

く
」
見
え
る
と
評
価
す
る
。
忠
岑
の
歌
の
「
峰
に
わ
か
る
る
白
雲
の
」
を
転
じ
て

「
峰
に
わ
か
る
る
山
桜
」
と
し
た
言
葉
の
続
け
様
を
巧
み
と
評
価
し
た
も
の
か
と
思

う
。
そ
し
て
右
の
歌
が
少
し
は
勝
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。

十
九
番

左
持

盛

方

９７

吉
野
山
峰
の
嵐
の
ふ
く
ま
ま
に
む
ら
ぎ
え
わ
た
る
花
の
白
雪

右

顕

昭

９８

桜
咲
く
を
り
に
し
な
れ
ば
初
せ
山
た
だ
一
さ
か
り
こ
ゆ
る
白
な
み

左
よ
し
の
山
右
の
は
つ
せ
山
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

左
歌
よ
し
の
山
、
右
の
長
谷
山
、
歌
の
す
が
た
は
と
も
に
を
か
し
く
侍
り
。

村
ぎ
え
わ
た
る
白
雪
と
見

白
雪
と
、
た
だ
一
さ
か
り
こ
ゆ
る
波
な
ど
み
る
ば
か
り
に
て
、

こ
と
に
は
な
を
お
も
へ
る
心
は
な
き
や
う
に
や
侍
ら
む

侍
る
ら
ん
。
よ
り
て
持
と
す
。

【
通
釈
】十

九
番

左
持

盛

方

９７

吉
野
山
の
、
峰
に
激
し
い
風
が
吹
い
た
の
で
、
花
が
、
白
雪
の
ま
だ
ら
に
消
え

残
る
よ
う
に
見
渡
さ
れ
る
。

右

顕

昭

は
つ
せ

９８

桜
の
咲
く
こ
ろ
と
も
な
る
と
、
初
瀬
山
を
、
一
年
に
た
だ
一
度
の
盛
り
の
花
が
、

白
波
の
越
え
る
よ
う
に
見
え
る
。

左
の
吉
野
山
の
歌
、
右
の
初
瀬
山
の
歌
は
、
歌
の
姿
は
と
も
に
面
白
い
と
思
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い
ま
す
。
し
か
し
花
を
（
左
歌
は
）「
む
ら
消
え
わ
た
る
白
雪
」
と
見
、（
右

歌
は
）「
た
だ
一
さ
か
り
越
ゆ
る
波
」
と
見
る
な
ど
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、

特
に
花
を
愛
し
て
い
る
心
は
見
え
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
持
と
す

る
。

【
注
】
○
吉
野
山

六
番
の
「
注
」
参
照
。
○
む
ら
ぎ
え
わ
た
る

一
面
に
、
雪
が

は
つ
せ

ま
だ
ら
に
消
え
残
っ
て
い
る
。
○
初
せ
山

初
瀬
山
。
大
和
の
国
の
歌
枕
。
今
の

は

せ

奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
に
あ
る
山
。
平
安
時
代
以
後
は
特
に
桜
の
名
所
と
し
て
歌
に

詠
ま
れ
た
。
○
一
さ
か
り

一
時
盛
ん
な
こ
と
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
吉
野
山
で
、
山
風
を
受
け
て
散
り
か
か
っ
た
花
の
様
子
を
、

白
雪
が
ま
だ
ら
に
消
え
残
る
の
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
ん
で
い
る
。

右
の
歌
は
、
初
瀬
山
で
、
年
に
一
度
の
盛
り
の
時
を
迎
え
た
花
の
様
子
を
、
白

波
が
山
を
越
え
る
姿
に
見
立
て
て
と
ら
え
て
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
と
も
に
歌
の
姿
は
「
を
か
し
く
」
詠
ま
れ
て
い
る
と
評

し
た
上
で
、
左
歌
は
花
を
「
む
ら
消
え
わ
た
る
白
雪
」
と
見
、
右
歌
は
花
を
「
越

ゆ
る
白
波
」
に
見
立
て
た
作
だ
が
、
と
も
に
「
花
を
思
へ
る
心
は
な
き
や
う
」
だ

と
評
し
て
い
る
。
花
を
題
と
す
る
歌
で
、
花
を
賞
す
る
心
が
乏
し
い
の
は
、
基
本

的
な
欠
点
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。

二
十
番

左
持

隆

信

９９
た
づ
ね
つ
つ
（
伝
寂
蓮
筆
本
、
以
下
同
ジ
）

た
づ
ね
つ
る
花
咲
き
に
け
り
み
よ
し
の
の
た
か
き
の
山
に
か
か
る
白
雲

右

仲

綱

１００

こ
ぼ
れ
出
で
て
匂
ふ
も
の
か
ら
白
雲
に
空
が
く
れ
す
る
山
ざ
く
ら
か
な

左
歌
、
み
よ
し
の
の
た
か
き
山

た
か
き
の
山
な
ど
め
づ
ら
し
き
事
に
は
あ
ら
ね
ど
、
宜

し
き
や
う
に
見
え
侍
り
。

右
歌
、
空
が
く
れ
す
る
な
ど
い
へ
る
す
が
た
、
を
か
し
く
み
ゆ
。
左
右
と
り

ど
り
な
り
。
宜
し
き
持
な
る
べ
し

よ
り
て
持
と
す
べ
し
。

【
通
釈
】二

十
番

左
持

隆

信

た
か
き

９９

尋
ね
て
き
た
花
が
咲
い
て
い
た
、
―
―
吉
野
の
高
城
の
山
に
、（
花
の
）
白
雲
が

か
か
っ
て
い
る
。右

仲

綱

１００

霞
か
ら
こ
ぼ
れ
出
て
、
美
し
く
咲
い
て
い
る
が
、
山
桜
の
花
は
、
空
の
白
雲
に

身
を
隠
し
た
ふ
う
に
見
え
る
。

左
の
歌
は
、「
み
吉
野
の
高
城
の
山
」
な
ど
、
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、

わ
る
く
な
い
詠
み
様
に
見
え
ま
す
。

右
の
歌
は
、「
空
隠
れ
す
る
」
な
ど
と
詠
ん
だ
様
子
が
、
面
白
く
見
え
る
。
そ

れ
で
左
右
の
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
特
徴
を
も
つ
。
そ
の
た
め
持
と
し
よ
う

と
思
う
。

た
か

き

【
注
】
○
た
か
き
の
山

高
城
山
。
大
和
の
国
の
歌
枕
。
今
の
奈
良
県
南
部
の
吉
野

き
ん
ぶ

山
地
の
山
。
金
峰
神
社
の
北
側
に
あ
る
。
○
こ
ぼ
れ
出
で
て
匂
ふ
「
あ
さ
み
ど
り

か
す
み

野
べ
の
霞
は
つ
つ
め
ど
も
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
か
な
」（『
拾
遺
抄
』
二
五

ほ
か
）
の
歌
に
よ
れ
ば
、
霞
か
ら
こ
ぼ
れ
出
て
美
し
く
咲
く
意
と
見
ら
れ
る
。
○

空
が
く
れ
す
る

隠
れ
た
ふ
り
を
す
る
。
た
だ
し
「
空
」
は
「
白
雲
」
と
の
関
係

か
ら
天
空
の
意
も
掛
け
て
言
う
。

【
考
察
】
花
十
九
番
ま
で
は
、
伝
寂
蓮
筆
本
の
本
文
が
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場

合
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
二
十
番
は
、
そ
の
点
に
疑
問
が
あ
る
。
こ
こ
で
伝
寂

蓮
筆
本
が
流
布
本
と
異
な
る
部
分
は
、
傍
記
し
た
と
お
り
三
箇
所
あ
っ
て
、
そ
の

内
第
二
、
第
三
の
部
分
は
ど
ち
ら
の
本
文
が
よ
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

最
初
の
部
分
の
隆
信
の
歌
の
初
句
は
、
流
布
本
の
「
た
づ
ね
つ
る
」
の
形
な
ら
問

題
は
な
い
が
、
伝
寂
蓮
筆
本
の
「
た
づ
ね
つ
つ
」
の
形
だ
と
後
の
語
句
に
結
び
つ

き
難
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
私
家
集
大
成
』
所
収
の
書
陵
部
蔵
『
隆
信
朝
臣

集
』（
七
）
に
も
、「
た
づ
ね
つ
る
花
さ
き
に
け
り
」
と
い
う
第
一
句
第
二
句
を
も

つ
歌
形
が
見
ら
れ
る
が
、「
た
づ
ね
つ
つ
花
さ
き
に
け
り
」
と
い
う
形
の
歌
は
他
の

諸
本
を
通
じ
て
、
見
い
だ
し
難
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
二
十
番
に
つ
い
て

は
、
伝
寂
蓮
筆
本
の
本
文
に
よ
ら
ず
、
流
布
本
の
本
文
に
よ
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と

に
す
る
。

た
か

き

そ
の
場
合
、
左
の
歌
は
、
尋
ね
て
き
た
花
が
、「
み
吉
野
の
高
城
の
山
に
か
か
る

白
雲
」
と
見
え
て
咲
い
て
い
た
と
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
遠
山
の
花
を
白
雲
と
と

（ ）４０―４０―



ら
え
る
の
は
、
伝
統
的
な
着
想
の
型
だ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
次
の
よ
う
な
『
万
葉

集
』
の
歌
に
見
ら
れ
る
、
高
城
の
山
の
白
雲
に
結
び
つ
け
て
詠
も
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

み
吉
野
の
高
城
の
山
に
白
雲
は
行
き
は
ば
か
り
て
た
な
び
け
り
見
ゆ
（
三
五
六

三
五
三
、

釈
通
観
）

右
の
歌
は
、
初
句
に
「
こ
ぼ
れ
出
で
て
」
と
あ
る
の
が
、
唐
突
と
も
見
え
る
が
、

「
注
」
で
触
れ
た
よ
う
に
次
の
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

あ
さ
み
ど
り
野
べ
の
霞
は
つ
つ
め
ど
も
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
か
な
（『
拾

遺
抄
』
二
五
）

こ
の
歌
は
、
末
句
「
山
ざ
く
ら
か
な
」
が
当
面
の
右
歌
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
『
拾

遺
抄
』
の
歌
形
を
挙
げ
た
が
、
も
と
は
末
句
「
花
ざ
く
ら
か
な
」
の
形
で
、『
寛
平

御
時
后
宮
歌
合
』（
一
一
）
に
見
え
、『
新
撰
万
葉
集
』（
五
）、『
古
今
和
歌
六
帖
』

（
三
五
一
四
）、『
拾
遺
集
』（
四
〇
）
等
に
も
収
め
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
。
こ
の
一

首
に
よ
っ
て
、
右
歌
は
「
こ
ぼ
れ
出
で
て
に
ほ
ふ
」
の
言
葉
で
、
霞
か
ら
こ
ぼ
れ

出
て
美
し
く
咲
く
花
の
様
子
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
右
歌
は
、
そ
の
山
桜
の
花
が
「
白
雲
に
空
隠
れ
す
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。

花
が
空
の
白
雲
に
ま
が
う
の
を
、
山
桜
の
花
が
意
志
を
持
っ
て
身
を
隠
し
た
よ
う

に
表
現
し
て
、
趣
向
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、「
み
吉
野
の
高
城
の
山
」
な
ど
珍
し
く
は

な
い
と
言
う
一
方
、「
宜
し
き
や
う
」
に
見
え
る
と
評
し
て
い
る
。
ど
う
い
う
点
で

「
宜
し
き
や
う
」
に
見
え
る
の
か
、
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
が
、
一
首
が
お
お
ら

か
な
格
調
で
詠
ま
れ
て
い
る
点
な
ど
を
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
花
が
「
空
隠
れ
す
る
」
な
ど
と
詠
ん
だ
歌
の
姿
を
「
を
か

し
く
」
見
え
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
記
の
よ
う
な
表
現
上
の
趣
向
を
認
め

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
左
右
と
り
ど
り
な
り
」
と
言
っ
て
、
持
と
し
て
い
る
。

二
十
一
番

左
勝

公

時

１０１

年
を
へ
て
お
な
じ
桜
の
花
の
色
を
そ
め
ま
す
物
は
心
な
り
け
り

右

定

家

１０２

桜
花
ま
た
立
ち
な
ら
ぶ
物
ぞ
な
き
誰
ま
が
へ
け
ん
峰
の
し
ら
雲

左
、
お
な
じ
桜
の
花
の
色
を
染
め
ま
す
物
は
と
い
へ
る
心
す
が
た
、
い
と
を

か
し
く
も
侍
る
か
な
。

右
、
た
れ
ま
が
へ
け
ん
み
ね
の
白
雲
と
い
へ
る
心
も
、
よ
ろ
し
き
に
や
と
み

え
侍
れ
ど
、
左
歌
な
ほ
め
づ
ら
し
く
も
み
え
侍
れ
ば
、
左
勝
つ
べ
き
に
や
侍

ら
ん
。

【
通
釈
】二

十
一
番

左
勝

公

時

１０１

年
を
経
て
も
同
じ
桜
の
花
の
色
を
、
ひ
と
し
お
美
し
く
染
め
る
も
の
は
、（
花
を

深
く
思
う
）
心
で
あ
っ
た
の
だ
。

右

定

家

１０２

桜
の
花
は
、
比
類
の
な
い
美
し
さ
だ
、
―
―
一
体
だ
れ
が
、
峰
の
白
雲
と
見
ま

が
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

左
の
歌
は
、「
同
じ
桜
の
花
の
色
を
染
め
ま
す
も
の
は
」
と
詠
ん
だ
心
や
姿
が
、

大
層
面
白
く
思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
で
、「
た
れ
ま
が
へ
け
ん
峰
の
白
雲
」
と
詠
ん
だ
心
も
、
わ
る
く
な
い

よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
左
の
歌
が
や
は
り
目
新
し
い
と
見
え
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
、
左
の
歌
が
勝
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】
○
そ
め
ま
す

一
層
美
し
く
染
め
る
。
な
お
「
染
め
ま
す
も
の
は
心
」
と
続

く
が
、「
染
む
」
は
、
心
に
関
し
て
は
、
深
く
思
い
入
れ
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

○
立
ち
な
ら
ぶ

肩
を
並
べ
る
。「
立
ち
」
は
接
頭
語
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
年
々
同
じ
桜
の
花
の
色
を
「
染
め
ま
す
」
も
の
は
人
の
心
で

あ
る
由
を
詠
む
。「
染
め
ま
す
」
は
、
一
層
美
し
く
染
め
る
意
味
だ
が
、「
染
む
」

は
心
に
関
し
て
は
深
く
思
い
入
れ
る
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
で
、
花
を
深
く
思
う

人
の
心
が
花
の
色
に
美
し
さ
を
加
え
る
と
い
う
気
持
ち
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
に
な
っ

て
い
る
。

こ
の
左
歌
に
比
べ
る
と
、
右
歌
は
、
表
現
が
直
線
的
と
言
う
か
、
端
的
に
詠
ま

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
桜
の
花
は
比
類
の
な
い
美
し
さ
で
、
こ
れ
を
一
体
だ
れ
が
峰

の
白
雲
と
見
ま
が
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
詠
む
。
山
桜
の
花
を
峰
の
白
雲
に
ま
が
う

―４１―（ ）４１

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



も
の
と
見
る
着
想
の
歌
は
、
紀
貫
之
の
、

山
桜
咲
き
ぬ
る
時
は
常
よ
り
も
峰
の
白
雲
た
ち
ま
さ
り
け
り
（『
亭
子
院
歌
合
』

四
、『
後
撰
集
』
一
一
八
）

な
ど
を
初
め
、
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
類
型
化
さ
れ
た
着
想
を
明
瞭
に

否
定
し
た
点
が
、
一
首
の
特
色
と
言
え
ば
特
色
で
あ
ろ
う
。
定
家
の
十
七
歳
の
時

の
作
で
、
歌
と
し
て
優
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
と
思
う
が
、
常
識
を
否
定
し
て

端
的
に
詠
ん
だ
点
に
、
個
性
的
な
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
心
姿
を
、「
い
と
を
か
し
く
も
侍
る

か
な
」
と
評
価
す
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
た
れ
ま
が
へ
け
ん
峰
の
白
雲
」
と
詠
ん
だ
心
を
「
よ
ろ
し

き
に
や
」
と
評
価
す
る
。
こ
れ
は
前
記
の
よ
う
に
類
型
的
な
着
想
を
明
瞭
に
否
定

し
て
み
せ
た
点
を
認
め
た
も
の
か
と
思
う
。
た
だ
そ
の
上
で
、
や
は
り
左
歌
が
「
め

づ
ら
し
く
」
見
え
る
と
言
い
、
左
の
勝
と
し
て
い
る
。

【
備
考
】
二
十
一
番
左
歌
は
『
千
載
集
』（
六
三
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
二
番

左
持

定

宗

１０３

桜
花
や
が
て
か
へ
さ
ぬ
春
風
に
こ
と
し
も
こ
り
ず
さ
そ
は
れ
ん
と
や

右

伊

綱

１０４

一
と
せ
は
ち
ら
で
桜
の
に
ほ
ひ
つ
つ
花
さ
か
ぬ
間
の
七
日
な
り
せ
ば

左
は
、
す
が
た
ふ
る
ま
ひ
わ
り
な
く
み
え
て
、
い
と
を
か
し
く
こ
そ
侍
る
め

れ
。

右
は
、
花
さ
か
ぬ
間
の
七
日
な
り
せ
ば
と
い
へ
る
心
、
ま
た
い
う
に
み
え
侍

り
。
仍
持
と
す
べ
し
。

【
通
釈
】二

十
二
番

左
持

定

宗

１０３

桜
の
花
を
誘
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
ま
ま
か
え
さ
ぬ
春
風
に
、
花
は
今
年
も
こ
り
ず
、

誘
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

右

伊

綱

１０４

一
年
の
間
、
散
ら
ず
に
桜
が
美
し
い
ま
ま
で
、
花
の
咲
か
な
い
間
が
、
七
日
だ
っ

た
ら
よ
い
の
だ
が
。

左
の
歌
は
、
姿
、
歌
い
様
が
格
別
優
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
て
、
大
層
面
白
い

作
の
よ
う
で
す
。

右
の
歌
は
、「
花
咲
か
ぬ
間
の
七
日
な
り
せ
ば
」
と
詠
ん
だ
心
が
、
こ
れ
も
優

美
で
よ
い
と
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
持
と
し
よ
う
と
思
う
。

【
注
】
○
七
日
な
り
せ
ば

「
七
日
」
は
、
こ
こ
で
は
実
際
に
花
の
咲
い
て
い
る
間

た
つ
た
ひ
こ

と
し
て
言
っ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
に
「
我
が
行
き
は
七
日
は
過
ぎ
じ
竜
田
彦
ゆ
め

こ
の
花
を
風
に
な
散
ら
し
」（
一
七
五
二

一
七
四
八
）
と
あ
る
。「
七
日
な
り
せ
ば
」
と
い
う
言
い

も
と
と
う

様
は
、
内
容
は
異
な
る
が
、
橘
元
任
の
七
夕
の
歌
、「
た
な
ば
た
の
あ
ふ
夜
の
数
の

わ
び
つ
つ
も
来
る
月
ご
と
の
な
ぬ
か
な
り
せ
ば
（『
後
拾
遺
集
』
二
四
四
）
の
影
響

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
○
す
が
た
ふ
る
ま
ひ

歌
の
「
姿
」
は
、
心
の
言
葉
に

表
現
さ
れ
る
状
態
。「
ふ
る
ま
ひ
」
も
そ
れ
に
近
い
が
、
一
層
動
的
な
と
ら
え
方
で
、

心
の
動
き
に
応
じ
る
言
葉
の
運
び
様
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
○
仍

よ
り
て
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
桜
の
花
と
春
風
と
を
擬
人
的
に
と
り
上
げ
て
、
花
を
誘
っ
て

い
っ
て
も
ど
さ
ぬ
春
風
に
、
花
は
今
年
も
こ
り
ず
誘
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
か
、
と

詠
む
。
花
が
風
に
散
ら
さ
れ
る
の
を
惜
し
む
心
を
根
底
に
も
つ
が
、
人
間
関
係
に

見
立
て
る
趣
向
を
前
面
に
出
し
た
作
で
あ
る
。

右
の
歌
は
、
桜
の
花
が
一
年
中
美
し
い
ま
ま
で
、
花
の
咲
か
な
い
間
が
年
間
七

日
だ
っ
た
ら
よ
い
の
に
と
願
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
七
日
」
と
い
う
の
は
、「
注
」

で
触
れ
た
よ
う
に
『
万
葉
集
』（
一
七
五
二

一
七
四
八
）
の
歌
に
よ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
と
思

う
が
、
実
際
に
花
の
咲
い
て
い
る
期
間
と
し
て
意
識
し
た
上
で
、
逆
に
花
の
咲
か

な
い
期
間
が
七
日
だ
っ
た
ら
よ
い
の
に
と
願
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
の
詠
み
様
が
格
別
優
れ
て
い
て
「
い

と
を
か
し
く
」
見
え
る
と
評
し
て
い
る
。
花
と
風
を
擬
人
化
し
た
趣
向
を
主
と
し

て
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
花
咲
か
ぬ
間
の
七
日
な
り
せ
ば
」
な
ど
と
詠
む
、
花
に
引

か
れ
る
心
が
、「
優
」
に
見
え
る
と
評
し
、
持
と
判
定
し
て
い
る
。

二
十
三
番

左
勝

成

家

（ ）４２―４２―



１０５

花
ざ
か
り
か
も
の
水
が
き
き
て
み
れ
ば
吉
の
の
山
も
名
に
こ
そ
有
り
け
れ

右

公

衡

１０６

花
ざ
か
り
四
方
の
山
べ
に
あ
く
が
れ
て
春
は
心
の
身
に
そ
は
ぬ
か
な

左
右
の
花
ざ
か
り
、
共
に
宜
し
く
み
え
侍
る
に
と
り
て
も
、
右
は
な
ほ
、
春

は
こ
こ
ろ
の
な
ど
い
へ
る
わ
た
り
、
い
と
を
か
し
く
お
ぼ
え
侍
る
を
、
あ
く

が
れ
な
が
ら
花
の
も
と
に
し
も
む
か
は
ぬ
に
や
と
ぞ
み
え
侍
る
う
へ
に
、
左

歌
ま
こ
と
に
社
の
花
め
で
た
る
こ
と
や
、
も
し
勝
と
も
申
す
べ
か
ら
ん
。

【
通
釈
】二

十
三
番

左
勝

成

家

１０５

花
盛
り
に
、
賀
茂
の
社
の
玉
垣
の
辺
り
に
来
て
見
る
と
、
花
の
吉
野
の
山
も
、

名
ば
か
り
の
も
の
と
思
わ
れ
た
。

右

公

衡

１０６

花
盛
り
に
な
る
と
、
方
々
の
山
辺
に
心
が
浮
か
れ
出
て
、
春
は
心
が
身
に
付
か

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

左
右
の
花
盛
り
の
歌
は
、
と
も
に
わ
る
く
な
い
と
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ

け
て
言
う
と
、
右
の
歌
は
や
は
り
、「
春
は
心
の
（
身
に
そ
は
ぬ
か
な
）」
な

ど
と
詠
ん
だ
あ
た
り
が
、
大
層
面
白
い
と
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
、
花
に
心
を

引
か
れ
て
い
な
が
ら
花
の
下
に
は
行
こ
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
が
浮
か
び
ま
し
て
、
そ
の
点
か
ら
言
う
と
、
左
の
歌
は
実
際
に
社
の
花
を

賞
美
し
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
が
、
あ
る
い
は
勝
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う

か
。

か

も

み
づ
が
き

【
注
】
○
か
も
の
水
が
き

賀
茂
の
瑞
垣
。
賀
茂
別
雷
神
社
（
上
賀
茂
神
社
）
の
玉

垣
。
○
吉
の
の
山

吉
野
山
。
花
の
名
所
。「
吉
野
の
山
も
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」

と
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
花
見
に
「
よ
し
」
と
い
う
意
を
掛
け
た
か
。

○
名
に
こ
そ
有
り
け
れ

名
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
有
名
無
実
だ
っ
た
。
こ
の
語
句

い
へ
し
ま

う
な
は
ら

あ

を
こ
う
い
う
意
味
に
用
い
た
先
例
は
、「
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
海
原
を
我
が

い
も

恋
ひ
来
つ
る
妹
も
あ
ら
な
く
に
」（『
万
葉
集
』
三
七
四
〇

三
七
一
八
）。
○
あ
く
が
れ
て
「
あ
く

が
る
」
は
、
心
が
何
か
に
引
か
れ
て
身
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
言
う
。

【
考
察
】
左
右
の
歌
は
、
と
も
に
「
花
ざ
か
り
」
の
語
を
冒
頭
に
置
い
て
い
る
が
、

左
の
歌
は
、
賀
茂
の
社
に
来
て
見
た
花
盛
り
の
見
事
な
こ
と
を
、
こ
れ
に
比
べ
る

と
花
の
吉
野
山
も
名
ば
か
り
の
も
の
と
思
わ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
詠
む
。

右
の
歌
は
、
花
盛
り
に
は
方
々
の
山
辺
の
花
に
「
あ
く
が
れ
」
て
、
春
は
心
が

身
に
添
わ
な
く
な
る
と
詠
む
。
こ
う
い
う
山
の
花
に
心
が
「
あ
く
が
れ
」
る
こ
と

を
詠
む
の
は
、
次
の
よ
う
な
躬
恒
の
歌
以
来
の
伝
統
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
が
心
春
の
山
べ
に
あ
く
が
れ
て
な
が
な
が
し
日
を
け
ふ
も
く
ら
し
つ
（『
亭

子
院
歌
合
』
一
四
、
凡
河
内
躬
恒
。『
新
古
今
集
』
八
一
で
は
作
者
を
紀
貫
之

と
し
て
い
る
。）

俊
成
の
判
詞
は
、
左
右
の
歌
を
「
共
に
宜
し
く
見
え
」
る
と
し
た
上
で
、
右
歌

に
つ
い
て
は
、「
春
は
心
の
（
身
に
そ
は
ぬ
か
な
）」
な
ど
と
詠
ん
だ
の
を
「
い
と

を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
評
価
す
る
一
方
、
花
に
「
あ
く
が
れ
」
な
が
ら
「
花
の

下
に
し
も
向
か
は
ぬ
に
や
」
と
疑
問
視
す
る
。
そ
し
て
、
左
歌
は
実
際
に
社
の
花

を
訪
ね
て
賞
美
し
て
い
る
点
で
、「
も
し
勝
と
も
申
す
べ
か
ら
ん
」
と
、
た
め
ら
う

よ
う
な
口
調
な
が
ら
、
一
応
左
の
勝
と
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
俊
成
は
『
千
載
集
』
に
は
右
歌
を
収
め
、
左
歌
を
収
め
て
い
な
い
。

こ
れ
は
賀
茂
社
の
歌
合
と
い
う
場
を
離
れ
て
二
首
を
歌
と
し
て
比
べ
る
と
、
右
歌

の
方
が
、
花
に
引
か
れ
る
心
や
詠
み
様
の
上
で
や
は
り
優
れ
て
い
る
と
見
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

【
備
考
】
二
十
三
番
右
歌
は
『
千
載
集
』（
六
四
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
四
番

左
勝

季

広

１０７

を
し
む
に
は
と
ま
ら
ぬ
花
の
し
た
が
へ
ば
う
ら
や
ま
し
き
は
春
の
山
か
ぜ

右

備

前

１０８

さ
く
と
待
ち
散
る
と
て
歎
く
春
は
た
だ
花
に
心
を
つ
く
す
（
群
書
類
従
）

つ
く
る
な
り
け
り

左
歌
、
う
ら
や
ま
し
き
は
春
の
山
風
と
い
へ
る
す
が
た
、
優
に
こ
そ
侍
る
め

れ
。

右
の
歌
、
心
す
が
た
よ
ろ
し
く
は
侍
る
を
、
か
や
う
の
心
の
う
た
、
つ
ね
の

事
な
る
に
や
あ
ら
ん
。
左
勝
と
申
す
べ
く
や
。

【
通
釈
】

―４３―（ ）４３

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



二
十
四
番

左
勝

季

広

１０７

散
る
の
を
（
人
が
）
惜
し
ん
で
も
、
残
っ
て
く
れ
な
い
花
が
、（
風
に
）
従
っ
て

行
く
の
で
、
う
ら
や
ま
し
い
の
は
春
の
山
風
だ
。

右

備

前

１０８

花
が
咲
く
と
い
う
の
で
待
ち
、
咲
け
ば
散
る
と
い
う
の
で
嘆
く
、
―
―
そ
ん
な

ふ
う
で
、
春
は
専
ら
花
に
心
を
傾
け
る
の
で
し
た
。

左
の
歌
は
、「
う
ら
や
ま
し
き
は
春
の
山
風
」
と
詠
ん
だ
姿
が
、
優
美
と
言
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

右
の
歌
は
、
心
も
姿
も
わ
る
く
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
着
想
の
歌
は
、

珍
し
く
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
左
の
勝
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

【
注
】
○
花
に
心
を
つ
く
る

群
書
類
従
本
は
「
花
に
心
を
つ
く
す
」。
い
ず
れ
も

心
を
傾
け
る
意
味
で
あ
る
が
、「
心
を
付
く
る
」
よ
り
「
心
を
尽
く
す
」
の
方
が
強

い
意
味
に
な
る
。
用
例
と
し
て
は
、「
春
の
田
を
人
に
ま
か
せ
て
我
は
た
だ
花
に
心

を
つ
く
る
こ
ろ
か
な
」（『
拾
遺
集
』
四
七
、
斎
宮
内
侍
）、「
年
を
へ
て
待
つ
も
を

し
む
も
山
桜
花
に
心
を
つ
く
す
な
り
け
り
」（『
西
行
上
人
集
』
六
一
四
）
な
ど
、

ど
ち
ら
の
形
も
見
ら
れ
る
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
花
と
春
風
を
擬
人
的
に
と
り
上
げ
て
い
る
。
人
が
別
れ
を
惜

し
ん
で
も
残
っ
て
く
れ
な
い
花
が
、
風
の
誘
い
に
は
従
っ
て
行
く
の
で
、
う
ら
や

ま
し
い
の
は
春
の
山
風
だ
、
と
詠
む
。
花
と
風
と
の
関
係
を
人
間
関
係
に
見
立
て

る
趣
向
を
と
る
点
は
、
二
十
二
番
左
歌
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
二
十
二
番
左
歌
は
、

花
を
誘
っ
て
か
え
さ
ぬ
春
風
に
、
花
は
今
年
も
こ
り
ず
誘
わ
れ
る
こ
と
か
と
、
風

を
敵
役
に
仕
立
て
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
風
を
「
う
ら
や
ま
し
き
」
も
の
と
見
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
素
直
で
優
し
い
態
度
と
し
て
、
俊
成
は
判
詞
に
「
優
」

と
評
し
た
の
か
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
花
を
待
ち
、
花
が
散
る
の
を
嘆
く
春
は
、
専
ら
花
に
心
を
傾
け
る

季
節
だ
、
と
詠
む
。
別
に
目
新
し
い
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
が
、
素
直
に
、

の
び
や
か
に
詠
ま
れ
て
は
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、「
う
ら
や
ま
し
き
は
春
の
山
風
」
と
詠
ん

だ
姿
を
、「
優
」
と
評
し
て
い
る
。
前
記
の
よ
う
に
風
を
敵
役
に
仕
立
て
な
い
優
し

い
態
度
を
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、
心
姿
が
「
よ
ろ
し
く
」
と
評
す
る
一
方
、
着
想
が
あ
り
ふ

れ
た
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
し
、
左
の
勝
と
し
て
い
る
。

二
十
五
番

左
勝

兼

綱

１０９

入
り
ぬ
れ
ば
そ
こ
と
も
し
ら
ず
中
中
に
の
き
て
ぞ
花
は
み
る
べ
か
り
け
る

右

智

将

１１０

を
し
み
つ
つ
を
ら
で
帰
ら
ば
あ
ぢ
き
な
く
風
に
ま
か
す
と
花
や
恨
み
ん

左
、
の
き
て
ぞ
花
は
な
ど
い
へ
る
姿
、
を
か
し
く
こ
そ
み
え
侍
る
め
れ
。
上

の
句
の
心
み
や
ま
の
中
な
ど
さ
も
侍
り
な
む
（
群
書
類
従
、
歌
合
部
類
）

心
ち
や
す
ら
ん
。
但
み
や
ま
の
な
か
な
ど
さ
も
侍
り
な
ん
。

右
、
を
し
み
つ
つ
と
い
へ
る
を
、
風
に
ま
か
す
と
花
や
う
ら
み
む
と
思
ひ
な

が
ら
帰
り
こ
ん
程
や
、
ほ
い
な
く
侍
ら
ん
。
素
性
法
師
は
、
く
れ
な
ば
な
げ

の
花
の
か
げ
か
は
と
こ
そ
よ
み
て
侍
る
め
れ
。
の
き
て
ぞ
花
は
と
い
へ
る
、

な
ほ
す
が
た
す
こ
し
は
ま
さ
れ
る
に
や
。

【
通
釈
】二

十
五
番

左
勝

兼

綱

１０９
（
花
の
咲
く
）
山
も
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
と
、
ど
こ
な
の
か
定
か
で
な
い
、
―
―

い
っ
そ
離
れ
て
、
花
は
見
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

右

智

将

１１０

花
を
惜
し
ん
で
、
折
ら
ず
に
帰
れ
ば
、
花
は
心
に
面
白
く
も
な
く
、
わ
た
し
を

見
捨
て
て
風
に
任
せ
た
と
、
恨
む
こ
と
だ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、「
の
き
て
ぞ
花
は
（
見
る
べ
か
り
け
る
）」
と
詠
ん
だ
姿
が
、
面

白
い
も
の
に
見
え
る
よ
う
で
す
。
上
の
句
の
（「
入
り
ぬ
れ
ば
そ
こ
と
も
知
ら

ず
」
と
詠
ん
だ
）（
心
み
や
ま
の
中
な
ど
さ
も
侍
り
な
む
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル
）

心
は
、
深
い
山
の
中
な
ど
で
は
、
そ
う
思
わ
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

右
の
歌
は
、
花
を
「
惜
し
み
つ
つ
」
と
詠
ん
で
い
る
が
、「
風
に
ま
か
す
と
花

や
う
ら
み
ん
」
と
思
い
な
が
ら
帰
っ
て
く
る
よ
う
で
は
、
残
念
な
こ
と
だ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
素
性
法
師
は
「
暮
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
」（
日

が
暮
れ
た
ら
花
陰
は
立
派
な
宿
に
な
る
）
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
左
の

（ ）４４―４４―



歌
で
「
の
き
て
ぞ
花
は
（
見
る
べ
か
り
け
る
）」
と
詠
ん
だ
の
が
、
や
は
り
歌

の
姿
が
多
少
は
ま
さ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

【
注
】
○
入
り
ぬ
れ
ば

花
の
咲
く
山
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
と
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

○
そ
こ
と
も
し
ら
ず

ど
こ
で
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
。
○
の
き
て

離
れ
て
。

○
あ
ぢ
き
な
く

（
自
分
の
気
持
ち
に
反
し
て
）
面
白
く
な
く
。
○
上
の
句
の
心
ち

や
す
ら
ん
。
但
…
…

文
意
不
明
。
群
書
類
従
本
等
に
「
上
の
句
の
心
、
み
や
ま

の
中
な
ど
さ
も
侍
り
な
む
。」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
見
て
お
く
。
○
素
性
法
師

俗

よ
し
み
ね
の
は
る
と
し

へ
ん
じ
ょ
う

名
は
良
岑
玄
利
。
僧
正
遍
昭
（
良
岑
宗
貞
）
の
在
俗
時
代
の
子
。
三
十
六
歌
仙
の

一
人
。
生
没
年
未
詳
。
○
く
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
「
い
ざ
け
ふ
は
春
の

山
べ
に
ま
じ
り
な
む
暮
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
」（『
古
今
集
』
九
五
、
素

う

り
ん

み

こ

性
）。『
古
今
集
』
の
詞
書
に
「
雲
林
院
の
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
」
と
あ
る
。
歌
の
大
意
は
、
さ
あ
、
今
日
は

春
の
山
辺
に
分
け
入
り
ま
し
ょ
う
、
日
が
暮
れ
た
ら
、
花
陰
は
か
り
そ
め
の
も
の

で
は
な
い
、
立
派
な
宿
な
の
で
す
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
花
の
咲
く
山
に
入
り
こ
む
と
場
所
も
定
か
で
な
く
な
る
、
む

し
ろ
離
れ
て
花
は
見
る
べ
き
も
の
と
知
っ
た
と
い
う
歌
意
で
あ
ろ
う
。
着
想
に
目

新
し
さ
の
認
め
ら
れ
る
作
か
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
花
を
惜
し
ん
で
手
折
ら
ず
に
帰
れ
ば
、
花
の
気
持
ち
と
し
て
は
面

白
く
も
な
く
、
風
に
任
せ
た
と
恨
む
で
あ
ろ
う
と
詠
む
。
花
を
擬
人
化
し
、
花
の

心
を
思
い
や
る
こ
と
を
趣
向
と
し
た
作
で
あ
ろ
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、
下
の
句
の
「
の
き
て
ぞ
花
は
（
見
る

べ
か
り
け
る
）」
と
詠
ん
だ
姿
を
「
を
か
し
く
」
見
え
る
と
評
し
て
い
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
「
花
や
恨
み
ん
」
と
思
い
な
が
ら
も
帰
る
の
で

ほ

い

は
「
本
意
な
く
」
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
こ
れ
は
引
き
合
い
に
出
し
た
素
性

の
歌
に
「
暮
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
」（
日
が
暮
れ
た
ら
花
陰
が
よ
い
宿
に

な
る
）
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
、
花
に
打
ち
こ
む
心
が
望
ま
し
い
と
見
る
立
場

か
ら
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
十
六
番

左

敦

仲

１１１

か
ぜ
だ
に
も
吹
か
で
の
ど
け
き
春
な
ら
ば
を
る
て
に
の
み
や
花
は
ち
ら
ま
し

右
勝

勝

命

１１２

か
ぎ
り
あ
り
て
露
と
消
え
な
ん
世
な
り
と
も
花
に
心
や
の
こ
し
置
く
べ
き

左
、
を
る
て
に
の
み
や
と
い
へ
る
姿
、
い
と
を
か
し
。
た
だ
し
、
吹
く
風
も

枝
を
な
ら
さ
ざ
ら
む
春
の
花
を
、
を
る
て
に
の
み
ち
ら
さ
む
事
い
か
が
。

右
、
つ
ゆ
と
消
え
な
む
世
な
り
と
も
花
に
心
や
の
こ
し
お
か
む
と
い
へ
る
心
、

よ
ろ
し
き
に
や
あ
ら
ん
。
以
レ

右
為
レ

勝
。

【
通
釈
】二

十
六
番

左

敦

仲

１１１

風
さ
え
も
吹
か
ず
、
静
か
で
穏
や
か
な
春
な
ら
ば
、
花
は
、
折
る
人
の
手
だ
け

に
散
る
で
あ
ろ
う
か
。

右
勝

勝

命

１１２

命
は
限
り
が
あ
り
、
露
の
よ
う
に
（
は
か
な
く
）
消
え
る
生
涯
で
あ
っ
て
も
、

花
に
心
を
残
し
て
お
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、「
折
る
手
に
の
み
や
（
花
は
散
ら
ま
し
）」
と
詠
ん
だ
姿
が
、
大

層
面
白
い
。
た
だ
し
、
吹
く
風
も
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
太
平
の
世
の
（
し
る
し
で

あ
る
）
春
の
花
を
、
折
る
人
の
手
だ
け
に
散
ら
す
（
と
詠
む
）
よ
う
な
こ
と

は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
歌
は
、
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
る
生
涯
で
あ
っ
て
も
、
花
に
心
を

残
し
て
お
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
詠
ん
だ
作
意
が
、
結
構
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。
右
の
歌
を
勝
と
す
る
。

【
注
】
○
吹
く
風
も
枝
を
な
ら
さ
ざ
ら
む
春
の
花

吹
く
風
も
静
か
で
枝
は
音
を
立

て
な
い
太
平
の
世
に
咲
く
春
の
花
。「
吹
く
風
枝
を
鳴
ら
さ
ず
」
は
、
世
の
中
が
よ

く
治
ま
っ
て
静
か
な
こ
と
を
表
わ
す
成
句
。『
論
衡
』
の
「
太
平
之
世
、
五
日
一
風
、

え
だ

つ
ち
く
れ

十
日
一
雨
、
風
不
レ

鳴
レ

条
、
雨
不
レ

破
レ

塊
」、『
西
京
雑
記
』
の
「
太
平
之
世
、
則

風
不
レ

鳴
レ

条
」
等
に
よ
る
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、「
注
」
で
触
れ
た
よ
う
な
「
吹
く
風
枝
を
鳴
ら
さ
ず
」
の
成

句
を
背
景
に
も
つ
と
思
わ
れ
る
、
次
の
歌
な
ど
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
。

山
ざ
く
ら
あ
く
ま
で
色
を
見
つ
る
か
な
花
ち
る
べ
く
も
風
吹
か
ぬ
世
に
（『
和

―４５―（ ）４５

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



漢
朗
詠
集
』
六
八
一
、
平
兼
盛
。『
兼
盛
集
』
四
で
は
第
二
句
「
あ
く
ま
で
け

ふ
は
」）

そ
し
て
、
そ
う
い
う
風
も
静
か
な
太
平
の
世
で
は
、
花
は
折
る
人
の
手
だ
け
に
散

る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
想
像
を
楽
し
ん
で
、
そ
の
こ
と
を
趣
向
と
し
た
作
か
と
思

う
。右

の
歌
は
、
や
が
て
は
か
な
く
消
え
去
る
人
生
で
も
、
花
に
心
を
残
す
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
と
、
花
に
強
く
引
か
れ
る
心
を
詠
ん
で
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
折
る
手
に
の
み
や
花
は
散
ら
ま
し
」

と
詠
ん
だ
姿
を
「
い
と
を
か
し
」
と
評
す
る
一
方
、
吹
く
風
も
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
太

平
の
世
の
し
る
し
で
あ
る
花
を
、
折
る
人
の
手
で
散
ら
す
こ
と
を
詠
む
の
は
穏
当

で
な
い
と
指
摘
し
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
右
の
歌
は
、
は
か
な
く
世
を
去
っ
て
も
花
に
心
を
残
す
こ
と
に

な
ろ
う
と
、
専
ら
花
に
引
か
れ
る
心
を
詠
ん
だ
点
を
、「
よ
ろ
し
き
に
や
あ
ら
ん
」

と
評
価
し
、
勝
と
し
て
い
る
。

二
十
七
番

左
勝

広

言

１１３

梢
ま
で
花
の
し
ら
ゆ
ふ
か
け
て
け
り
神
も
う
れ
し
と
春
を
み
る
ら
し

右

祐

盛

１１４

山
桜
雪
の
色
こ
そ
う
ば
ふ
と
も
ふ
る
な
ら
ひ
を
ば
伝
へ
ざ
ら
な
ん

左
歌
、
は
な
の
し
ら
ゆ
ふ
は
、
こ
れ
も
よ
ろ
し
く
み
ゆ
。
み
る
ら
し
な
ど
も
（
北
岡

ら
し
な
ど
も
、
歌

文
庫
蔵
幽
斎
本
）

が
ら
有
る
さ
ま
な
る
べ
し
。

右
歌
、
ふ
る
な
ら
ひ
を
ば
と
い
へ
る
、
を
か
し
く
は
き
こ
ゆ
る
を
、
誹
諧
の

体
に
ぞ
み
ゆ
る
。
左
勝
つ
べ
き
に
こ
そ
。

【
通
釈
】二

十
七
番

左
勝

広

言

し
ら

ゆ

う

１１３

こ
ず
え
ま
で
、
花
の
白
木
綿
を
掛
け
わ
た
し
た
、
―
―
神
も
う
れ
し
い
と
思
っ

て
、
春
げ
し
き
を
御
覧
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

右

祐

盛

１１４

山
桜
は
、
雪
の
白
い
色
は
奪
っ
て
も
、（
雪
の
）
降
る
習
わ
し
は
、
受
け
継
が
な

い
で
ほ
し
い
も
の
だ
。

左
の
歌
で
、
花
を
白
木
綿
に
見
立
て
た
の
は
、
こ
の
場
合
も
結
構
と
思
わ
れ

る
。「
見
る
ら
し
」
と
言
う
「
ら
し
」
な
ど
の
言
葉
も
、（
こ
こ
で
は
）
歌
の

風
格
の
あ
る
様
子
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
で
、（
花
を
雪
に
結
び
つ
け
て
）「
降
る
な
ら
ひ
を
ば
（
伝
へ
ざ
ら
な

ん
）」
と
言
っ
た
の
は
、
面
白
く
は
思
わ
れ
る
が
、
誹
諧
の
体
（
正
調
で
な
い

歌
の
姿
）
と
見
ら
れ
る
。
左
の
歌
が
勝
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
注
】
○
花
の
し
ら
ゆ
ふ

十
三
番
の
「
注
」
参
照
。
○
雪
の
色
こ
そ
う
ば
ふ
と
も

雪
の
白
い
色
は
奪
っ
て
も
。
花
の
白
さ
に
つ
い
て
、
雪
の
白
い
色
を
奪
っ
た
と
詠

む
歌
の
先
例
に
は
、「
雪
の
色
を
う
ば
ひ
て
さ
け
る
梅
の
花
今
さ
か
り
な
り
見
む
人

も
が
も
」（『
万
葉
集
』
八
五
四

八
五
〇
）
以
下
の
歌
が
あ
る
。
○
歌
が
ら
有
る
さ
ま

歌
の

風
格
の
感
じ
ら
れ
る
様
子
。
○
誹
諧
の
体

正
調
に
と
ら
わ
れ
な
い
歌
の
姿
。
こ

ざ
っ
て
い

の
名
称
の
源
流
は
、『
古
今
集
』
巻
十
九
の
雑
体
の
一
つ
の
「
誹
諧
歌
」
に
あ
る
。

清
輔
の
『
奥
義
抄
』
で
は
『
漢
書
』
を
引
い
て
「
誹
諧
者
滑
稽
也
」
と
す
る
が
、

『
古
今
集
』
に
「
誹
諧
歌
」
と
し
て
収
め
ら
れ
る
歌
は
、『
万
葉
集
』
の
戯
咲
歌
な

ど
よ
り
広
い
範
囲
に
わ
た
る
よ
う
で
、
正
雅
の
格
調
に
よ
ら
な
い
、
俗
な
表
現
を

も
つ
歌
と
見
る
説
が
よ
い
か
と
思
う
。

【
考
察
】
左
の
歌
が
、
花
を
白
木
綿
に
見
立
て
て
、「
花
の
白
木
綿
か
け
て
け
り
」

と
第
二
、
第
三
句
に
歌
う
点
は
、
十
三
番
左
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
を
受

け
る
下
の
句
で
は
、
十
三
番
左
歌
は
「
こ
や
佐
保
姫
の
手
向
け
な
る
ら
ん
」
と
、

花
の
白
木
綿
を
神
に
供
え
た
主
体
を
佐
保
姫
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
、
そ
れ
を
趣
向

に
す
る
と
見
え
る
が
、
こ
の
二
十
七
番
左
歌
は
「
神
も
う
れ
し
と
春
を
見
る
ら
し
」

と
、
花
の
白
木
綿
を
供
え
ら
れ
た
神
も
う
れ
し
く
思
わ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
ふ
う

に
、
別
に
趣
向
を
加
え
ず
、
率
直
に
詠
ん
で
い
る
。

右
の
歌
は
、
雪
を
引
き
合
い
に
出
し
て
花
を
詠
む
趣
向
で
、
花
は
雪
の
白
さ
を

奪
っ
て
も
、
雪
の
降
る
の
を
ま
ね
て
散
る
の
は
避
け
て
ほ
し
い
旨
を
詠
む
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、
花
を
白
木
綿
に
見
立
て
た
の
を
、
こ
の

歌
の
場
合
も
「
よ
ろ
し
く
」
見
え
る
と
す
る
。
そ
し
て
下
句
に
「
神
も
う
れ
し
と

春
を
見
る
ら
し
」
と
「
ら
し
」
を
用
い
た
の
を
肯
定
す
る
趣
旨
を
記
し
て
い
る
。

（ ）４６―４６―



こ
れ
は
「
ら
し
」
が
早
く
古
語
と
見
ら
れ
、
公
任
の
『
新
撰
髄
脳
』
に
も

か
も
、
ら
し
な
ど
の
古
詞
な
ど
別
し
て
つ
ね
に
よ
む
ま
じ
。

と
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
こ
で
は
「
ら
し
」
が
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
ら
し
」
は
、『
万
葉
集
』
な
ど
に
も
用
例

の
多
い
古
語
だ
が
、
同
じ
推
量
の
助
動
詞
で
も
「
ら
む
」
な
ど
と
比
べ
る
と
、
強

い
確
信
を
も
っ
て
推
量
す
る
気
持
ち
が
濃
い
。
そ
れ
で
、
こ
の
左
歌
の
よ
う
に
神

の
う
れ
し
く
思
う
心
を
認
め
て
端
的
に
詠
む
場
合
は
、「
ら
し
」
を
用
い
た
方
が
、

古
風
で
も
そ
れ
な
り
の
風
格
を
生
む
と
俊
成
は
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
花
は
雪
の
「
ふ
る
な
ら
ひ
を
ば
」
受
け
継
が
な
い
で
ほ

し
い
と
詠
ん
だ
の
を
、「
を
か
し
く
」
は
思
わ
れ
る
が
、「
誹
諧
の
体
」
に
見
え
る

と
し
て
、
左
の
勝
と
判
定
し
て
い
る
。「
誹
諧
の
体
」
は
、「
注
」
で
触
れ
た
よ
う

に
、
正
し
い
格
調
に
よ
ら
な
い
歌
の
姿
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

二
十
八
番

左
勝

親

盛

１１５

あ
か
ず
見
る
花
ば
か
り
だ
に
ち
ら
さ
ず
は
匂
を
風
に
を
し
み
や
は
す
る

右

安

性

１１６

た
づ
ね
つ
る
花
み
る
程
も
い
か
に
こ
は
春
の
心
は
の
ど
け
く
も
な
き

左
歌
の
す
が
た
（
群
書
類
従
、
以
下
同
ジ
）

歌
、
す
が
た
を
か
し
と
い
ひ
つ
べ
し
。
に
ほ
ひ
を
と
て
も
を
し
ま
ざ
ら
ん

事
や
い
か
が
。

右
、
詞
づ
か
ひ
を
か
し
か
ら
む
と
は
思
へ
り
。
春
の
こ
こ
ろ
は
の
ど
け
く
も

な
き
と
い
へ
る
末
の
句
、
は
る
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
い
へ
る
本
歌
に

と
い
へ
り
。
末
の
句
に
は
〔

〕
は
る
の
こ
こ
ろ
は
の
ど
け
か
ら
ま

し
と
本
歌
に
、
こ
と
の
ほ
か
に
き
こ
え
侍
る
め
り
。
業
平
朝
臣
も
う
れ
た
く

や
思
ふ
ら
む
と

お
も
は
む
と
お
ぼ
え
侍
り
し
。
以
レ

左
可
レ

為
レ

勝
。

【
通
釈
】二

十
八
番

左
勝

親

盛

１１５

飽
き
ず
見
る
花
さ
え
散
ら
さ
な
い
な
ら
、
花
の
香
り
を
風
が
運
ん
で
い
っ
て
も
、

惜
し
み
は
し
な
い
の
だ
が
。

右

安

性

１１６

尋
ね
て
き
た
花
を
見
て
い
る
間
も
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
、
春
の
心
は
落
ち

着
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、
詠
み
様
が
面
白
い
と
言
え
そ
う
だ
。
た
だ
、「
に
ほ
ひ
を
風
に
惜

し
み
や
は
す
る
」
と
言
う
が
、
花
の
香
り
で
も
、
惜
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
歌
は
、
言
葉
の
用
い
様
が
面
白
い
作
だ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
る
。（
し
か
し
）

「
春
の
心
は
の
ど
け
く
も
な
き
」（
と
い
へ
る
末
の
句
、
は
る
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
い
へ
る

と
詠
ん
だ
下
の
句
は
、「
春
の
心
は
の
ど
け

本
歌
に
ノ
本
文
ニ
ヨ
ル
）

か
ら
ま
し
」
と
詠
ん
だ
本
歌
に
対
し
て
、
実
に
心
外
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

業
平
朝
臣
も
嘆
か
わ
し
く
思
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
左
を
勝

と
す
べ
き
で
あ
る
。

【
注
】
○
は
る
の
こ
こ
ろ
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
『
古
今
集
』（
五
三
）
に
見
え
る
在

原
業
平
の
歌
の
下
句
。
上
句
は
「
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
」。『
伊
勢

物
語
』
八
十
二
段
等
に
も
見
え
る
。
○
う
れ
た
く

嘆
か
わ
し
く
。「
う
れ
た
し
」

う
ら

は
「
心
い
た
し
」
が
変
化
し
た
形
容
詞
。

【
考
察
】
こ
の
二
十
八
番
は
、
判
詞
の
本
文
に
問
題
が
あ
る
が
、
ま
ず
歌
に
つ
い
て

見
る
。

左
の
歌
は
、
花
を
散
ら
す
風
に
注
文
を
つ
け
る
形
で
、
風
が
花
さ
え
散
ら
さ
ず

に
い
て
く
れ
る
な
ら
、
花
の
香
り
を
運
び
去
っ
て
も
惜
し
み
は
し
な
い
由
を
詠
む
。

右
の
歌
は
、
尋
ね
て
き
た
花
を
見
る
間
も
、「
春
の
心
は
の
ど
け
く
も
な
き
」
由

を
詠
む
。
こ
の
下
句
は
、
在
原
業
平
の
歌
、

世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
（『
古
今
集
』

五
三
）

を
本
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
作
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
右
歌
の

よ
う
に
詠
む
と
、
春
の
心
が
落
ち
着
か
な
い
と
い
う
観
念
は
伝
わ
っ
て
も
、
業
平

の
歌
か
ら
感
じ
ら
れ
る
花
に
引
か
れ
る
心
は
、
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
で
、
中
程
の
空
白
の
前
後
の
部
分
の
本
文
は
、
底
本
で
は
文
意
が

た
ど
り
に
く
い
が
、
傍
記
し
た
群
書
類
従
本
に
よ
れ
ば
、
解
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
当
面
こ
れ
に
よ
っ
て
見
て
お
き
た
い
。

そ
の
判
詞
は
、
左
の
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
の
姿
を
「
を
か
し
」
と
評
す
る
が
、
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問
題
点
と
し
て
、
花
の
香
り
は
惜
し
ま
な
い
と
詠
む
の
は
い
か
が
か
と
指
摘
し
て

い
る
。

右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
言
葉
遣
い
が
「
を
か
し
」
と
思
わ
れ
る
点
を
認
め
る
一

方
、「
春
の
心
は
の
ど
け
く
も
な
き
」
と
詠
ん
だ
点
を
、
業
平
の
本
歌
に
比
べ
て

「
こ
と
の
外
」
の
こ
と
と
評
し
、
業
平
が
知
っ
た
ら
嘆
か
わ
し
く
思
う
だ
ろ
う
と
言
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
春
の
心
の
落
ち
着
か
な
い
こ
と
が
伝

わ
る
一
方
、
花
に
引
か
れ
る
心
が
感
じ
ら
れ
な
い
点
を
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
十
九
番

左
勝

寂

念

１１７

神
山
を
あ
ふ
ぎ
て
み
れ
ば
白
雲
の
た
つ
は
桜
の
梢
な
り
け
り

右

行

念

１１８

山
桜
梢
を
は
ら
ふ
風
ふ
け
ば
花
の
散
り
た
つ
な
げ
き
を
や
せ
ん

左
歌
、
姿
詞
よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
る
め
れ
。
あ
ふ
ぎ
て
と
い
へ
る
詞
ぞ
、
い
う

に
し
も
あ
ら
ぬ
事
な
れ
ど
、
神
山
を
あ
ふ
ぎ
て
と
つ
づ
け
た
る
は
、
あ
し
く

も
き
こ
え
ず
。

右
の
、
花
の
散
り
た
つ
と
い
へ
る
、
こ
と
あ
る
や
う
に
て
、
こ
と
な
る
心
も

な
き
な
る
べ
し
。
左
歌
は
ま
さ
り
侍
り
な
ん
。

【
通
釈
】二

十
九
番

左
勝

寂

念

１１７

神
山
を
仰
い
で
見
る
と
、
白
雲
が
立
つ
、
と
見
え
た
の
は
桜
の
こ
ず
え
の
花
だ
っ

た
。

右

行

念

１１８

山
桜
の
、
こ
ず
え
を
風
が
吹
き
払
う
と
、
花
が
散
っ
て
空
に
舞
う
の
を
、
嘆
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

左
の
歌
は
、
姿
、
言
葉
が
結
構
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
仰
ぎ
て
」
と
言
っ
た

言
葉
自
体
は
、
優
美
で
は
な
い
け
れ
ど
、「
神
山
を
仰
ぎ
て
」
と
言
葉
を
続
け

て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
不
適
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。

右
の
歌
で
、「
花
の
散
り
た
つ
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
子
細
が
あ
る
様
子
に
見
え

る
が
、
特
別
な
意
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
左
の
歌
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
。

ち
り

【
注
】
○
神
山

十
番
の
「
注
」
参
照
。
○
散
り
た
つ

花
の
「
散
り
」
に
、「
塵

立
つ
」
を
掛
け
て
、「
払
ふ
風
」
と
縁
を
も
た
せ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
神
山
を
仰
ぎ
見
る
と
、
白
雲
が
立
つ
と
見
え
た
が
、
そ
れ
は

白
く
咲
き
続
く
桜
の
こ
ず
え
の
花
で
あ
っ
た
と
詠
む
。
神
山
の
花
の
様
子
を
、
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
端
整
な
調
べ
で
描
い
て
い
る
と
思
う
。

右
の
歌
は
、
山
桜
の
こ
ず
え
を
風
が
吹
き
払
う
と
、
花
の
「
散
り
た
つ
」
嘆
き

を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
詠
む
。
こ
の
場
合
、
花
の
「
散
り
た
つ
」
と
い
う
語

句
は
、
俊
成
が
判
詞
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
あ
り
げ
な
言
い
様
と
思
わ

ち
り

れ
る
が
、
花
の
「
散
り
」
に
「
塵
立
つ
」
を
掛
け
て
、
こ
ず
え
を
「
払
ふ
風
」
と

縁
を
も
た
せ
た
言
葉
と
い
う
以
外
の
こ
と
は
考
え
難
い
と
思
う
。
花
の
「
散
り
」

に
「
塵
」
を
掛
け
て
詠
む
の
は
、『
古
今
集
』
の
伊
勢
の
歌
、

年
を
へ
て
花
の
か
が
み
と
な
る
水
は
ち
り
か
か
る
を
や
く
も
る
と
い
ふ
ら
ん

（
四
四
）

を
は
じ
め
、
他
に
も
用
例
の
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
修
辞
技
巧

と
し
て
右
歌
で
ど
の
程
度
生
か
さ
れ
て
い
る
か
と
な
る
と
、
疑
問
が
あ
る
と
思
う
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
に
つ
い
て
は
、「
姿
詞
よ
ろ
し
く
」
と
評
価
す
る
。
そ
し

て
「
仰
ぎ
て
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
「
優
」
で
は
な
い
が
、「
神
山
を
仰
ぎ
て
」
と

続
け
て
い
る
の
で
「
あ
し
く
も
き
こ
え
ず
」
と
言
い
添
え
て
い
る
。「
仰
ぐ
」
が
、

上
を
見
る
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
敬
う
意
味
に
も
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
神
山
に
結

び
つ
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
花
の
散
り
た
つ
」
が
歌
の
眼
目
と
し
て
意
味
を
も
つ
言
い

様
に
見
え
る
が
、
さ
し
た
る
意
味
は
な
さ
そ
う
だ
と
言
い
、
左
が
勝
る
と
判
定
し

て
い
る
。

三
十
番

左

佐

１１９

春
も
ま
た
立
帰
る
べ
き
年
あ
ら
ば
（
群
書
類
従
、
以
下
同
ジ
）

年
し
あ
ら
ば
二
度
花
の
咲
く
よ
し
も
が
な

右
勝

重

保

１２０

き
よ
め
す
な
し
め
の
宮
人
ち
り
つ
も
る
花
に
ま
じ
は
る
神
も
ま
す
ら
ん

（ ）４８―４８―



左
歌
、
二
た
び
花
の
な
ど
い
へ
る
姿
、
い
と
よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
れ
。
上
の
句

も
、
か
の
春
く
は
は
れ
る
年
だ
に
も
と
い
へ
る
歌
の
心
ち
お
ぼ
え
て
、
を
か

し
く
は
侍
る
を
、
今
年
も
冬
の
立
春
の
よ
し
な
ど
な
く
ば

冬
の
立
春
の
よ
し
は
、
し
る
し
な
ど
な
く
は
、
心

得
が
た
く
や
あ
ら
ん
。

右
歌
、
し
め
の
宮
人
な
ど
い
へ
る

し
め
の
み
や
も
り
な
ど
い
へ
る
も
じ
づ
か
ひ
、
姿
い
と
を
か
し
く
み

ゆ
。
初
の
五
文
字
や
、
こ
の
春
ば
か
り
朝
ぎ
よ
め
す
な
と
い
へ
る
に
は
、
に

ぬ
や
う
に
き
こ
え
侍
ら
ん
。
但
歌
ざ
ま
な
ど
社
頭
の
歌
と
お
ぼ
え
て
、
い
と

を
か
し
く
侍
り
。
以
レ

右
可
レ

為
レ

勝
。

【
通
釈
】三

十
番

左

佐

１１９

春
が
ま
た
、（
年
内
に
）
も
ど
っ
て
来
る
年
が
あ
る
の
な
ら
、
再
び
花
が
咲
く
よ

う
に
な
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

右
勝

重

保

１２０
（
境
内
に
散
っ
た
）
花
を
掃
き
清
め
る
な
、
社
の
者
よ
、
―
―
散
り
積
も
る
花
に

親
し
む
神
も
、
お
い
で
に
な
ろ
う
か
ら
。

左
の
歌
は
、「
ふ
た
た
び
花
の
」
な
ど
と
詠
ん
だ
様
子
が
、
大
層
結
構
な
も
の

に
思
わ
れ
ま
す
。
上
の
句
も
、
あ
の
「（
桜
花
）
春
加
は
れ
る
年
だ
に
も
」
と

詠
ん
だ
歌
の
心
が
思
わ
れ
て
、
面
白
い
と
は
見
え
ま
す
が
、
今
年
も
冬
に
立

春
が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
す
言
葉
な
ど
が
な
い
と
、
分
か
り

に
く
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

右
の
歌
は
、「
し
め
の
宮
人
」
な
ど
と
詠
ん
だ
言
葉
遣
い
、
姿
が
、
大
層
面
白

く
見
え
る
。
た
だ
、
初
め
の
「
き
よ
め
す
な
」
と
い
う
句
は
、「
こ
の
春
ば
か

り
朝
ぎ
よ
め
す
な
」
と
詠
ん
だ
歌
に
比
べ
て
み
る
と
、
及
ば
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
歌
の
様
子
な
ど
が
、
社
頭
の
歌
ら
し
く
思

わ
れ
て
、
大
層
面
白
い
の
で
す
。
右
の
歌
を
勝
と
し
よ
う
。

【
注
】
○
春
も
ま
た
立
帰
る
べ
き
年

春
が
再
び
も
ど
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
年
。

年
内
の
冬
に
暦
法
上
立
春
に
な
る
予
定
の
年
を
言
う
。
○
よ
し
も
が
な

手
だ
て

が
ほ
し
い
。「
も
が
な
」
は
願
望
を
表
す
。
○
き
よ
め
す
な

掃
除
を
す
る
な
。
○

し
め
の
宮
人

神
社
に
奉
仕
す
る
人
。
○
ち
り
つ
も
る

花
が
散
り
積
も
る
意
で

ち
り

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
同
音
の
「
塵
積
も
る
」
を
掛
け
て
「
清
め
す
な
」
と
縁
を
も

た
せ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
○
春
く
は
は
れ
る
年
だ
に
も
と
い
へ
る
歌
「
さ
く
ら
花

春
く
は
は
れ
る
年
だ
に
も
人
の
心
に
あ
か
れ
や
は
せ
ぬ
」（『
古
今
集
』
六
一
、
伊

う
る
ふ

勢
。『
伊
勢
集
』
二
二
五
）。『
古
今
集
』
の
詞
書
に
「
や
よ
ひ
に
閏
月
あ
り
け
る
年

よ
み
け
る
」
と
あ
り
、「
春
く
は
は
れ
る
年
」
は
閏
年
で
、
春
三
箇
月
の
次
に
閏
三

月
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
○
冬
の
立
春

閏
年
は
同
じ
月
が
二
度
繰
返
さ
れ

る
結
果
、
一
年
が
長
く
な
っ
て
、
旧
年
の
冬
の
う
ち
に
立
春
が
来
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
の
を
言
う
。
こ
う
い
う
「
旧
年
立
春
」
は
、
当
時
の
暦
法
で
は
平
均
し
て

二
年
に
一
度
ほ
ど
あ
っ
て
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
○
こ
の
春
ば

と
の
も
り

と
も

み
や
つ
こ

か
り
朝
ぎ
よ
め
す
な
「
殿
守
の
伴
の
御
奴
心
あ
ら
ば
こ
の
春
ば
か
り
朝
ぎ
よ
め
す

な
」（『
拾
遺
集
』
一
〇
五
五
、
源
公
忠
。『
公
忠
集
』
五
）。『
拾
遺
集
』
の
詞
書
に

「
延
喜
御
時
、
南
殿
に
散
り
積
み
て
侍
り
け
る
花
を
見
て
」
と
あ
る
。

【
考
察
】
左
の
歌
は
、
年
末
に
立
春
を
迎
え
て
春
が
再
び
も
ど
る
年
が
あ
る
な
ら
、

花
も
再
び
咲
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
花
に
引
か
れ
て
少
し
で
も
長
く
接
し

た
い
と
思
う
心
を
、
暦
の
上
の
冬
の
立
春
に
結
び
つ
け
て
見
所
と
し
た
作
で
あ
ろ

う
。右

の
歌
は
、
社
の
境
内
に
散
っ
た
花
を
掃
き
清
め
る
な
と
、
社
人
に
呼
び
掛
け

る
形
で
詠
み
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
花
に
ま
じ
は
る
神
も
ま
す
ら
ん
」
と
言
っ
て

い
る
。
俊
成
が
判
詞
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
散
っ
た
花
を
掃
き
清
め
る
な
と
呼
び

掛
け
る
形
を
と
っ
た
歌
の
先
例
は
、
源
公
忠
の
次
の
歌
に
見
ら
れ
る
。

と
の
も
り

と
も

み
や
つ
こ

殿
守
の
伴
の
御
奴
心
あ
ら
ば
こ
の
春
ば
か
り
朝
ぎ
よ
め
す
な
」（『
拾
遺
集
』

一
〇
五
五
、
源
公
忠
。『
公
忠
集
』
五
）

た
だ
し
右
歌
は
、「
き
よ
め
す
な
」
と
呼
び
掛
け
る
理
由
を
「
花
に
ま
じ
は
る
神
も

ま
す
ら
ん
」
と
言
い
、
場
面
を
宮
廷
で
な
く
神
社
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。

俊
成
の
判
詞
は
、
左
歌
は
下
句
の
姿
を
「
い
と
よ
ろ
し
く
」
と
評
価
す
る
。
上

句
の
「
春
も
ま
た
立
帰
る
べ
き
年
も
あ
ら
ば
」
に
対
し
て
は
、
伊
勢
の
歌
、

さ
く
ら
花
春
く
は
は
れ
る
年
だ
に
も
人
の
心
に
あ
か
れ
や
は
せ
ぬ
（『
古
今
集
』

六
一
、『
伊
勢
集
』
二
二
五
）

と
似
た
心
が
認
め
ら
れ
「
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
す
る
一
方
、
左
歌
は
「
冬
の

―４９―（ ）４９

『
別
雷
社
歌
合
』
注
釈
（
二
）



立
春
」
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
を
示
す
言
葉
が
な
い
と
分
か
り
に
く
い
だ
ろ

う
と
言
い
添
え
て
い
る
。

右
歌
に
つ
い
て
は
、「
し
め
の
宮
人
」
な
ど
と
詠
ん
だ
言
葉
遣
い
、
姿
を
「
い
と

を
か
し
く
」
と
評
価
す
る
。
た
だ
冒
頭
の
「
き
よ
め
す
な
」
の
句
は
、
源
公
忠
の

前
記
の
歌
の
「
こ
の
春
ば
か
り
朝
ぎ
よ
め
す
な
」
に
比
べ
て
及
ば
な
い
と
見
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
公
忠
の
歌
が
散
り
積
も
る
花
を
言
葉
に
出
さ
ず
に
想

像
さ
せ
た
点
を
巧
み
と
見
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
俊
成
は
一
方
で
、
右

歌
が
公
忠
の
歌
と
は
異
な
る
「
社
頭
の
歌
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
し
く
詠
ま
れ
て
い

る
点
が
「
い
と
を
か
し
く
」
思
わ
れ
る
と
言
い
、
右
の
勝
と
し
て
い
る
。

（ ）５０―５０―


