
『古
今
集
』
春
の
部
、
冒
頭
の
構
造
（
改
稿
）

平
　
沢
　
竜
　
介

　
『
古
今
集
』
春
の
部
、
冒
頭
の
構
造
は
、
既
に
拙
著
『
王
朝
文
学
の
始
発
』
に
収

　
　
（
注
1
）

載

し
た
が
、
改
め
て
見
直
し
て
見
る
と
、
個
々
の
歌
の
対
応
関
係
に
十
分
な
配
慮
が

な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
個
々
の
歌
の
対
応

関
係
を
留
意
し
て
、
再
度
『
古
今
集
』
春
の
部
、
冒
頭
の
構
造
に
つ
い
て
論
ず
る
こ

と
に
し
た
。

　
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
、
国
歌
大
観
番
号
1
番
か
ら
3
1
番
ま
で
の
歌
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
の
九
首
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
ふ

る
年
に
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る
　
　
　
　
在
原
元
方

　
　

1
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

　
　
　
　
　
春
立

ち
け
る
日
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
貫
之

　
　

2
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　

3
春
霞
た
て
る
や
い
つ
こ
み
よ
し
の
の
吉
野
の
山
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

　
　
　
　
　
二
条
の
后
の
春
の
は
じ
め
の
御
歌

　
　

4
雪
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　

5
梅
が
枝
に
来
ゐ
る
鶯
春
か
け
て
鳴
け
ど
も
い
ま
だ
雪
は
降
り
つ
つ

　
　
　
　
　
雪
の
木
に
降
り
か
か
れ
る
を
よ
め
る
　
　
　
素
性
法
師

　
　
6
春
た
て
ば
花
と
や
見
ら
む
白
雪
の
か
か
れ
る
枝
に
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　

7
心
ざ
し
深
く
そ
め
て
し
を
り
け
れ
ば
消
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
ら
む

　
　
　
　
　
　
あ
る
人
の
い
は
く
、
前
太
政
大
臣
の
歌
な
り

　
　
　
　
　
二
条
の
后
の
春
宮
の
御
息
所
と
き
こ
え
け
る
時
、
正
月
三
日
お
前
に
召

　
　
　
　
　
し
て
、
お
ほ
せ
ご
と
あ
る
あ
ひ
だ
に
、
日
は
照
り
な
が
ら
雪
の
頭
に
降

　
　
　
　
　
り
か
か
り
け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
　
　
　
文
屋
康
秀

　
　

8
春
の
日
の
光
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
か
し
ら
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き

　
　
　
　
　
雪
の
降
り
け
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
紀
貫
之

　
　

9
霞
た
ち
木
の
芽
も
は
る
の
雪
降
れ
ば
花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け
る

こ
れ
ら
の
う
ち
ー
、
2
は
、
詞
書
に
と
も
に
「
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る
」
と
あ
り
、

歌
詞
に

も
「
春
は
来
に
け
り
」
あ
る
い
は
「
春
立
つ
け
ふ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
立
春
の
日
に
詠
じ
ら
れ
た
歌
と
明
確
に
理
解
さ
れ
る
。
『
古
今
集
』
春
の

部
末
尾
が
、
本
来
は
㎜
「
弥
生
の
つ
ご
も
り
の
日
、
花
摘
み
よ
り
帰
り
け
る
女
ど
も

を

見
て

よ
め
る
」
、
㎜
「
弥
生
の
つ
ご
も
り
の
日
、
雨
の
降
り
け
る
に
、
藤
の
花
を

折
り
て
人
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
持
ち
、
「
弥
生
つ
ご
も
り
の
日
」
に
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詠

ま
れ
た
歌
二
首
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
秋
の
部
が

㎜
「
秋
立
つ

日
よ
め
る
」
、
m
「
秋
立
つ
日
、
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
、
賀
茂
の
河
原

に

川
迫
遥
し
け
る
、
と
も
に
ま
か
り
て
よ
め
る
」
と
「
秋
立
つ
日
」
に
詠
ま
れ
た
歌

と
す
る
詞
書
を
有
す
る
歌
二
首
で
始
め
ら
れ
、
秋
の
部
末
尾
も
出
「
長
月
の
晦
日
の

日
、
大
堰
に
て
よ
め
る
」
、
鍋
「
お
な
じ
晦
日
の
日
、
よ
め
る
」
と
「
長
月
の
つ
ご

も
り
の
日
」
に
詠
ま
れ
た
と
す
る
詞
書
を
有
す
る
二
首
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
さ
ら
に
夏
の
部
の
最
後
の
歌
が
、
瑚
「
六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
に
よ
め
る
」

と
い
う
詞
書
を
有
し
、
冬
の
部
の
最
後
の
歌
と
思
わ
れ
る
細
が
「
も
の
へ
ま
か
り
に

け
る
人
を
待
ち
て
、
師
走
の
晦
日
に
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
を
有
し
て
い
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
『
古
今
集
』
の
四
季
の
部
の
う
ち
、
春
と
秋
は
冒
頭
二
首
が
「
立
春
」

「
立
秋
」
の
歌
で
始
ま
り
、
末
尾
二
首
が
「
弥
生
つ
ご
も
り
」
「
長
月
つ
ご
も
り
」
の

歌
二
首
で
終
わ
り
、
夏
と
冬
は
最
後
が
．
「
六
月
つ
ご
も
り
」
「
師
走
つ
ご
も
り
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

歌
一
首
で
終
わ
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
1
、

2
番
歌
は
「
立
春
」
の
歌
群
と
す
る
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。

　

3
番
か
ら
9
番
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
雪
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
雪
と
い
え
ば
冬

の

景
物
で
あ
る
が
、
ま
だ
春
の
浅
い
時
期
に
雪
の
降
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
は
春
の
ま
だ
浅
い
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
冬
と
の
連
続
性
を
表
す
た

め
に
置
か
れ
た
「
春
の
雪
」
の
歌
群
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
歌
の
中

に

は
、
4
の
「
春
は
来
に
け
り
」
、
や
6
の
「
春
た
て
ば
」
の
よ
う
に
立
春
の
日
の

詠
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
歌
詞
も
存
す
る
が
、
明
ら
か
に
立
春
の
日
の
歌
と
す
る

徴
証
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
『
古
今
集
』
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
春
と

秋
が
冒
頭
二
首
と
末
尾
二
首
を
対
応
さ
せ
、
夏
と
冬
が
末
尾
一
首
を
対
応
さ
せ
る
と

い

う
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
「
春
の
雪
」
の
歌
群
に
収
め

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　
で

は
、
こ
れ
ら
九
首
は
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
配
列

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
1
は
年
内
立
春
、
す
な
わ
ち
一
年
が
終
わ
ら
な
い
う

ち
に
、
新
し
い
年
の
始
ま
り
を
告
げ
る
立
春
が
到
来
し
た
事
態
を
詠
じ
た
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
「
ひ
と
と
せ
」
が
ど
の
期
間
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
諸
説
存
す
る
が
、
年

内
に
立
春
が
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
年
ま
る
ご
と
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
の
期
間

に

お
い
て
、
去
年
と
も
今
年
と
も
呼
び
う
る
状
態
が
出
来
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）

象
に
注
目
し
て
詠
じ
ら
れ
た
歌
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
は
、
諸
説
一
致
す
る
。

　
古
今
集
の
撰
者
た
ち
は
こ
の
元
方
の
歌
に
、
年
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
新
し
い
年

が

は
じ
ま
る
と
い
う
奇
妙
な
現
象
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
れ
が
去
年

と
今
年
の
重
層
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
で
、
去
年
と
今
年
の
連
続
性
を
最
も
強
く
表
現

し
て
い
る
と
判
断
し
、
こ
の
歌
を
春
の
部
の
冒
頭
、
つ
ま
り
一
年
の
一
番
初
め
に
置

く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
に
、
春
の
初
め
に
単
に
一
年
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
だ
け
の
歌
で

な
く
、
一
年
の
終
わ
り
と
の
連
続
性
を
持
つ
歌
を
配
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
撰
者
た

ち
が
年
月
の
運
行
を
、
年
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
進
む
の
で

は
な
く
、
年
の
終
わ
り
が
再
び
年
の
始
め
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
循
環
的
な
姿
と
し

て
示
そ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
2
の
貫
之
の
歌
も
立
春
の
日
に
詠
ま
れ
た
歌
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
ー

の

よ
う
に
年
内
立
春
の
歌
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
は
新
年
に
な
っ
て
か
ら
の

立
春
に

詠
ま
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
一
首
は
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」
が
昨
年
の
夏
、
「
こ
ほ
れ
る
」
が
昨
年
の
冬

を
表
す
と
い
う
よ
う
に
、
過
ぎ
去
っ
た
年
の
出
来
事
を
回
想
し
な
が
ら
の
立
春
の
詠

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
去
年
の
夏
や
冬
に
言
及
し
な
が
ら
、
新
た
な
年
の
始

ま
り
を
詠
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
去
年
と
今
年
の
連
続
性
が
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

2
に
表
現
さ
れ
る
去
年
と
今
年
の
連
続
性
は
、
1
の
去
年
と
今
年
の
重
層
と
い
う
表

現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ほ
ど
の
強
い
連
続
性
を
表
現
し
て
は
い
な
い
。
が
、
2
は
ー
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ほ

ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
一
首
の
内
容
が
去
年
と
の
連
続
性
を
意
識
さ
せ
る
が
ゆ

え

に

こ
こ
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
」

と
い
う
表
現
は
、
『
礼
記
』
月
令
の
「
孟
春
ノ
月
　
東
風
氷
ヲ
解
ク
」
に
よ
り
な
が

ら
、
想
像
上
の
景
で
は
あ
る
が
、
1
に
比
べ
、
立
春
の
日
の
風
景
が
具
体
的
に
詠
じ

ら
れ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。

　
な
お
、
1
は
春
の
部
末
尾
「
弥
生
つ
ご
も
り
の
日
」
に
詠
ま
れ
た
二
首
の
う
ち
、

後
の
方
の
歌
皿
と
「
年
の
う
ち
に
」
と
い
う
表
現
を
共
有
し
て
対
応
し
、
2
は
春
の

到
来
を
告
げ
る
解
氷
を
詠
じ
、
春
の
終
わ
り
を
告
げ
る
落
花
を
詠
ず
る
皿
と
対
を
な

す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

1
、
2
番
歌
で
は
立
春
の
日
を
詠
む
と
同
時
に
、
前
年
の
事
象
が
詠
み
込
ま
れ
、

前
年
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
内
容
が
詠
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
3
番
歌
以
降

は
前
年
の
事
象
を
詠
ず
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
3
か
ら
9
ま
で
は
冬
の
景
物
で

あ
る
「
雪
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
点
、
前
年
と
の
連

続
を
意
識
さ
せ
る
。

　

3
番
歌
の
詞
書
は
「
題
し
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
歌
詞
に
「
春
霞
た
て
る
や

い

つ

こ
」
と
あ
り
、
歌
の
読
み
手
は
霞
が
立
っ
て
い
る
場
所
を
探
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
春
に
な
る
と
霞
は
当
然
立
つ
は
ず
、
そ
れ
な
の
に
霞
の
立
つ
景
色
も
見
え
な

い

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
暗
に
今
が
春
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、

今
が
春
だ
と
い
う
認
識
は
あ
っ
て
も
、
霞
は
ど
こ
に
も
見
出
せ
ず
、
吉
野
の
山
に
は

冬
を
感
じ
さ
せ
る
雪
が
降
り
続
い
て
、
ま
だ
春
の
到
来
は
実
感
で
き
な
い
と
い
う
早

春
の
景
が
表
現
さ
れ
る
。

　
続

く
4
、
5
、
6
番
歌
に
は
、
い
ず
れ
も
雪
と
と
も
に
春
を
告
げ
る
鳥
と
さ
れ
る

鶯
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
3
番
歌
が
春
の
到
来
を
詠
み
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
春
の
気
配

の

見

え
ぬ
様
を
詠
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
4
か
ら
6
番
歌
は
雪
と
と
も
に
鶯
を
詠
み

込
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
だ
寒
さ
が
去
り
や
ら
ぬ
中
に
も
、
春
の
訪
れ
が
ほ
の
か

に

感
じ
ら
れ
る
様
が
詠
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
4
で
は
螢
…
は
ま
だ
鳴
い
て
い
な
い
が
、
「
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む
」
と

い

う
表
現
が
、
2
番
歌
の
解
氷
を
詠
じ
た
表
現
と
通
ず
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
春

　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）

の

到
来
を
感
じ
さ
せ
る
。
5
で
は
鶯
の
鳴
い
て
い
る
様
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
4
よ
り
一
層
春
め
い
て
き
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
「
い
ま
だ
雪
は
降
り
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）

つ
」

と
い
う
表
現
が
3
番
歌
と
共
通
し
、
冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
。
6
も
鶯
は
鳴

く
が
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
点
、
5
と
同
様
冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
白
雪

を
梅
の
花
と
見
立
て
る
こ
と
で
よ
り
春
ら
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
3
か
ら
6
は
い
ず
れ
も
春
の
雪
を
詠
ず
る
の
で
あ
る
が
、
3
は

立
春

と
な
っ
て
も
霞
は
見
え
ず
、
吉
野
山
に
は
雪
が
降
っ
て
い
る
と
、
い
ま
だ
春
ら

し
い
気
配
の
見
え
ぬ
状
態
を
表
し
、
4
は
鶯
は
鳴
か
な
い
が
、
氷
の
溶
け
る
様
に
春

を
表
し
、
5
は
鳴
く
鶯
を
詠
む
こ
と
で
春
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
も
、
一
方
で
は
い
ま
だ

降
る
雪
を
詠
じ
、
6
は
5
同
様
鳴
く
鶯
と
雪
を
詠
じ
つ
つ
も
、
雪
を
花
と
見
な
す
こ

と
で
春
が
深
ま
っ
た
気
配
を
よ
り
強
く
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
3
か
ら
6
は

同
じ
春
の
雪
を
詠
み
な
が
ら
も
、
春
の
気
配
の
薄
い
歌
か
ら
よ
り
強
く
春
を
感
じ
さ

せ

る
歌
へ
と
い
う
順
に
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）

　

7
か
ら
9
も
、
春
の
雪
を
詠
ん
だ
歌
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
に
は
4
か
ら
6
ま
で
共

通

し
て
詠
み
込
ま
れ
て
き
た
鶯
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
こ
れ
ら

三
首

は
い
ず
れ
も
雪
を
他
の
物
と
見
な
す
見
立
て
の
趣
向
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
7

は
、
雪
を
花
と
見
立
て
て
い
る
。
8
は
そ
れ
に
対
し
、
雪
を
白
髪
と
見
立
て
る
技
法

を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
9
で
は
7
と
同
様
、
ま
た
雪
を
花
と
見
立
て
る
技
法
が
用

い

ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
雪
を
あ
る
も
の
に
見
立
て
る
と
い
う

技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
首
の
真
ん
中
の
8
が
雪
を
白
髪
に
見
な

し
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
両
側
の
二
首
は
雪
を
花
に
見
な
す
技
法
が
取
ら
れ
る
と

い

う
、
8
を
中
心
に
し
た
対
称
的
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
う
し
た
中
で
、
7
が
三
首
の
最
初
に
配
列
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
枝
に
積
も
っ

た
雪
を
花
に
見
立
て
た
歌
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
6
と
共
通
性
を
有
し
て
い
た
か
ら

で

あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
9
は
雪
を
花
と
見
立
て
る
点
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
6

や

7
が
雪
を
咲
い
て
い
る
花
に
見
立
て
て
い
る
の
に
対
し
、
9
は
雪
を
散
る
花
に
見

立
て
て
い

る
点
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
7
は
読
人
し
ら
ず
で
あ
る
の
に

対
し
、
8
は
六
歌
仙
の
一
人
、
文
屋
康
秀
の
作
で
あ
り
、
9
は
撰
者
貫
之
の
作
で
あ

る
と
い
う
よ
う
に
、
7
、
8
、
9
は
古
い
時
代
の
歌
か
ら
新
し
い
時
代
の
歌
と
い
う

順
で
配

列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
7
、
8
、
9
の
配
列
の
順
序
は
、
8
を

中
心
と
し
た
左
右
対
称
の
構
造
、
直
前
の
歌
群
と
の
ス
ム
ー
ス
な
接
続
、
開
花
か
ら

落
花
へ
の
推
移
、
歌
の
詠
ま
れ
た
時
代
と
い
っ
た
点
を
意
識
し
て
決
め
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
歌
は
雪
を
詠
ん
で
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
花
に
見
立
て
ら
れ
た

り
、
「
春
の
日
の
光
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
」
と
い
う
よ
う
に
「
春
の
光
」
が
詠
み
込

ま
れ
た
り
し
て
い
て
、
い
ず
れ
も
春
を
感
じ
さ
せ
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
「
春

の

雪
」
の
歌
群
で
も
3
か
ら
5
で
は
、
雪
は
む
し
ろ
冬
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て

詠
み
込
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
歌
群
に
お
い
て
は
6
を
承
け
継
ぐ
形
で
冬
の
名
残
を

感
じ
さ
せ
つ
つ
も
、
春
を
予
感
さ
せ
る
雪
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
と
同
時
に
、
7
か
ら
9
が
「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
最
後
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
た
の

は
、
4
か
ら
6
が
春
の
雪
と
と
も
に
鶯
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
1
0
か
ら
1
6
ま
で
が

「
鶯
」
の
歌
群
と
な
っ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鶯
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
間
に
わ
ざ

と
春
の
雪
の
み
を
詠
じ
た
歌
群
を
挿
入
し
て
、
「
春
の
雪
」
の
歌
群
と
「
鶯
」
の
歌

群
を
明
確
に
区
別
し
、
同
時
に
後
の
「
鶯
」
の
歌
群
の
構
造
を
乱
さ
な
い
よ
う
な
配

慮
が
な
さ
れ
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

7
番
歌
、
9
番
歌
に
は
春
の
い
つ
頃
詠
ま
れ
た
歌
と
確
定
で
き
る
よ
う
な
詞
書
や

歌
詞
は
見
出
せ
な
い
が
、
8
番
歌
は
詞
書
か
ら
「
正
月
三
日
」
に
詠
ま
れ
た
歌
と
判

明
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
首
は
「
正
月
三
日
」
前
後
の
歌
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
立
春
は
正
月
三
日
よ
り
も
前
に
来
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
後
に
来
る
こ

と
も
あ
り
、
立
春
と
正
月
三
日
の
前
後
関
係
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
が
、

『
古
今
集
』
春
の
部
の
配
列
に
お
い
て
、
正
月
三
日
の
歌
が
「
立
春
」
の
歌
群
の
後

に

配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
撰
者
た
ち
が
年
内
立
春
の
歌
は
除
外
す
る
に

し
て
も
、
単
に
立
春
を
詠
じ
た
2
の
歌
に
お
い
て
正
月
一
日
を
も
示
そ
う
と
し
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
立
春
」
の
歌
群
の
次
の

「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
終
わ
り
近
く
に
わ
ざ
わ
ざ
正
月
三
日
の
歌
を
配
置
し
た
と
こ

ろ
か
ら
す
る
と
、
3
か
ら
7
ま
で
の
歌
は
正
月
一
日
か
ら
正
月
三
日
の
間
の
歌
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　

て
配
列
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
3
か
ら
9
ま
で
の
「
春
の
雪
」
の
歌
群
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
3
と

9
は
そ
れ
ぞ
れ
春
の
雪
の
他
に
霞
を
詠
み
込
ん
で
い
る
点
に
お
い
て
対
応
し
、
4
と

8
は
二
条
の
后
関
係
の
歌
と
い
う
こ
と
で
対
応
す
る
。
5
と
7
は
前
の
二
組
ほ
ど
緊

密
な
対
応
関
係
は
見
出
し
が
た
い
が
、
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
と
い
う
点
で
は
共

通

す
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
3
か
ら
9
ま
で
の
「
春
の
雪
」
の
歌
群
は
、
6
を

中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
3
と
5
は

「
雪

は
ふ
り
つ
つ
」
と
い
う
表
現
を
共
有
し
て
、
4
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
を

な
し
、
7
と
9
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
と
も
に
雪
を
花
に
見
立
て
て
、
8
を
中
心

に

左
右
対
称
の
構
造
を
形
成
し
て
い
る
。
ま
た
5
と
6
は
と
も
に
「
木
の
枝
」
を
詠

じ
て
対
応
す
る
。

　

1
か
ら
9
ま
で
の
作
者
を
見
て
み
る
と
、
1
、
2
番
歌
の
作
者
が
撰
者
時
代
の
歌

人
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
3
が
読
人
し
ら
ず
、
4
が
「
二
条
の
后
」
で
六
歌
仙
時
代

の

人
、
5
が
読
人
し
ら
ず
で
、
6
が
撰
者
時
代
の
歌
人
、
7
が
読
人
し
ら
ず
、
8
が

六
歌
仙
時
代
の
歌
人
、
9
が
撰
者
時
代
の
歌
人
と
い
う
よ
う
に
、
撰
者
時
代
の
歌
人

↓
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
人
↓
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
↓
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
人
↓
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撰
者
時
代
の
歌
人
↓
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
人
↓
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
↓
撰
者
時
代

の

歌
人
と
い
う
順
に
、
時
代
的
に
は
行
き
つ
戻
り
つ
し
た
配
列
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
七
首
の
「
春
の
雪
」
の
歌
群
に
お
い
て
、
春
の
到
来
を
告
げ
る
も

の

と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
事
象
と
し
て
、
霞
、
解
氷
、
鶯
、
花
が
挙
げ
ら
れ
る
。
．

こ
の
う
ち
、
解
氷
は
初
春
の
み
の
現
象
で
あ
り
、
こ
の
後
1
2
番
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る

の
み

で
あ
る
が
、
霞
、
鶯
、
花
は
春
の
到
来
を
告
げ
る
ば
か
り
で
な
く
、
春
を
代
表
す

る
景
物
と
し
て
、
こ
の
後
春
の
部
の
最
後
の
部
分
に
至
る
ま
で
所
々
に
詠
み
込
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
春
の
は
じ
め
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
言
直

　
　
10

春
や
と
き
花
や
お
そ
き
と
聞
き
わ
か
む
鶯
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
か
な

　
　
　
　
　
春
の
は
じ
め
の
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
生
忠
苓

　
　
11

春
来
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の
鳴
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ

　
　
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
　
　
　
　
源
当
純

　
　
12

谷
風
に

と
く
る
氷
の
ひ
ま
こ
と
に
打
ち
い
つ
る
波
や
春
の
初
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
友
則

　
　
13

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
千
里

　
　
14

鶯
の
谷
よ
り
い
つ
る
声
な
く
は
春
く
る
こ
と
を
誰
か
知
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
棟
梁

　
　
15

春
立
て

ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
は
物
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ
鳴
く

　
　
　
　
　

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
16

野
辺

ち
か
く
家
居
し
せ
れ
ば
鶯
の
鳴
く
な
る
声
は
あ
さ
な
あ
さ
な
聞
く

こ
れ
ら
七
首
に
は
、
1
2
を
除
い
て
い
ず
れ
も
鶯
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
「
鶯
」
の

歌
群
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
1
2
は
谷
風
に
解
け
る
氷
が
詠
ま
れ
た
歌
で
、
詞
書
、

歌
詞
の
ど
こ
を
見
て
も
鶯
を
詠
ん
だ
歌
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
後
に
述
べ

る
よ
う
に
鶯
の
歌
群
の
配
列
に
時
の
推
移
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
、
撰
者
た
ち
が
意
図

的
に
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
配
列
の
乱
れ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
古
今
集
』
春
の
部
は
「
立
春
」
の
歌
群
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の

「
立
春
」
の
歌
群
に
続
い
て
配
列
さ
れ
る
の
は
、
「
春
の
雪
」
の
歌
群
、
そ
し
て
こ
の

「
鶯
」
の
歌
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
立
春
」
の
歌
群
の
直
後
に
、

冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
「
春
の
雪
」
の
歌
群
を
配
し
、
そ
の
後
に
春
の
気
配
を
感

じ
さ
せ
る
「
鶯
」
の
歌
群
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
構
成
は
、
旧
年
か
ら
の
連
続
し
た

相
を
示
し
つ
つ
も
、
新
し
い
年
が
始
ま
り
、
春
が
次
第
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
と
い
う
自

然
の
推
移
の
具
体
相
を
配
列
の
上
で
示
そ
う
と
し
た
撰
者
の
意
図
の
現
れ
と
見
て
よ

か
ろ
う
。

　

こ
の
七
首
の
う
ち
最
初
の
二
首
、
1
0
、
H
に
は
「
春
の
は
じ
め
」
の
歌
と
い
う
詞

書
が

あ
り
、
「
鶯
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
か
な
」
「
鶯
の
鳴
か
ぬ
か
ぎ
り
は
」
と
鶯
の

鳴
く
以
前
の
状
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
鶯
は
谷
間
で
春
を
待
ち
、
暖
か
く

な
る
と
谷
か
ら
飛
び
出
し
て
鳴
く
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
ら
二
首
に
え
が
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）

て
い

る
鶯
は
早
春
の
谷
間
に
潜
む
鶯
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
10

番
の
歌
が
こ
の
歌
群
の
最
初
に
配
さ
れ
た
の
は
、
「
春
や
と
き
花
や
お
そ
き
と
」

と
鶯
と
と
も
に
花
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
前
の
「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
最
後

の

歌

が
、
雪
を
花
に
見
立
て
た
歌
で
終
わ
っ
て
い
る
の
と
連
続
性
を
有
し
た
か
ら
と

考
え
ら
れ
る
。

　
続
く
1
1
番
は
、
1
0
番
が
春
が
早
く
来
過
ぎ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
花
の
咲
く
の
が
遅

す
ぎ
る
の
か
、
鶯
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
人
が
春
が
来

た

と
言
っ
て
も
鶯
が
鳴
か
な
い
間
は
春
と
は
思
わ
な
い
と
、
春
の
到
来
の
基
準
を
鶯

の
鳴
き
声
に
求
め
る
と
い
う
類
似
し
た
内
容
を
詠
じ
て
お
り
、
か
つ
1
1
に
お
い
て
は
、

鶯
の
鳴
き
声
に
よ
っ
て
春
は
到
来
す
る
と
す
る
主
張
が
、
1
0
よ
り
も
よ
り
強
い
形
で

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
配
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
12

番
歌
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
詞
書
に
も
、
一
首
の
表
現
の
中
に
も
、
鶯
を
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詠
じ
た
歌
と
す
る
徴
証
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
は
「
谷
風
」
に
よ
っ

て
解
け
る
氷
が
詠
じ
ら
れ
、
そ
の
解
け
た
氷
の
隙
間
か
ら
流
れ
出
る
波
を
春
の
初
花

と
見
な
す
と
い
う
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
氷
が
解
け
る
様
を
春
の

到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
詠
ず
る
こ
と
は
、
2
番
歌
、
4
番
歌
に
も
見
ら
れ
た
が
、

こ
こ
で
も
そ
う
し
た
景
が
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
1
2
番
歌
が
表
現
す
る

春
の
到
来
の
気
分
は
、
こ
の
一
首
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
詠
み

込

ま
れ
た
、
谷
間
の
春
の
到
来
、
お
よ
び
「
谷
風
」
「
初
花
」
の
語
は
続
く
1
3
、
1
4

番
歌
と
密
接
な
関
連
を
有
し
、
こ
の
「
鶯
」
の
歌
群
を
時
間
的
に
よ
り
整
然
と
組
織

す
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
1
3
の
「
花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
」
と
い
う
表
現
は
1
2

の

「
谷
風
」
「
初
花
」
の
語
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
し
、
1
4
の
「
鶯
の
谷
よ
り
い

つ

る
声
な
く
は
」
に
は
、
1
2
の
「
谷
風
」
の
語
が
響
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

12

で
谷
間
の
春
の
風
景
が
詠
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
1
3
、
1
4
で
は
谷
間
に
も
よ

う
や
く
春
が
訪
れ
、
谷
に
こ
も
っ
て
い
た
鶯
が
い
よ
い
よ
谷
か
ら
飛
び
出
そ
う
す
る

気
配
が
想
像
さ
れ
る
。
1
3
は
そ
う
し
た
気
配
を
受
け
て
、
花
の
香
り
を
風
に
添
え
て
、

鶯
が
谷
か
ら
出
る
の
を
促
そ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
1
4
は
反
実
仮
想
の
構
文
が
1
2
の

歌
の
雰
囲
気
と
あ
い
ま
っ
て
、
谷
か
ら
出
よ
う
と
す
る
鶯
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鶯
を
詠
じ
て
い
な
い
が
故
に
「
鶯
」
の
歌
群
の
中
で

異
質
と
思
わ
れ
た
1
2
番
歌
は
、
実
は
谷
間
の
氷
が
風
に
解
け
る
様
を
表
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
谷
間
の
春
の
到
来
を
示
し
、
続
く
二
首
に
、
谷
か
ら
出
る
直
前
の
鶯
を
詠
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
迫
）

る
と
の
印
象
を
付
与
す
る
と
い
う
重
要
な
働
き
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
「
鶯
」
の
歌
群
、
六
首
目
1
5
と
七
首
目
1
6
は
鳴
く
鶯
を
詠
じ
て
い
る
。
六
首
目
は

そ
れ
以
前
の
三
首
が
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
で
、
作
者
が
撰
者
時
代
の

歌
人
だ
っ
た
の
を
承
け
て
、
同
じ
歌
合
の
歌
で
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
を
配
し
た
の

で

あ
ろ
う
。
歌
の
内
容
も
花
が
ま
だ
咲
い
て
お
ら
ず
、
谷
か
ら
出
た
ば
か
り
の
山
里

に
鳴
い
て
い
る
鶯
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
七
首
目
1
6
は
題
し
ら
ず
、

読
人

し
ら
ず
の
歌
で
、
「
野
辺
ち
か
く
家
居
し
せ
れ
ば
」
と
平
地
に
鳴
く
鶯
を
詠
ん

で
い

る
こ
と
か
ら
、
1
5
の
後
の
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
「
鶯
」
の
歌
群
の
一
首
目
1
0
は
鶯
が
鳴
か
な
い
こ
と
を
詠
じ
て
、
歌
群
の

最
後
の
歌
1
6
が
鶯
が
し
き
り
に
鳴
く
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
の
と
対
を
な
し
、
「
鶯
」

の

歌
群
二
首
目
1
1
は
春
が
来
て
も
鶯
が
鳴
か
な
い
こ
と
を
詠
じ
て
、
終
わ
り
か
ら
二

首
目
1
5
が
春
が
来
て
鶯
が
鳴
く
様
を
詠
じ
て
い
る
の
と
対
を
な
す
。
歌
群
の
三
首
目

12

は
終
わ
り
か
ら
三
首
目
1
4
と
「
谷
」
の
語
を
共
有
し
て
対
応
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

10

か

ら
1
6
ま
で
の
「
鶯
」
の
歌
群
は
、
1
3
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
を
作
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
1
0
、
1
2
、
1
3
、
1
5
は
い
ず
れ
も
「
花
」
の
語
を
詠
み
込
ん
で
対
応
す

る
と
同
時
に
、
先
の
「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
後
半
に
存
す
る
6
、
7
、
9
と
も
「
花
」

を
詠
み
込
ん
で
い
る
点
で
対
応
す
る
。

　

ま
た
、
「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
二
首
目
4
は
「
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む
」

と
氷
が
解
け
る
様
を
詠
じ
、
1
2
が
「
谷
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま
こ
と
に
」
と
解
氷
を

詠
じ
る
の
と
対
応
し
、
5
が
「
梅
が
枝
に
来
ゐ
る
鶯
春
か
け
て
鳴
け
ど
も
」
と
、
鶯

が
鳴
い
て
春
の
来
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
と
詠
ず
る
の
に
対
し
、
H
が
春
が
来
た
と

人
が
言
っ
て
も
鶯
が
鳴
か
な
い
限
り
春
が
来
た
と
は
思
わ
な
い
、
つ
ま
り
鶯
の
鳴
き

声
こ
そ
春
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
だ
詠
じ
て
、
と
も
に
春
の
到
来
を
鶯
の
鳴
き
声
に

よ
っ
て
知
る
と
い
う
点
で
共
通
し
た
認
識
を
示
し
て
対
応
す
る
。
6
は
立
春
が
過
ぎ

た
の
で
雪
を
花
と
見
間
違
え
て
鶯
が
鳴
く
と
詠
ず
る
の
に
対
し
、
1
0
は
春
の
来
る
の

が
早
い
の
か
、
花
の
咲
く
の
が
遅
い
の
か
、
そ
れ
を
判
断
す
る
鶯
が
鳴
か
な
い
と
詠

じ
、
い
ず
れ
も
春
に
な
っ
た
の
に
花
の
咲
か
な
い
時
期
の
鶯
に
つ
い
て
詠
じ
て
対
を

な
し
、
7
と
9
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
二
首
と
も
雪
を
花
に
見
立
て
て
対
応

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
春
の
雪
」
の
二
首
目
4
か
ら
「
鶯
」
の
歌
群
の
三
首
目
1
2
ま

で
の
歌
群
は
、
8
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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10

か

ら
1
6
ま
で
の
「
鶯
」
の
歌
群
は
、
そ
の
前
の
「
春
の
雪
」
の
歌
群
を
承
け
る

形
で
、
最
初
の
二
首
は
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
で
始
め
ら
れ
、
続
く
四
首
す
な
わ
ち

12

か

ら
1
5
ま
で
は
、
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
で
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌

が
並
べ
ら
れ
、
最
後
1
6
に
「
題
し
ら
ず
」
「
読
人
し
ら
ず
」
の
歌
が
配
置
さ
れ
る
と

い

う
形
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
鶯
」
の
歌
群
の
後
は
、
次
の
よ
う
な
配
列
が
な
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
読
人
し
ら
ず
）

　
　
17

春

日
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り

　
　
18

春

日
野
の
飛
火
の
野
守
い
で
て
見
よ
い
ま
い
く
日
あ
り
て
若
菜
摘
み
て
む

　
　
19

み
山
に
は
松
の
雪
だ
に
消
え
な
く
に
都
は
野
辺
の
若
菜
摘
み
け
り

　
　
20

梓
弓
お
し
て
は
る
さ
め
今
日
降
り
ぬ
明
日
さ
へ
降
ら
ば
若
菜
摘
み
て
む

　
　
　
　
　
仁
和
の
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
若
菜
た
ま
ひ
け
る

　
　
　
　
　
御
歌

　
　
21

君
が

た
め
春
の
野
に
い
で
て
若
菜
摘
む
わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
つ

　
　
　
　
　
「
歌
た
て
ま
つ
れ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
22

春

日
野
に
若
菜
摘
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む

こ
れ
ら
六
首
の
う
ち
、
最
初
の
一
首
1
7
以
外
は
い
ず
れ
も
「
若
菜
摘
み
て
む
」
「
若

菜
摘
み

け
り
」
「
若
菜
摘
み
て
む
」
「
若
菜
摘
む
」
「
若
菜
摘
み
に
や
」
と
い
う
よ
う

に

「
若
菜
摘
み
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
1
7
に
は
「
若
菜
」
は
詠
ま
れ
て
い
な

い
。
松
田
武
夫
は
「
春
さ
き
野
を
焼
く
こ
と
は
、
若
草
の
繁
茂
を
意
味
し
、
若
菜
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
1
）

前
提
と
な
る
」
と
し
て
1
7
を
「
若
菜
」
の
主
題
の
も
と
に
統
括
す
る
が
、
「
若
菜
」
が

詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
は
1
7
は
「
若
菜
摘
み
」
の
前
段
階

と
し
て
一
首
だ
け
で
は
あ
る
が
「
野
焼
き
」
の
歌
が
立
て
ら
れ
た
見
る
の
が
よ
い
よ
う

に

思
わ

れ

る
。
「
鶯
」
の
歌
群
の
最
後
の
歌
は
「
野
辺
ち
か
く
家
居
し
せ
れ
ば
」
と
野

辺
を
詠
じ
て
い
た
が
、
こ
の
表
現
は
続
く
「
野
焼
き
」
の
歌
へ
の
移
行
を
な
め
ら
か
な

も
の
に
し
て
い
る
。

　
続
く
1
8
か
ら
2
2
ま
で
の
歌
群
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
全
て
「
若
菜
摘
み
」
が
詠

み

込

ま
れ
て
お
り
、
「
若
菜
」
の
歌
群
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
若
菜
摘
み
は
正

月
初
子
の
日
、
ま
た
は
正
月
七
日
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
日
は
必

ず

し
も
立
春
の
日
の
後
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
の
「
若
菜
」
の
歌
群
が
「
立

春
」
の
歌
群
の
後
に
配
置
さ
れ
る
の
は
、
「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た

よ
う
に
、
『
古
今
集
』
に
お
い
て
は
、
「
立
春
」
の
歌
群
が
正
月
一
日
を
も
含
ん
で
い

る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
の
「
野
焼
き
」
、
「
若
菜
」
の
歌
群
は
、
1
7
の
「
野
焼
き
」
の
歌
が
題
し

ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
の
歌
、
「
若
菜
」
の
歌
群
の
1
8
か
ら
2
0
ま
で
が
、
題
し
ら
ず
、

読
人
し
ら
ず
の
歌
、
2
1
が
光
孝
天
皇
の
歌
で
あ
る
か
ら
六
歌
仙
時
代
の
歌
、
2
2
が
撰

者
時
代
の
歌
と
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
「
鶯
」
の
歌
群
の
最
後
の
歌
が
題
し
ら
ず
、

読
人
し
ら
ず
の
歌
で
終
わ
っ
て
い
た
の
を
承
け
て
、
「
野
焼
き
」
の
歌
は
、
題
し
ら
ず
、

読
人
し
ら
ず
、
「
若
菜
」
の
歌
群
も
「
野
焼
き
」
の
歌
を
承
け
て
、
題
し
ら
ず
、
読
人

し
ら
ず
で
始
ま
り
、
六
歌
仙
時
代
の
歌
、
撰
者
時
代
の
歌
と
い
う
よ
う
に
、
詠
ま
れ
た

時
代
の
古
い
歌
か
ら
新
し
い
歌
へ
と
順
次
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
18

か

ら
の
「
若
菜
」
の
歌
群
は
、
1
8
が
「
い
ま
い
く
日
あ
り
て
若
菜
摘
み
て
む
」

と
、
若
菜
を
摘
む
ま
で
あ
と
何
日
か
あ
る
と
い
う
状
況
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
若
菜
」
の
歌
群
の
最
初
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
野
焼
き
」
の
歌
1
7
で
詠
ま
れ

た
「
春
日
野
」
が
、
こ
の
歌
に
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
19

以
降
は
、
若
菜
摘
み
が
可
能
に
な
っ
た
時
期
に
お
け
る
詠
が
並
べ
ら
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
1
9
、
2
0
は
、
1
9
が
山
に
は
ま
だ
雪
が
消
え
て
い
な
い
の

に
、
都
で
は
若
菜
を
摘
ん
で
い
る
こ
と
よ
と
、
自
ら
は
山
に
住
ん
で
い
て
若
菜
摘
み

を

し
て
い
な
い
が
、
都
に
来
て
み
る
と
若
菜
摘
み
が
始
ま
っ
て
い
る
と
詠
じ
、
2
0
は
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「
若
菜
を
摘
む
時
が
や
っ
と
来
た
の
に
、
今
日
は
春
雨
が
降
っ
て
摘
め
な
い
。
明
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
2
）

も
ま
た
降
っ
た
ら
、
濡
れ
る
の
を
い
と
わ
ず
摘
ん
で
し
ま
お
う
」
と
若
菜
が
摘
め
る

状
態
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
雨
の
た
め
若
菜
を
摘
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
の

心
情
を
詠
ず
る
と
い
う
よ
う
に
、
と
も
に
若
菜
を
摘
め
る
時
期
に
な
っ
て
も
若
菜
を

摘
め
な
い
で
い
る
人
物
の
状
態
が
え
が
か
れ
て
い
る
。
1
9
が
2
0
の
前
に
配
列
さ
れ
て

い

る
の
は
、
1
9
が
ま
だ
雪
の
消
え
て
い
な
い
山
中
を
詠
じ
て
、
冬
の
気
配
を
強
く
感
じ

さ
せ
る
の
に
、
2
0
は
里
の
雨
を
詠
じ
て
春
の
深
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
そ

れ
に

対
し
2
1
、
2
2
で
は
、
若
菜
摘
み
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
様
が
表
現
さ
れ

る
。
2
2
が
2
1
の
後
に
配
さ
れ
る
の
は
、
2
1
が
冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
雪
が
降
っ
て

い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
若
菜
を
摘
む
様
を
詠
ず
る
の
に
対
し
、
2
2
が
雪
や
雨
に
も
妨

げ
ら
れ
ず
、
春
ら
し
い
光
景
の
中
、
若
菜
摘
み
に
出
か
け
る
人
々
を
詠
じ
て
い
る
と

い

う
よ
う
に
、
2
2
の
方
が
時
期
的
に
遅
い
詠
と
見
な
さ
れ
る
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
貞
応
本
系
統
の
本
文
に
お
い
て
は
、
1
8
と
1
9
の
歌
の
順
序
が
逆
に
な
っ
て

い

る
が
、
主
要
伝
本
の
多
く
は
右
に
示
し
た
よ
う
に
1
8
、
1
9
の
順
と
な
っ
て
お
り
、

か

つ

こ
の
歌
順
の
方
が
若
菜
を
摘
む
以
前
の
段
階
か
ら
若
菜
を
摘
む
段
階
へ
と
時
間

を
追
っ
た
配
列
と
な
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
1
8
、
1
9
の
歌
順
が
『
古
今
集
』
が
撰
進

さ
れ
た
時
の
本
来
の
形
を
示
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
若
菜
」
の
歌
群
冒
頭
の
1
8
と
歌
群
末
尾
の
2
2
は
と
も
に
「
春
日
野
」
を

詠
じ
て
対
応
し
、
二
首
目
1
9
と
四
首
目
2
1
は
い
ず
れ
も
「
雪
」
を
詠
み
込
ん
で
対
応

す
る
。
と
す
る
と
、
1
8
か
ら
2
2
の
「
若
菜
」
の
歌
群
五
首
は
2
0
を
中
心
と
し
た
左
右

対
称
の
構
造
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
、
「
野
焼
き
」
の
歌
1
7
と

「
若
菜
」
の
歌
群
の
冒
頭
1
8
は
と
も
に
「
春
日
野
」
を
詠
み
込
ん
で
、
「
若
菜
」
の
歌

群
末
尾
の
22

が

「
春

日
野
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
と
対
応
し
、
「
鶯
」
の
歌
群
末

尾
の
1
6
と
「
若
菜
」
の
歌
群
二
首
目
の
1
9
が
「
野
辺
」
の
語
を
詠
み
込
ん
で
対
応
す

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
「
若
菜
」
の
歌
群
に
続
く
一
首
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
行
平
朝
臣

　
　
23

春
の
き
る
霞
の
衣
ぬ
き
を
う
す
み
山
風
に
こ
そ
乱
る
べ
ら
な
れ

こ
の
歌
は
霞
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
直
前
の
「
若
菜
」
の
歌
群
に
分
類
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
ま
た
こ
の
歌
に
続
く
歌
と
も
詠
ま
れ
た
題
材
に
お
い
て
直
接
の
関
連

性
を
持
た
な
い
。
故
に
、
こ
の
歌
は
一
首
だ
け
で
あ
る
が
、
「
霞
」
の
歌
と
し
て
立

項
す

る
こ
と
に
す
る
。
霞
は
こ
れ
以
前
に
も
、
3
番
歌
、
9
番
歌
に
詠
み
込
ま
れ
、

か

つ

こ
の
後
も
春
の
終
わ
り
ま
で
多
く
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
春

の
到
来
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
春
と
い
う
季
節
そ
の
も
の
を
表
す
重
要
な
題
材
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
歌
群
の
主
題
と
な
る
の
は
こ
の
場
所
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。

　

こ
の
歌
は
「
霞
の
衣
」
を
詠
じ
て
い
る
点
で
、
前
の
「
若
菜
」
の
歌
群
の
最
後
の

二
首
が
、
「
わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
つ
」
「
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
3
）

と
そ
れ
ぞ
れ
袖
を
詠
ん
で
い
た
の
に
対
応
し
、
「
霞
の
衣
ぬ
き
を
う
す
み
山
風
に
こ

そ
乱
る
べ
ら
な
れ
」
と
い
う
表
現
が
、
霞
の
背
後
に
あ
る
山
の
緑
を
連
想
さ
せ
、
そ

れ
が
以
後
の
「
春
の
緑
」
を
詠
じ
た
歌
群
に
連
続
す
る
。
作
者
行
平
は
六
歌
仙
時
代

の

歌
人
で

「
若
菜
」
の
歌
群
が
撰
者
貫
之
の
歌
で
終
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
一
時
代
前

の
時
代
の
歌
人
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
2
3
は
「
山
風
に
こ
そ
乱
る
べ
ら
な
れ
」
と
「
山
」
と
「
風
」
を
詠
じ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
1
5
の
「
山
里
」
、
1
9
の
「
み
山
」
と
い
う
表
現
と
対
応
す
る
と
と
も

に
、
2
が
「
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
」
、
1
3
が
「
花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に

た
ぐ
へ
て
ぞ
」
と
「
風
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
と
対
応
す
る
。

　
　
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
　
　
　
　
　
源
宗
干
朝
臣

　
　
24

と
き
は
な
る
松
の
み
ど
り
も
春
く
れ
ば
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り

　
　
　
　
　
「
歌
た
て
ま
つ
れ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

26
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25

わ
が
せ
こ
が
衣
は
る
さ
め
降
る
ご
と
に
野
辺
の
み
ど
り
ぞ
色
ま
さ
り
け
る

　
こ
の
二
首
は
、
2
4
が
「
松
の
み
ど
り
も
春
く
れ
ば
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け

り
」
、
2
5
が
「
野
辺
の
み
ど
り
ぞ
色
ま
さ
り
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
と
も
に
春
の

緑

が
一
層
濃
く
な
っ
た
と
表
現
し
て
お
り
、
「
春
の
緑
」
を
詠
じ
た
歌
群
と
見
る
こ

　
　
　
　
（
注
H
）

と
が
で
き
よ
う
。
2
4
は
一
見
松
の
緑
を
詠
じ
た
歌
と
解
さ
れ
る
が
、
「
松
の
み
ど
り

も
」
と
他
の
草
木
も
緑
に
染
ま
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
春
の
緑
を
詠
じ
た
歌

　
　
　
　
　
（
注
1
5
）

と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
作
者
は

二
首
と
も
に
撰
者
時
代
の
歌
人
で
あ
る
が
、
2
4
が
「
寛
平
御
時
后
の
宮
の

歌
合
の
歌
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
2
5
に
は
そ
の
よ
う
な
詞
書
は
な
く
、
前
の
「
霞
」

の

歌
群
の
作
者
行
平
が
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
で
あ
っ
た
の
を
受
け
て
、
「
寛
平
御
時

后
の
宮
の
歌
合
の
歌
」
、
撰
者
貫
之
の
歌
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
の
古
い
方
か
ら
順

に

歌
を
配
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
2
5
に
は
春
雨
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
春
雨
が
始
め
て
詠
じ
ら
れ
る
の
は
、

こ
の
歌
群
の
二
つ
前
の
「
若
菜
」
歌
群
の
2
0
番
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は

雪
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
雨
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

雪

は
春
の
部
冒
頭
か
ら
、
ま
だ
冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
3
、
4
、

5
、
6
、
7
、
8
、
9
、
1
9
、
2
1
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
若
菜
」
の
歌

群
に
お
い
て
は
、

　
　
19

み

山
に
は
松
の
雪
だ
に
消
え
な
く
に
都
は
野
辺
の
若
菜
摘
み
け
り

　
　
20

梓
弓
お
し
て
は
る
さ
め
今
日
降
り
ぬ
明
日
さ
へ
降
ら
ば
若
菜
摘
み
て
む

　
　
　
　
　
仁
和
の
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
若
菜
た
ま
ひ
け
る

　
　
　
　
　
御
歌

　
　
21

君
が
た
め
春
の
野
に
い
で
て
若
菜
摘
む
わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
つ

と
い
う
よ
う
に
、
1
9
で
み
山
に
消
え
残
る
雪
が
詠
ま
れ
、
2
0
で
始
め
て
春
雨
が
詠
ま

れ
、
2
1
で
再
び
里
に
降
る
雪
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
雪
と
春
雨
が
交
互
に
詠

ま
れ
、
そ
の
後
こ
の
「
春
の
緑
」
の
歌
群
で
2
5
に
春
雨
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
さ
ら
に
こ
の
2
5
以
降
は
、
春
雨
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
雪
が
詠
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
配
列
は
、
冬
の
名
残
を
感
じ
さ
せ
る
雪

が
次
第
に
収
ま
り
、
そ
れ
と
前
後
す
る
か
の
よ
う
に
春
雨
が
降
り
始
め
る
と
い
う
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
田
）

節
の
推
移
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
’

　
な
お
、
「
春
の
緑
」
と
し
て
は
既
に
「
若
菜
」
の
歌
群
が
登
場
し
て
お
り
、
「
春
の

緑
」
の
歌
群
が
「
若
菜
」
の
歌
群
の
後
に
登
場
す
る
の
は
、
順
序
が
逆
の
よ
う
に
思

わ

れ

る
が
、
「
若
菜
」
は
春
の
到
来
を
告
げ
る
景
物
と
い
う
こ
と
で
「
春
の
緑
」
の

歌
群
の
前
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
24

は
「
松
」
を
詠
み
込
ん
で
、
同
じ
く
「
松
」
を
詠
じ
て
い
る
1
9
と
対
応
し
、
2
5

は
「
野
辺
」
を
詠
み
込
む
こ
と
で
、
「
鶯
」
の
歌
群
の
末
尾
1
6
、
「
若
菜
」
の
歌
群
二

首
目
1
9
と
対
応
す
る
と
と
も
に
、
2
0
と
「
は
る
さ
め
」
の
語
を
共
有
し
対
応
す
る
。

　
　
　
　
　
（
「
歌
た
て
ま
つ
れ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
ら
ゆ
き
）

　
　
26

青
柳
の
糸
よ
り
か
く
る
春
し
も
ぞ
乱
れ
て
花
の
ほ
こ
ろ
び
に
け
る

　
　
　
　
　
西
大
寺
の
ほ
と
り
の
柳
を
よ
め
る
　
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
27

あ
さ
み
ど
り
糸
よ
り
か
け
て
白
露
を
玉
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か

こ
の
二
首
は
柳
を
詠
じ
た
も
の
で
、
か
つ
「
青
柳
」
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
い
う
よ
う
に
、

若
々
し
い
青
い
芽
を
出
し
た
春
の
柳
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
前
の
「
春
の
緑
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
7
）

歌
群
を
承
け
る
形
で
「
青
柳
」
の
歌
群
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
26

は
作
者
が
「
春
の
緑
」
の
歌
群
の
最
後
の
歌
の
作
者
と
同
じ
貫
之
で
、
詠
ま
れ

た
状
況
も
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
群
の
最
初
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
結
果
2
7
は
、
当
然
歌
群
の
二
番
目
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
作
者
は

貫
之

よ
り
一
時
代
前
の
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
遍
照
で
あ
る
か
ら
、
撰
者
時
代
の
歌
か

ら
六
歌
仙
時
代
の
歌
と
い
う
よ
う
に
、
再
び
古
い
時
代
に
遡
る
形
で
歌
が
配
さ
れ
る

27



　
　
　
　
　
　
　

「
乱
れ

て

花
の
ほ
こ
ろ
び
に
け
る
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
以
前
の
歌
に
お
い
て
花
と
い
う
語
が
詠
み
込
ま
れ
た
歌
は
、
6
、
7
、
9
、

1
0
、
1
2
、
1
3
、
1
5
と
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
、

　
　
6
春
た
て
ば
花
と
や
見
ら
む
白
雪
の
か
か
れ
る
枝
に
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く

　
　
7
心
ざ
し
深
く
そ
め
て
し
を
り
け
れ
ば
消
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
ら
む

　
　
9
霞
た
ち
木
の
芽
も
は
る
の
雪
降
れ
ば
花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け
る

　
　
12

谷
風
に

と
く
る
氷
の
ひ
ま
こ
と
に
打
ち
い
つ
る
波
や
春
の
初
花

と
い
う
よ
う
に
、
6
、
7
、
9
は
雪
を
花
と
見
立
て
た
歌
、
1
2
は
波
を
花
に
見
立
て

た
歌
で
、
い
ず
れ
も
実
際
に
花
の
咲
い
て
い
る
様
を
詠
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

1
0
、
1
5
は
、

　
　
10

春
や
と
き
花
や
お
そ
き
と
聞
き
わ
か
む
鶯
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
か
な

　
　
15

春
立
て

ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
は
物
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ
鳴
く

　
　
　
　
　
　
　
ま
だ
花
の
咲
い
て
い
な
い
状
態
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
1
3

こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
2
6
で
は

と
い
う
よ
う
に
、

だ
け
は
、

　
　
13

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る

と
、
花
の
香
で
鶯
を
誘
い
出
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
花
の
咲
い
て
い
る
状
態

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
「
花
」
の
語
を
詠
じ
た
歌
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
6
、

7
、
9
、
1
2
と
い
う
、
春
の
初
め
の
部
分
に
お
い
て
は
、
花
以
外
の
も
の
を
花
に
見

立
て

る
歌
が
配
さ
れ
、
春
の
予
感
や
春
を
待
望
す
る
気
持
を
表
現
し
、
つ
い
で
そ
れ

ら
と
交
互
す
る
よ
う
に
1
0
、
1
5
の
花
の
咲
か
な
い
状
態
を
詠
じ
た
歌
が
配
さ
れ
て
、

い

ま
だ
春
浅
き
様
が
表
現
さ
れ
、
そ
の
1
0
、
1
5
と
交
差
さ
せ
て
1
3
、
2
6
で
よ
う
や
く

花
の
咲
く
状
態
を
詠
ず
る
歌
が
配
置
さ
れ
て
、
春
の
本
格
的
な
到
来
が
告
げ
ら
れ
る

と
い
う
よ
う
に
、
異
な
っ
た
状
態
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
次
第
に
春
ら
し
い
状
態
へ

の

変
化
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
配
列
の
あ
り

方
は
、
先
に
見
た
雪
と
春
雨
の
配
列
法
と
同
様
の
配
列
法
で
あ
り
、
季
節
が
行
き
つ

戻
り
つ
し
な
が
ら
、
次
第
に
深
ま
っ
て
行
く
様
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
撰
者
の
意
図

に

沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
2
1
は
「
衣
手
」
、
2
2
は
「
袖
」
と
、
い
ず
れ
も
「
袖
」
を
詠
む
の
に
対
し
、

23

と
2
5
は
と
も
に
「
衣
」
、
2
6
と
2
7
は
と
も
に
「
糸
」
を
詠
ず
る
と
い
う
よ
う
に
、

21

か

ら
2
7
ま
で
の
歌
群
は
2
4
を
中
心
に
2
3
と
2
5
が
「
衣
」
を
詠
み
込
ん
で
対
応
し
、

2
1
、
2
2
の
「
袖
」
を
詠
じ
た
二
首
一
組
の
歌
群
と
2
6
、
2
7
の
「
糸
」
を
詠
み
込
ん
だ

二
首
一
組
の
歌
群
が
対
応
す
る
と
い
う
左
右
対
称
の
構
造
を
形
成
す
る
。
か
つ
、
2
1

と
2
7
は
詞
書
が
付
さ
れ
て
お
り
、
作
者
も
と
も
に
六
歌
仙
時
代
で
共
通
す
る
の
に
対

し
、
2
2
と
2
6
は
い
ず
れ
も
「
「
歌
た
て
ま
つ
れ
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
、
よ
み
て
た

て

ま
つ
れ
る
」
と
い
う
詞
書
を
有
し
、
作
者
も
貫
之
で
一
致
す
る
。
と
す
る
と
、
2
1

か

ら
2
7
ま
で
の
歌
群
は
、
2
4
を
中
心
に
2
3
と
2
5
、
2
2
と
2
6
、
2
1
と
2
7
が
対
応
す
る
左

右
対
称
の
構
造
を
形
成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
2
4
は
「
松
の
み
ど
り
」
、
2
5
は
「
野
辺
の
み
ど
り
」
、
2
7
は
「
あ
さ
み
ど
り
」

と
い
ず
れ
も
「
み
ど
り
」
を
詠
じ
て
対
応
す
る
。

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
28

百
千
鳥
さ
へ
つ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く

17

か

ら
2
7
ま
で
、
「
霞
」
の
歌
一
首
を
挟
ん
で
「
若
菜
」
「
春
の
緑
」
「
青
柳
」
と
植

物
に
関
す
る
歌
が
配
列
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
2
8
で
は
一
転
し
て
「
百
千
鳥
」
が
詠

ま
れ
、
こ
こ
か
ら
春
の
鳥
を
詠
じ
た
歌
群
が
始
ま
る
。
春
の
鳥
と
し
て
は
既
に
「
鶯
」

が
登
場
し
て
お
り
、
「
百
千
鳥
」
す
な
わ
ち
、
春
の
様
々
な
鳥
が
こ
の
位
置
に
登
場

す
る
の
は
、
順
序
が
逆
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
鶯
」
は
春
を
告
げ
る
特
別
な
鳥

と
い
う
こ
と
で
、
「
百
千
鳥
」
の
歌
よ
り
前
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
「
若
菜
」
の
歌
群
が
「
春
の
緑
」
の
歌
群
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
と
同
様
な

28



『古今集』春の部、冒頭の構造（改稿）

理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
2
8
の
歌
の
作
者
は
読
人
し
ら
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

直
前
の
「
青
柳
」
の
歌
群
の
作
者
が
、
撰
者
貫
之
、
六
歌
仙
遍
照
と
い
う
よ
う
に
、

時
代
を
遡
っ
て
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
た
の
を
承
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
「
百
千

鳥
」
の
歌
の
後
は
「
呼
子
鳥
」
の
歌
が
続
く
。

　
　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
読
人
し
ら
ず
）

　
　
29

を
ち
こ
ち
の
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か
な
く
も
呼
子
鳥
か
な

28

で

「
百
千
鳥
」
と
、
春
の
様
々
な
鳥
が
一
括
り
に
う
た
わ
れ
た
の
を
承
け
て
、
こ

れ
以
後
個
別
の
春
の
鳥
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
春
の
個
別
な
鳥
と
し
て

最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
呼
子
鳥
で
あ
る
。
呼
子
鳥
の
歌
は
一
首
の
み
で
あ
り
、

こ
れ
を
「
呼
子
鳥
」
の
歌
と
す
る
。
こ
の
歌
の
詞
書
、
作
者
名
表
記
は
、
題
し
ら
ず
、

読
人
し
ら
ず
で
、
直
前
の
2
8
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
雁
の
声
を
き
き
て
、
越
へ
ま
か
り
け
る
ひ
と
を
思
ひ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
河
内
躬
恒

　
　
30

春

く
れ
ば
雁
帰
る
な
り
白
雲
の
道
ゆ
き
ぶ
り
に
言
や
つ
て
ま
し

　
　
　
　
　
帰
る
雁
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢

　
　
31

春
霞
立
つ

を
見
す
て
て
行
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る

呼
子
鳥
の
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
春
の
雁
、
す
な
わ
ち
帰
雁
で
あ
る
。
春
に
な
る

と
様
々
な
鳥
が
鳴
き
始
め
る
中
、
北
に
帰
っ
て
ゆ
く
雁
、
春
の
鳥
の
中
で
特
殊
な
習

性
を
持
つ
雁
を
、
撰
者
達
は
「
帰
雁
」
の
歌
群
と
し
て
、
春
の
鳥
を
詠
じ
る
歌
群
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
田
）

最
後
に
位
置
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

3
0
、
3
1
は
と
も
に
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
で
あ
り
、
直
前
の
「
呼
子
鳥
」
の
歌
の

作
者
が
読
人
し
ら
ず
で
あ
っ
た
の
か
ら
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
へ
と
、
時
代
的
に
は

新
し
い
歌
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

3
0
、
3
1
の
配
列
は
3
1
が
「
花
な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る
」
と
花
を
詠
じ
て
お
り
、

そ
れ
が
続
く
「
梅
」
の
歌
群
の
以
降
の
花
を
詠
じ
た
歌
群
と
ス
ム
ー
ス
に
連
続
す
る

こ
と
か
ら
、
二
首
の
歌
の
後
に
置
か
れ
、
必
然
的
に
3
0
が
「
帰
雁
」
の
歌
群
の
最
初

に

配
置

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
春
の
花
を
詠
じ
た
3
1
の
歌
に
つ
い
て

は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
2
6
の
花
の
咲
く
状
態
を
詠
じ
た
歌
を
承
け
て
、
「
花
な
き

里
に

住
み

や

な
ら
へ
る
」
と
い
う
表
現
が
い
か
に
も
花
の
咲
く
季
節
に
な
っ
た
こ
と

を
思
わ
せ
て
、
そ
れ
以
降
に
続
く
「
梅
」
「
桜
」
「
花
」
「
藤
」
「
山
吹
」
と
い
う
春
の

花
の
大
歌
群
を
導
き
出
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
2
8
が
春
に
な
っ
て
鳥
が
集
っ
て
来
る
の
を
詠
ず
る
の
に
対
し
、
3
1
は
春
を

見
捨
て
て
北
に
帰
っ
て
行
く
雁
を
詠
じ
て
対
応
し
、
2
9
は
鳥
が
呼
ぶ
、
3
0
は
鳥
に
言

伝
を
託
す
と
い
う
よ
う
に
、
と
も
に
鳥
に
言
葉
を
関
わ
ら
せ
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。

28

か

ら
3
1
の
歌
群
は
、
2
9
と
3
0
の
対
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
同
時
に
、
2
8
は
8
番
歌

　
　
　
　
　
二
条
の
后
の
春
宮
の
御
息
所
と
き
こ
え
け
る
時
、
正
月
三
日
お
前
に
召

　
　
　
　
　

し
て
、
お
ほ
せ
ご
と
あ
る
あ
ひ
だ
に
、
日
は
照
り
な
が
ら
雪
の
頭
に
降

　
　
　
　
　
り
か
か
り
け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
　
　
　
文
屋
康
秀

　
　

8
春
の
日
の
光
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
か
し
ら
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き

と
い
う
歌
と
、
と
も
に
生
命
が
輝
き
始
め
る
春
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
が
老

い

て
い

く
こ
と
を
詠
じ
て
対
応
し
、
3
1
は
9
番
歌

　
　
　
　
　
雪
の
降
り
け
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
紀
貫
之

　
　

9
霞
た
ち
木
の
芽
も
は
る
の
雪
降
れ
ば
花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け
る

と
い
う
歌
と
、
と
も
に
「
霞
」
、
「
花
な
き
里
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
対
応
す
る
。

　
さ
ら
に
、
2
8
と
3
1
の
間
に
あ
る
2
9
は
、

　
　
　
　
　
（
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
）
　
　
　
在
原
棟
梁

　
　
15

春
立
て

ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
は
物
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ
鳴
く

　
　
　
　
　

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
16

野
辺

ち
か
く
家
居
し
せ
れ
ば
鶯
の
鳴
く
な
る
声
は
あ
さ
な
あ
さ
な
聞
く

29



と
、
1
5
が
「
物
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ
鳴
く
」
と
詠
じ
「
お
ぼ
つ
か
な
く
も
呼
子
鳥
か
な
」

と
い
う
表
現
と
対
応
し
、
1
6
が
明
る
い
野
辺
に
し
き
り
に
鳴
く
鶯
を
詠
じ
て
、
ど
こ

な
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
山
の
中
で
頼
り
な
さ
そ
う
に
鳴
く
呼
子
鳥
と
対
を
な
す
。

　
30
は

　
　
　
　
（
寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
）
　
　
　
　
紀
友
則

　
　
13

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る

　
　
14

鶯
の
谷
よ
り
い
つ
る
声
な
く
は
春
く
る
こ
と
を
誰
か
知
ら
ま
し

と
、
1
3
が
花
の
香
を
た
ぐ
え
た
風
の
た
よ
り
を
送
っ
て
、
鶯
を
呼
び
出
そ
う
と
詠
ず

る
の
に
対
し
、
北
に
帰
る
雁
に
手
紙
を
託
そ
う
と
詠
じ
て
対
を
な
し
、
1
4
が
鶯
が
谷

か

ら
飛
び
立
つ
と
春
が
来
る
と
詠
ず
る
の
に
対
し
、
春
が
来
る
と
雁
が
北
へ
帰
っ
て

行
く
と
詠
じ
て
対
を
な
す
。

　
す
な
わ
ち
、
2
8
か
ら
3
1
の
「
百
千
鳥
」
、
「
呼
子
鳥
」
、
「
帰
雁
」
の
「
鳥
」
を
詠
じ

た

歌

な
い
し
歌
群
は
、
2
8
が
8
、
3
1
が
9
と
い
う
よ
う
に
、
歌
群
の
最
初
が
「
春
の

雪
」
の
歌
群
の
末
尾
か
ら
二
首
目
、
歌
群
の
最
後
が
「
春
の
雪
」
の
歌
群
の
末
尾
の

歌
と
対
応
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
鳥
」
を
詠
ず
る
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
歌
群

で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
鶯
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
の
冒
頭
の
位
置

を
確
定
し
、
2
8
と
3
1
の
内
側
に
在
る
2
9
が
「
鶯
」
の
歌
群
の
最
後
の
歌
1
5
、
1
6
、
3
0

が
同
じ
「
鶯
」
の
歌
群
の
1
3
、
1
4
と
対
応
し
て
、
「
百
千
鳥
」
、
「
呼
子
鳥
」
、
「
帰
雁
」

の

歌
な
い
し
歌
群
以
前
に
存
在
す
る
「
鶯
」
の
歌
群
の
末
尾
の
位
置
を
確
定
す
る
こ

と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
ま
た
、
3
1
が
「
霞
」
を
詠
じ
、
3
、
9
、
2
3
と
対
応
す
る
と
と
も
に
、
「
花
」
を

読
み

込
ん

で
、
6
、
7
、
9
、
1
0
、
1
2
、
1
3
、
1
5
、
2
6
と
対
応
し
、
特
に
「
花
な
き

里
に

住
み
や
な
ら
へ
る
」
と
い
う
表
現
が
、
9
番
歌
の
「
花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け

る
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
図
示
す
る
と
、
下
図
の
よ
う
に
な
る
。

1

立
　
春

春
の
雪

鶯
野
焼
き

若
　
菜

霞
春
の
緑

青
　
柳

百
千
鳥

呼
子
鳥

帰
　
雁

30
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な
お
、
春
の
部
、
冒
頭
の
歌
群
の
配
列
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
「
立
春
」
、
「
春
の

雪
」
、
「
鶯
」
、
「
野
焼
き
」
、
「
若
菜
」
、
「
霞
」
、
「
春
の
緑
」
、
「
青
柳
」
、
「
百
千
鳥
」
、

「
呼
子
鳥
」
、
「
帰
雁
」
と
い
う
順
に
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
「
鶯
」
か
ら

「
帰
雁
」
の
歌
群
ま
で
は
、
「
霞
」
の
歌
群
を
中
心
に
「
霞
」
の
直
前
の
「
若
菜
」
と

「
霞
」
の
直
後
の
「
春
の
緑
」
「
青
柳
」
が
植
物
を
詠
じ
て
い
る
点
で
対
応
し
、
「
若

菜
」
の
歌
群
の
二
つ
前
の
「
鶯
」
と
「
青
柳
」
の
歌
群
に
続
く
「
百
千
鳥
」
、
「
呼
子

鳥
」
、
「
帰
雁
」
の
三
つ
の
歌
群
は
鳥
を
詠
じ
て
対
応
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
霞
」

の

歌
群
を
中
心
に
そ
の
外
側
に
植
物
を
詠
ん
だ
歌
群
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
鳥
を
呼

ん
だ

歌
群
を
配
置
す
る
と
い
う
対
称
的
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
も
、
そ
れ
ら
植
物
を
詠
じ
た
歌
群
は
、
「
春
の
緑
」
の
歌
群
が
「
若
菜
」
、

「
青
柳
」
を
詠
じ
た
歌
群
の
上
位
概
念
を
表
す
歌
群
と
し
て
、
そ
れ
ら
植
物
を
詠
じ

た
歌
群
の
中
心
に
位
置
し
、
鳥
を
詠
じ
た
歌
群
は
、
「
百
千
鳥
」
の
歌
群
が
「
鶯
」
、

「
呼
子
鳥
」
、
「
帰
雁
」
を
詠
じ
た
歌
群
の
上
位
概
念
と
し
て
、
鳥
を
詠
じ
た
歌
群
の

中
心
に
位
置
す
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

鶯野
焼
き

若
菜

霞

春
の
緑

　
　
青
柳

百
千
鳥呼

子
鳥

帰
雁

　
注

（
1
）
　
拙
著
『
王
朝
文
学
の
始
発
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
2
1
年
）

（
2
）
　
新
井
栄
蔵
「
古
今
和
歌
集
四
季
の
部
の
構
造
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
対
立
的
機
構
論
の

　
　
立
場
か
ら
ー
」
（
「
国
語
国
文
」
4
1
巻
8
号
、
昭
和
4
7
年
8
月
）

（
3
）
　
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
（
風
間
書
房
、
昭
和
4
0
年
9
月
）
で
、

　
　
1
番
歌
か
ら
6
番
歌
ま
で
を
「
立
春
」
の
歌
群
と
認
定
す
る
。
そ
の
根
拠
は
4
番
歌
が

　
　
「
春
は
来
に
け
り
」
、
6
番
歌
が
「
春
た
て
ば
」
と
い
う
歌
詞
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
6
番
歌
ま
で
立
春
を
思
わ
せ
る
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
ま
で
の
歌
を
立
春
の
歌
群

　
　
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
右
文
書
院
、
昭
和
5
1
年
1
0
月
）

（
5
）
　
4
番
歌
の
「
雪
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
」
は
1
番
歌
の
「
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け

　
　
り
」
と
い
う
表
現
と
も
対
応
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
歌
の
詞
書
は
「
二
条
の
后
の
春
の

　
　
は
じ
め
の
御
歌
」
と
な
っ
て
い
る
。
渡
辺
秀
夫
は
、
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
（
勉
誠

　
　
社
、
平
成
3
年
－
月
）
第
一
篇
、
第
二
章
に
お
い
て
、
平
安
時
代
の
和
歌
に
お
い
て
、
谷

　
　
に

住
む

鶯
は

「
ま
だ
世
に
出
ず
辛
苦
す
る
、
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
不
遇
の
身
の
上
」

　
　
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
4
番
歌
の
詞

　
　
書
は
身
の
不
遇
を
詠
ず
る
と
い
う
解
釈
を
排
除
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
）
　
5
番
歌
の
「
春
か
け
て
」
の
解
釈
は
、
「
春
を
待
ち
か
ね
て
」
、
「
冬
か
ら
春
に
か
け
て
」

　
　
「
春
に
な
っ
て
」
な
ど
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
工
藤
博
子
「
古
今
集
五
番
歌

　
　
の

「
春
か

け
て
」
の
解
釈
ー
万
葉
集
と
三
代
集
の
用
法
に
及
ぶ
ー
」
（
「
香
椎
潟
」
3
8
号
、

　
　
平
成
3
年
5
月
）
、
岩
佐
美
代
子
「
「
春
か
け
て
」
考
－
中
世
同
種
表
現
詠
の
解
釈
に
及
ぶ
ー
」

　
　
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
8
4
号
、
平
成
1
4
年
6
月
）
の
論
考
よ
り
、
「
春
だ
と
言
っ
て
」
の
意

　
　

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
で
、
こ
の
三
首
を
「
雪
」
の
歌
群
と

　
　
す
る
。

（
8
）
　
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
脳
頁
で
、
「
康
秀
の
歌
の
詞
書
の
中

　
　

に
、
　
「
正
月
三
日
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
歌
が
一
月
三
日
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

　
　
て

ゐ
る
。
春
歌
上
の
冒
頭
部
分
の
歌
の
排
列
が
、
時
間
的
基
準
に
よ
っ
た
も
の
と
考
へ
ら

　
　
れ

る
の
で
、
こ
の
歌
の
前
ま
で
の
歌
は
、
一
月
三
日
以
前
の
歌
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、

　
　

第
六
首
ま
で
を
、
立
春
の
主
題
下
に
包
括
す
る
こ
と
の
一
つ
の
根
拠
に
も
さ
れ
る
の
で
あ
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る
」
と
指
摘
す
る
。

（
9
）
　
1
0
、
1
1
の
「
春
の
は
じ
あ
に
よ
め
る
」
「
春
の
は
じ
め
の
歌
」
と
い
う
詞
書
は
、
4
番

　
　
歌
の
「
二
条
の
后
の
春
の
は
じ
め
の
御
歌
」
と
い
う
詞
書
と
紛
ら
わ
し
い
が
、
こ
れ
は
撰

　
　

者
時
代
の
歌
人
の
歌
に
は
何
ら
か
の
詞
書
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
に
よ

　
　

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
二
首
が
ま
だ
谷
に
潜
む
鶯
を
詠
じ

　
　

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
4
番
歌
同
様
、

　
　
身
の
不
遇
を
詠
ず
る
と
い
う
解
釈
を
排
除
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
0
）
　
1
2
、
1
3
は
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
お
い
て
は
、
春
歌
二
十
番
の
巻
頭
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
友
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　

1
花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
比
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
当
純

　
　
　
　
2
谷
風
の
と
く
る
氷
の
ひ
ま
こ
と
に
う
ち
出
つ
る
波
や
春
の
初
花

　
　

と
い
う
順
で
載
っ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
m
頁
。

（
1
2
）
　
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
講
談
社
、
平
成
1
0
年
2
月
）
は
、
こ
の
歌
を

　
　
「
「
春
雨
が
、
空
か
ら
地
上
一
帯
に
降
り
だ
し
た
。
明
日
も
降
る
な
ら
、
若
菜
を
摘
む
こ
と

　
　
が

で

き
よ
う
」
（
「
竹
岡
全
評
釈
」
）
の
よ
う
に
訳
す
の
が
一
般
的
だ
が
、
配
列
か
ら
見
て

　
　
疑
問
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、
歌
の
要
旨
を
引
用
文
の
よ
う
に
解
す
る
。

（
1
3
）
　
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
蝸
頁
で
、
2
3
番
歌
は
「
前
の
「
若

　
　
菜
」
の
主
題
の
最
後
の
貫
之
の
歌
の
「
し
ろ
た
へ
の
袖
ふ
り
は
へ
て
」
と
、
更
に
そ
の
前

　
　
の
仁
和
の
み
か
ど
の
歌
の
「
わ
が
衣
手
」
と
に
関
連
」
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
片
桐
洋
一

　
　
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
は
、
2
1
か
ら
2
6
ま
で
は
、
2
1
「
わ
が
衣
手
」
2
2
「
し
ろ
た
へ
の

　
　
袖
ふ
り
は
へ
て
」
2
3
「
霞
の
衣
」
「
ぬ
き
を
う
す
み
」
「
乱
る
べ
ら
な
れ
」
2
4
「
い
ま
ひ
と

　
　
し
ほ
」
2
5
「
せ
こ
が
衣
は
る
」
2
6
の
「
糸
よ
り
か
く
る
」
「
乱
れ
て
」
「
ほ
こ
ろ
び
に
け
る
」

　
　
と
い
う
よ
う
に
、
衣
に
縁
の
あ
る
語
で
続
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
1
4
）
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
で
、
こ
れ
を
’
「
緑
」
の
歌
群
と
す
る
。

（
1
5
）
　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、
「
「
松
の
み
ど
り
も
」
と
い
っ
て
、
他
の
木
々
に
は

　
　
当
然
、
春
色
が
訪
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
す
る
。

（
1
6
）
　
こ
の
2
3
か
ら
2
5
の
配
列
に
は
、
「
山
風
か
ら
山
の
風
景
」
↓
「
山
の
風
景
か
ら
山
の
松
」

　
　
↓
「
山
の
松
か
ら
野
辺
の
緑
」
と
い
っ
た
連
想
が
働
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る

　
　
と
、
2
4
は
1
9
の
「
み
山
に
は
松
の
雪
だ
に
消
え
な
く
に
都
は
野
辺
の
若
菜
摘
み
け
り
」
を

　
　
承
け
、
山
の
松
の
雪
も
よ
う
や
く
消
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
1
7
）
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
で
、
こ
れ
を
「
柳
」
の
歌
群
と
す
る
。

（
1
8
）
　
松
田
武
夫
は
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
珊
頁
で
、
「
さ
き
に
、
鶯
を
春
の
鳥

　
　
の
一
番
手
と
し
て
揚
げ
、
こ
こ
に
ま
た
、
百
千
鳥
・
呼
子
鳥
・
帰
雁
を
一
箇
所
に
ま
と

　
　
め
て
挙
げ
て
ゐ
る
が
、
鶯
は
、
早
春
の
花
形
と
し
て
人
々
に
思
慕
さ
れ
、
そ
の
初
音
に
よ
っ

　
　
て
、
は
じ
め
て
春
の
開
幕
を
知
る
と
い
っ
た
明
朗
さ
で
あ
る
。
そ
れ
に
引
き
か
へ
、
帰
雁

　
　
を
中
心
と
し
た
百
千
鳥
・
呼
子
鳥
の
歌
は
、
春
の
憂
愁
を
表
は
し
、
彼
此
対
照
し
て
、
春

　
　
の
心
を
表
現
し
て
ゐ
る
や
う
に
解
さ
れ
る
」
と
い
う
。
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