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〔
前
説
〕 

 

古
今
集
以
前
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
『
大
江
千
里
集
』
（
別
名
『
句
題
和
歌
』
）
は
、
大
江
千
里
一
人
に
よ

っ
て
詠
ま
れ
編
ま
れ
た
、
漢
詩
一
句
を
歌
題
と
し
た
、
日
本
最
初
の
和
歌
集
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
的
な

意
義
が
唱
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
歌
そ
の
も
の
は
句
題
を
直
訳
し
た
だ
け
の
、
生
硬
稚
拙
な
も
の
と
い
う
低
い
評

価
が
さ
れ
て
き
た
。 

本
稿
者
は
、
そ
れ
を
疑
問
と
し
、
改
め
て
句
題
と
和
歌
と
の
関
係
や
和
歌
の
表
現
史
的
位
置
づ
け
を
検
討
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
妥
当
な
評
価
を
行
う
た
め
に
、
新
た
な
注
釈
を
施
す
も
の
で
あ
る
。 

本
注
釈
の
目
的
と
意
義
の
詳
細
、
お
よ
び
先
行
研
究
の
整
理
や
注
釈
の
凡
例
な
ど
は
、
前
稿｢

釈
論
大
江
千
里

集(

一)｣(

『
長
野
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
五
一
号
。
二
○
一
七
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

前
稿
で
は
、
本
注
釈
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
中
で
は
も
っ
と
も
著
名
な
、｢

不
明
不
暗
朧
々
月｣

を
句
題
と
し
た

「
て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
よ
の
お
ぼ
ろ
月
よ
ぞ
め
で
た
か
り
け
る｣(

七
一)

歌
を
取
り
上
げ
た
が
、

本
稿
以
降
は
、
当
歌
集
の
配
列
に
し
た
が
っ
て
、
一
番
歌
か
ら
順
次
注
釈
し
て
ゆ
く
。 

  
(

春) 

 
 
 
 

咽
霧
山
鶯
啼
尚
少(

霧
に
咽
す
る
山
の
鶯
の
啼
く
こ
と
尚
ほ
少
な
し) 

  

一 

や
ま
た
か
み
ふ
り
く
る
霧
に
む
す
れ
ば
や
な
く
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る 

 【
通
釈
】 

 

山
が
高
い
せ
い
で
（
そ
の
上
の
方
か
ら
）
降
っ
て
来
る
霧
に
む
せ
ぶ
か
ら
、
鳴
く
鶯
の
声
が
稀
な
の
か
。 

  

  

小 

池 

博 

明 

半 

沢 

幹 

一 

  

【
語
釈
】 

や
ま
た
か
み 

「
た
か
み
」
は
形
容
詞
「
た
か
し
（
高
）
」
の
語
幹
に
接
尾
語
「
み
」
が
付
い
た
、
い
わ
ゆ
る
ミ

語
法
で
、
以
下
の
内
容
の
原
因
・
理
由
を
表
す
。
こ
れ
を
受
け
る
の
は
、
当
歌
全
体
の
表
現
を
二
分
す
る
、
上
句

末
の
「
ば
」
に
よ
る
順
接
確
定
条
件
句
の
範
囲
内
で
捉
え
れ
ば
、
「
ふ
り
く
る
」
か
「
む
す
」
の
ど
ち
ら
か
に
な

る
。
『
全
釈
』
は
、
上
句
を
「
山
が
高
く
、
降
っ
て
く
る
霧
に
咽
ぶ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
訳
す
が
、
こ
れ
で

は
、
山
が
高
い
こ
と
と
霧
に
咽
ぶ
こ
と
が
並
列
的
な
理
由
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
適
切
で
は
あ
る

ま
い
。
本
稿
で
は
、
次
項
に
説
明
す
る
こ
と
か
ら
、
「
ふ
り
く
る
」
の
理
由
と
み
な
す
の
が
適
切
と
考
え
る
。 

ふ
り
く
る
霧
に 

霧
と
い
う
自
然
現
象
は
、
空
気
中
の
水
蒸
気
が
冷
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
山
で
は
、

空
気
が
山
の
表
面
に
沿
っ
て
上
昇
す
る
際
に
生
じ
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
古
代
和
歌
に
お
け
る
「
霧
」
は
、
「
大

野
山
霧
立
ち
わ
た
る
我
が
嘆
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
わ
た
る
」
（
万
葉
集
・
五
・
七
九
九
）
の
よ
う
に
、
上
昇

方
向
へ
の
発
生
を
示
す
「
立
つ
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
降
り
来
」
の
よ
う
に
下
降
す
る
も
の
と

し
て
は
表
現
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
当
歌
は
異
例
な
表
現
と
な
る
が
、
そ
の
拠
っ
て
き
た
る
手
が
か
り
と
な
る

の
が
、
「
や
ま
た
か
み
」
と
「
ふ
り
く
る
」
の
「
く
る
」
で
あ
る
。
「
く
（
来
）
」
は
、
な
ん
ら
か
の
移
動
を
、

到
達
点
か
ら
捉
え
る
視
点
を
表
す
。
「
ふ
り
く
る
」
と
表
現
す
る
場
合
、
そ
の
視
点
は
、
霧
を
下
か
ら
見
て
い
る

位
置
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
る
の
は
、
「
や
ま
た
か
み
」
で
あ
る
。
高
山
の
上
方
で
発
生
し
た
霧
が
増
す

に
つ
れ
、
そ
れ
が
下
方
に
位
置
す
る
鶯
お
よ
び
詠
み
手
に
と
っ
て
は
「
ふ
り
く
る
」
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
霧
」
と
「
霞
」
は
自
然
現
象
と
し
て
は
同
一
と
み
な
さ
れ
る
が
、
古
今
集
以
後
、
「
霧
」
は
秋
に
、
「
霞
」

は
春
に
と
季
節
で
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
今
集
以
前
に
成
立
し
た
本
集
の
春
歌
に
「
霧
」
が
用
い

ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
分
化
の
前
段
階
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

む
す
れ
ば
や 

「
む
す
（
咽
）
」
は
、
直
前
の
「
き
り
に
」
と
の
つ
な
が
り
か
ら
は
、
霧
が
咽
喉
に
詰
ま
っ
て
息

が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
主
体
は
鶯
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
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で
も
当
歌
に
お
け
る
架
空
の
想
定
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
に
霧
が
濃
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の

「
む
す
」
の
後
に
は
「
な
く
う
ぐ
ひ
す
」
が
続
く
の
で
、
咽
び
泣
く
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
、
そ
れ
が
結

句
の
「
こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る
」
に
も
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。
「
我
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ

つ(

情
咽
都
追)

涙(
涕)
し
流
る
」
（
万
葉
集
・
三
・
四
五
三
）
の
よ
う
に
、
「
咽
す
」
と
「
涙
」
が
関
連
す
る
歌

も
見
ら
れ
る
。
上
句
末
の
「
ば
や
」
と
い
う
順
接
確
定
条
件
句
＋
疑
問
の
係
助
詞
が
下
句
と
呼
応
す
る
構
文
は
、

古
今
集
の
典
型
的
な
表
現
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
で
あ
り
、
下
句
に
表
す
現
実
の
事
態
に
対
す
る
原
因
・
理
由
を
い
か

に
見
立
て
て
上
句
に
表
現
す
る
か
が
技
量
の
見
せ
所
で
あ
っ
た
。
な
お
、
順
接
確
定
条
件
句
に
ミ
語
法
が
含
ま
れ

る
用
例
は
稀
少
で
あ
り
、
万
葉
集
と
三
代
集
で
は
、｢

草
枕
旅
を
苦
し
み(

久
流
之
美)

恋
ひ
居
れ
ば(

故
非
乎
礼
婆)

可
也
の
山
辺
に
さ
雄
鹿
鳴
く
も｣

（
万
葉
集
・
十
五
・
三
六
七
四
）
、｢

夜
を
さ
む
み
ね
ざ
め
て
き
け
ば
を
し
ぞ
な

く
払
ひ
も
あ
へ
ず
霜
や
お
く
ら
ん｣(

後
撰
集
・
六
・
秋
中
・
四
七
八)

な
ど
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。 

な
く
う
ぐ
ひ
す
の 

「
な
く
（
鳴
）
」
は
、
結
句
に
「
こ
ゑ
」
と
い
う
語
が
あ
る
の
で
、
意
味
的
に
は
余
剰
な
表

現
と
も
言
え
る
が
、
単
に
音
数
律
上
の
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
咽
び
泣
く
と
い
う
つ
な
が

り
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
咽
び
泣
く
と
は
、
声
を
詰
ま
ら
せ
て
泣
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
鶯

に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
決
し
て
高
ら
か
で
も
滑
ら
か
で
も
な
い
鳴
き
声
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
結
句

の
「
ま
れ
ら
な
る
」
と
い
う
評
価
と
な
る
。
句
題
の
表
現
と
の
対
応
度
を
上
げ
る
な
ら
、
「
な
ほ
う
ぐ
ひ
す
の
」

も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。 

こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る 

「
ま
れ
ら
（
稀
）
な
り
」
は
「
ま
れ
な
り
」
と
同
じ
く
、
数
量
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
を
表

す
。
両
語
に
は
、
訓
読
系
と
和
文
系
と
い
う
位
相
差
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
本
集
成
立
時
点
で
明
確
な
区
別

意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
し
、
か
り
に
区
別
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
え
て
和
歌
に
訓
読
系
の

「
ま
れ
ら
な
り
」
を
用
い
る
意
図
も
推
量
し
が
た
い
。
音
数
律
的
に
は
「
こ
ゑ
の
ま
れ
な
る
」
と
い
う
表
現
も
あ

り
え
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
非
常
に
少
な
い
の
は
鶯
の
鳴
き
声
（
を
聞
く
こ
と
）
で
あ
る
。
一
般

に
鶯
が
鳴
か
な
か
っ
た
り
稀
だ
っ
た
り
す
る
理
由
は
、
谷
か
ら
出
な
い
か
ら(｢

谷
さ
む
み
い
ま
だ
す
だ
た
ぬ
鶯
の

な
く
こ
ゑ
わ
か
み
人
の
す
さ
め
ぬ｣(

後
撰
集
・
一
・
春
上
・
三
四)

、｢

谷
の
戸
を
と
ぢ
や
は
て
つ
る
鶯
の
ま
つ
に

お
と
せ
で
は
る
も
す
ぎ
ぬ
る｣(

拾
遺
集
・
十
六
・
雑
春
・
一
○
六
四
・
藤
原
道
長))

、
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら(｢

や
よ
ひ
に
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
の
ひ
さ
し
う
き
こ
え
ざ
り
け
る
を
よ
め
る
／
な
き
と
む
る
花
し
な
け
れ
ば
う

ぐ
ひ
す
も
は
て
は
物
う
く
な
り
ぬ
べ
ら
な
り｣(

古
今
集
・
二
・
一
二
八
・
貫
之) )

な
ど
に
求
め
ら
れ
、
当
歌
の

よ
う
に
霧
の
た
め
に
咽
せ
る
こ
と
が
理
由
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

【
補
注
】 

 

古
今
集
以
降
、
春
部
の
冒
頭
歌
は
立
春
を
詠
む
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
集
の
場
合
、
そ
れ
は
表
立
っ
て
い

な
い
。
詠
み
込
ま
れ
た
霧
（＝

霞
）
と
鶯
は
、
春
の
代
表
的
な
素
材
と
な
り
う
る
も
の
の
、
季
節
の
実
感
と
し
て

は
ま
だ
冬
の
時
期
に
当
た
る
立
春
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
程
度
、
時
期
的
な
限
定
が
可
能
と
す
れ
ば
、

結
句
の
「
こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る
」
に
よ
っ
て
、
初
春
（
あ
る
い
は
早
春
）
の
頃
と
い
う
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。 

 

霧
あ
る
い
は
霞
と
鶯
が
取
り
合
わ
せ
に
な
る
歌
で
は
、｢

春
山
の
霧
に
迷
へ
る(

霧
惑
在)

う
ぐ
ひ
す
も
我
に
ま

さ
り
て
物
思
は
め
や
も｣(

万
葉
集
・
十
・
一
八
九
二)

の
よ
う
に
霧
あ
る
い
は
霞
が
鶯
を
閉
じ
込
め
る
と
い
う
関

係
を
詠
む
こ
と
が
あ
る
が
、
当
歌
で
は
、
鶯
の
「
ま
れ
ら
な
る
」
鳴
き
具
合
の
原
因
と
し
て
霧
を
関
係
づ
け
て
い

る
と
い
う
点
が
異
色
で
あ
り
、
そ
こ
に
句
題
を
ふ
ま
え
て
の
、
見
立
て
の
新
味
を
出
そ
う
と
し
た
と
見
ら
れ
る
。 

 

な
お
、｢

な
く｣

に｢

咽
び
泣
く｣

の
意
味
合
い
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
山
口
博
氏
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
本
集
の

不
遇
感
の
表
出
と
関
連
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
歌
は
春
の
部
立
に
入
っ
て
お
り
、
一
義
的

に
は
春
を
主
題
と
す
る
は
ず
で
あ
る
（
し
か
も
、｢

詠
懐｣

の
部
立
も
あ
る
）
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
春
の
歌
と
し
て

解
釈
し
、
不
遇
感
の
表
出
に
つ
い
て
は
保
留
し
、
さ
ら
に
注
釈
を
す
す
め
た
と
こ
ろ
で
総
合
的
に
判
断
し
た
い
。

赤
人
集
所
収(

一)

。 

【
比
較
対
照
】 

   

原
拠
と
な
っ
た
詩
は
、
元
稹
の
七
言
律
詩
「
早
春
尋
李
校
書
」
（
元
氏
長
慶
集
・
巻
十
八
）
で
あ
り
、
句
題

は
頸
連
の
第
一
句
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
和
漢
朗
詠
集
に
も
採
ら
れ
て
い
る(

春
・
六
五)

。 

 
 

款
款
春
風
澹
澹
雲
（
款
款
た
る
春
風
、
澹
澹
た
る
雲
。
） 

   

柳
枝
低
作
翠
櫳
桾
（
柳
枝
は
低
く
作
る
、
翠
の
櫳
桾
、
） 

   

梅
含
雞
舌
兼
紅
気
（
梅
は
雞
舌
を
含
み
て 

紅
気
を
兼
ね
た
り
。
） 

   

江
弄
瓊
花
散
緑
紋
（
江
は
瓊
花
を

弄
も
て
あ
そ

び
て 

緑
紋
を
散
ら
し
た
り
。
） 

   
帯
霧
山
鸎
啼
尚
小
（
霧
を
帯
ぶ
る
山
の
鸎
は 

啼
く
こ
と
尚
ほ
小

す
く
な

く
、
） 

   

穿
沙
蘆
筍
葉
纔
分
（
沙
を
穿う

が

つ
蘆
の
筍
は 

葉
纔わ

づ

か
に
分
か
れ
た
り
。
） 

   

今
朝
何
事
偏
相
覔
（
今
朝
何
事
か
偏

ひ
と
へ

に
相あ

い

覔と

め
む
、
） 



釈論大江千里集（二） 

3 

   
撩
乱
芳
情
最
是
君
（
撩
乱
た
る
芳
情
は
最
も
是 

君
な
り
。
） 

  

句
題
の
「
咽
霧
山
鶯
啼
尚
少
」
を
、
「
霧
に
咽
す
る
山
の
鶯
の
啼
く
こ
と
尚
ほ
少
な
し
」
の
よ
う
に
訓
む
と
す

れ
ば
、
「
霧
に
咽
す
る
」
つ
ま
り
霧
が
充
満
し
て
い
る
の
は
山
で
あ
り
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
「
鶯
は
啼
く
こ
と

尚
ほ
少
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
句
題
の
「
咽
霧
山
」
と
「
鶯
啼
尚
少
」
は
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
と

聴
覚
に
よ
る
描
写
が
並
列
し
た
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
は
、
「
霧
に
咽
す
る
」
の
は
「
う
ぐ
ひ
す
」
で

あ
り
、
そ
れ
が
原
因
で
「
こ
ゑ
ま
れ
ら
な
る
」
＝
「
啼
く
こ
と
尚
ほ
少
な
し
」
と
い
う
結
果
と
な
る
表
現
で
あ
る
。

原
拠
詩
本
文
で
、
当
句
題
の
第
一
字
「
咽
」
が
「
帯
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
か
ら
も
、
原
拠
詩
で
は
「
咽

霧
」
が
山
を
形
容
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。 

  

な
お
、
句
題
と
な
っ
た
一
句
中
の
「
山
鶯
」
を
、
「
山
」
と
「
鶯
」
に
分
け
る
の
で
は
な
く
、
「
山
鶯
」
と
い

う
一
語
と
み
な
す
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、
「
咽
霧
」
は
「
鶯
」
を
修
飾
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
方
が
頸
連
に
お
け
る
対
句
表
現
と
し
て
は
よ
り
整
合
性
も
高
い
。
し
か
し
、
「
帯
霧
」
と
い
う
原
拠
詩
の
本
文

も
勘
案
す
れ
ば
、
「
鶯
」
と
関
係
付
け
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

こ
の
原
拠
詩
か
ら
頸
連
第
一
句
が
選
ば
れ
た
の
は
、
早
春
を
詠
む
和
歌
の
素
材
と
し
て
、
も
っ
と
も
馴
染
み
や

す
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
え
る
。
春
の
歌
材
と
し
て
、
鶯
以
外
で
は
、
頷
連
第
一
句
の
梅
も
、
鶯
と
同
じ
く
ら
い

に
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
「
雞
舌
」
と
い
う
、
そ
の
蕾
の
描
写
ま
で
は
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。 

  

こ
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
た
句
題
を
元
に
し
て
詠
ま
れ
た
当
歌
が
、
句
題
と
は
ズ
レ
た
関
係
付
け
の
表
現
を
成

し
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。 

  

第
一
に
、
歌
は
単
純
な
叙
景
だ
け
で
は
成
り
立
ち
が
た
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
当
歌
で
は
霧
と
鶯

の
並
列
で
は
な
く
、
鶯
（
の
声
）
に
焦
点
化
し
た
構
成
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
詠
み
手
の
忖
度
を
表
そ
う
と
し
た

と
見
ら
れ
る
。 

  

第
二
に
、
当
歌
に
限
ら
な
い
が
、
句
題
と
歌
と
の
言
語
量
（
単
語
数
）
の
差
を
補
う
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
歌
で
は
「
た
か
み
・
ふ
り
く
る
・
な
く
」
な
ど
の
語
が
付
け
足
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
形

容
の
追
加
に
と
ど
ま
ら
ず
、
素
材
同
士
の
関
係
に
も
変
更
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

  

第
三
に
、
【
補
注
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、
古
今
的
な
表
現
パ
タ
ー
ン
に
則
っ
た
う
え
で
、
見
立
て
の
新
味
を
出

そ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 

鶯
声
誘
引
来
花
下(

鶯
の
声
に
誘
引
せ
ら
れ
て
花
の
下
に
来
た
り) 

二 

う
ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る
声
に
さ
そ
は
れ
て
花
の
も
と
に
ぞ
我
は
き
に
け
る 

 

【
通
釈
】 

 

鶯
の
鳴
い
た
声
に
誘
わ
れ
て
、(

思
い
が
け
ず
も)

花
の
あ
た
り
に
、
私
は
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
よ
。 

【
語
釈
】 

う
ぐ
ひ
す
の 

 

鶯
は
、
千
里
集
に
六
例(

一
・
二
・
七
・
二
三
・
二
五
・
一
二
三)

あ
り
、
最
も
多
く
詠
ま
れ
た

鳥
で
あ
る
。
ち
な
み
に
雁
は
五
例
、
時
鳥
は
一
例
で
あ
る
。 

な
き
つ
る
声
に 

｢

な
き
つ
る｣

と
鶯
の
鳴
く
一
続
き
の
行
為
の
完
了
し
た
状
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

鶯
の
囀
り
が
直
近
の
時
点
で
一
旦
終
了
し
た
、
す
な
わ
ち
連
続
す
る
囀
り
で
は
な
く
、
し
ば
ら
く
間
が
あ
く
、
鳴

き
始
め
の
頃
の
も
の
で
あ
る
。
囀
り
の
聞
き
手
、
す
な
わ
ち
詠
み
手
か
ら
す
る
と
、
鶯
の
囀
り
を
ひ
と
ま
と
ま
り

と
し
て
確
か
に
聞
い
た
と
い
う
表
現
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
じ
は
、
時
鳥
の
用
例
だ
が
、
周
知
の｢

ほ
と
と

ぎ
す
鳴
き
つ
る
か
た
を
な
が
む
れ
ば
た
だ
あ
り
明
の
月
ぞ
の
こ
れ
る｣(

千
載
集
・
三
・
夏
・
一
六
一
・
藤
原
実
定)

が
よ
く
示
し
て
い
る
。 

さ
そ
は
れ
て 

本
集
で
は
、
動
詞｢

さ
そ
ふ｣

は
当
該
歌
の
み
の
用
例
。
万
葉
集
に
は
、｢

さ
す
ひ
立
て(

佐
須
比
立)｣

(

万
・
十
六
・
三
八
八
○)

の
用
例
は
あ
る
が
、｢

さ
そ
ふ｣

の
語
形
は
な
い
。｢

鶯｣

と｢

さ
そ
ふ｣

の
組
み
合
わ
せ
は
、

平
安
中
期
頃
ま
で
は
、｢

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

古
今
集
・
一
・

春
上
・
一
三
・
紀
友
則)

の
よ
う
に
、
花(

の
香)

が
鶯
を｢

さ
そ
ふ｣

と
の
類
型
が
ほ
と
ん
ど
で
、
当
歌
の
よ
う
に
、

鶯
の
声
の
方
が
人
を｢

さ
そ
ふ｣

類
型
は
、
院
政
期
頃
の
歌
ま
で
見
当
た
ら
な
い
し
、
用
例
数
も
少
な
い
。｢

朝
ま

だ
き
な
く
鶯
に
さ
そ
は
れ
て
心
に
も
あ
ら
ぬ
花
を
み
る
か
な｣(

久
安
百
首
・
春
・
一
○
九
・
藤
原
公
能)

、｢

花
の

香
を
し
る
べ
に
や
り
し
鶯
の
お
の
が
声
に
も
人
さ
そ
ひ
け
る｣(

長
方
集
・
一
三)

な
ど
が
あ
る
く
ら
い
で
、
こ
れ

も
お
そ
ら
く
は
当
歌
を
ふ
ま
え
た
と
見
ら
れ
る
。
「
さ
そ
は
れ
て
」
と
い
う
受
け
身
表
現
は
、
こ
の
歌
の
表
現
上

の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
詠
み
手
が
自
ら
望
ん
だ
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
受
動
的
な
対
応
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

花
の
も
と
に
ぞ 

｢
も
と｣

は
あ
た
り
の
意
。
花
（
の
咲
く
木
）
を
中
心
と
し
た
周
辺
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
必
ず
し

も
直
下
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
三
代
集
で
は
該
歌
が
後
撰
集
に
あ
る
の
み
。｢

こ
ひ
し
く
は
い
か
に
せ
よ
と
か
か

く
ば
か
り
あ
だ
な
る
花
の
も
と
に
ね
ぬ
ら
ん｣(

古
今
六
帖
・
花
・
四
〇
四
八
・
伊
勢)

、｢

散
る
花
の
本
に
き
つ
つ
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ぞ
い
と
ど
し
く
春
の
を
し
さ
も
ま
さ
る
べ
ら
な
る｣(

貫
之
集
・
一
四
四)

、｢

は
つ
こ
ゑ
は
け
さ
ぞ
き
き
つ
る
う
ぐ

ひ
す
の
な
か
で
は
す
ぎ
ぬ
は
な
の
も
と
に
て｣(

一
条
摂
御
集
・
一
五
六)

。
係
助
詞｢

ぞ｣

は
、
鶯
の
声
に
誘
わ
れ

て
外
出
し
た
作
者
が
や
っ
て
来
た
の
が
、
図
ら
ず
も｢

花
の
も
と｣

で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。 

我
は
き
に
け
る 

助
動
詞｢

け
り｣

は
、
来
た
の
が
花
の
あ
た
り
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
驚
き
を
表
す
。【
補
注
】

参
照
。
係
助
詞｢

は｣

は
、
「
我
」
と
他
と
の
対
比
を
示
し
、
「
我
」
を
特
立
す
る
。
こ
こ
で
は
、
他
の
多
く
の
人

は
求
め
て
花
に
来
る
の
に
対
し
て
、
「
我
」
す
な
わ
ち
当
歌
の
詠
み
手
だ
け
は
意
図
せ
ず
に
花
の
あ
た
り
に
来
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。｢

わ
れ｣

は
、
本
集
で
は
他
に｢

よ
そ
に
て
も
花
を
あ
は
れ
と
み
る
程
に
し
ら
ぬ
や
ま
に
ぞ

我
は
き
に
け
る｣(

八
三)

、｢

お
も
ふ
こ
と
な
く
う
ぐ
ひ
す
に
つ
け
た
れ
ば
い
ろ
も
か
は
ら
ぬ
わ
れ
ひ
と
り
て
へ｣

(

一
二
三)

と
二
例
あ
る
。
当
歌
も
含
め
て
い
ず
れ
も
、
周
り
の
人
と
は
違
う
詠
み
手
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

八
三
番
歌
は
、｢(

場
所)

に
ぞ
我
は
き
に
け
る｣

ま
で
が
当
歌
と
一
致
し
、
そ
の
類
想
性
が
注
目
さ
れ
る
。 

【
補
注
】 

当
歌
は
、
【
語
釈
】
で
見
た
よ
う
に
鬱
屈
し
た
気
分
で
い
た
と
こ
ろ
、
間
遠
に
鳴
く
、
す
な
わ
ち
ま
だ
鳴
き
始

め
で
珍
し
い
鶯
の
声
に
ふ
と
外
出
す
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
心
は
、｢

う
ぐ
ひ
す
の
な
く
こ
ゑ
を
の
み

た
づ
ぬ
れ
ば
は
る
さ
く
は
な
は
我
の
み
ぞ
み
る｣(

重
之
集
・
百
首
歌
・
二
三
四)
の
、
鶯
あ
る
い
は
花
を
積
極
的

に
求
め
る
心
か
ら
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
。
予
期
し
な
い
花
の
も
と
に
来
た
驚
き
を
表
す｢

…
…
ぞ
…
…
け
る｣

は
、
鶯
が
鳴
い
た
と
い
う
状
況
に
誘
発
さ
れ
て
外
に
出
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
に
、
気
付
け
ば
咲
く
花
の
近
く
に
来

て
い
た
こ
と
を
表
す
。 

当
歌
は
、
後
撰
集(

三
五)

に
入
集
し
、
本
集
の
歌
と
し
て
は
早
く
に
評
価
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
撰

集
は
「
題
知
ら
ず
、
よ
み
人
知
ら
ず
」
で
あ
り
、
後
撰
集
当
時
は
千
里
の
詠
歌
と
知
ら
れ
ず
に
（
あ
る
い
は
秘
さ

れ
て
）
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る(

『
全
釈
』
参
照)

。
他
に
、
赤
人
集(

四)

・
古
今
六
帖(

四
四
○
三)

に
も
所

収
。 

【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
に
示
す
、
白
氏
文
集
の｢

春
江｣(

巻
十
八
・
一
一
五
九)

と
い
う
題
の
七
言
律
詩
で
あ
り
、
句
題

は
そ
の
頸
聯
の
一
句
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
は
、
和
漢
朗
詠
集
六
七
番
、
千
載
佳
句
八
五
三
番
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。 

炎
涼
昏
暁
苦
推
遷
（
炎
涼
、
昏
暁
、
苦

は
な
は

だ
推
遷
し
、
） 

不
覚
忠
州
已
二
年
（
覚
え
ず
、
忠
州
已す

で

に
二
年
。
） 

閉
閣
只
聴
朝
暮
鼓
（
閣
を
閉
ぢ
て
只
聴
く
、
朝
暮
の
鼓
、
） 

上
楼
空
望
往
来
船
（
楼
に
上
り
て
空
し
く
望
む
、
往
来
の
船
。
） 

 

鶯
声
誘
引
来
花
下
（
鶯
声
に
誘
引
せ
ら
れ
て 

花
下
に
来き

た

り
、
） 

 
 

草
色
勾
留
坐
水
辺
（
草
色
に
勾
留
せ
ら
れ
て 

水
辺
に
坐
す
。
） 

 
 

唯
有
春
江
看
未
厭
（
唯
だ
春
江
の
看
て 

未
だ
厭あ

か
ざ
る
有
り
、
） 

縈
砂
遶
石
緑
潺
湲
（
砂
を
縈め

ぐ

り
石
を
遶め

ぐ

り
て 

緑
潺
湲
た
り
。
） 

首
聯
、
頷
聯
の
忠
州
に
お
け
る
白
居
易
の
鬱
屈
し
た
気
分
が
、
頸
聯
の｢

鶯
声｣｢

草
色｣

や
尾
聯
の
長
江
に
よ

っ
て
慰
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、｢

鶯
声｣

と｢

花｣

が
あ
る
頸
聯
の
一
句
目
が
、
和
歌
の
素
材
と
し
て
は
詠
み

や
す
か
っ
た
た
め
、
句
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
句
題
内
の
「
花
下
」
と
い
う
表
現
は
、｢

花

下
忘
帰
因
美
景 

樽
前
勧
酔
是
春
風｣(

和
漢
朗
詠
集
・
春
興
・
一
八)

、｢

惆
悵
春
帰
留
不
得 

紫
藤
花
下
漸
黄
昏｣

(

和
漢
朗
詠
集
・
三
月
尽
・
五
二)

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

金
子
彦
二
郎
氏
は
当
歌
を｢

原
詩
句
を
直
訳
せ
る
も
の｣

に
入
れ
る
。
確
か
に
句
題
と
歌
は
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
し

か
し
、
原
拠
詩
に
は
、
作
者
以
外
の
人
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
含
意
も
認
め
ら
れ
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
当
歌
で
は
、｢

我
は｣

に
よ
っ
て
、
花
を
求
め
て
花
に
来
る
一
般
の
人
と
、
図
ら
ず
も
や
っ
て
来
た

詠
み
手
と
の
対
比
が
明
確
に
表
現
さ
れ
る
。 

ふ
つ
う
春
に
な
る
と
温
暖
な
気
候
か
ら
、
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
外
出
す
る
気
分
に
も
な
り
、
花
見
な
ど
に
出
向

く
機
会
も
増
え
る
。
だ
が
、
原
拠
詩
で
は
、｢

閉
閣
只
聴
朝
暮
鼓 

上
楼
空
望
往
来
船｣

か
ら
、
謫
居
忠
州
の
地
で

作
者
に
は
鬱
屈
し
た
気
分
が
あ
り
、
館
を
閉
め
切
り
閉
じ
こ
も
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
た
ま
た
ま
鶯
の

声
が
聞
こ
え
た
の
で
、
そ
れ
に
促
さ
れ
て
外
出
す
る
気
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
歌
も
、
鶯
の
声
に

誘
わ
れ
て
花
の
あ
た
り
に
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
花
の
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
屋
内
に
籠
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ

せ
、
詠
み
手
が
無
粋
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
同
様
の
心
情
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

白
氏
文
集
の
流
行
、
作
者
千
里
も
勅
命
を
下
し
た
宇
多
天
皇
も
漢
詩
文
に
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
和
歌
の
解

釈
に
あ
た
っ
て
は
句
題
の
背
後
に
あ
る
原
拠
詩
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
む
ろ
ん
、
千
里
が
常
に
原
拠
詩
を
そ
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の
ま
ま
踏
ま
え
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
後
の
句
題
和
歌
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
あ
え
て
原
拠
詩
の
前
提
状
況
を
捨

て
て
詠
む
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
原
拠
詩
が
判
明
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
詩
を
踏
ま
え
て

の
歌
作
で
あ
り
、
そ
し
て
原
拠
詩
を
想
定
し
た
上
で
受
容
さ
れ
る
、
と
捉
え
て
お
き
た
い
。
当
歌
に
お
い
て
も
、

句
題
を
通
し
て
、
周
知
で
あ
っ
た
ろ
う
詩
全
体
の
心
情
を
も
、
し
か
も
よ
り
明
確
に
表
わ
し
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

  
 
 
 

偸
閑
何
処
無
尋
春(

閑
を
偸
み
て
何
処
に
か
春
を
尋
ぬ
る
こ
と
無
か
ら
む) 

三 

し
づ
か
な
る
と
き
を
た
づ
ね
て
い
づ
こ
に
か
花
の
あ
り
か
を
と
も
に
た
づ
ね
ん 

 

【
通
釈
】 

心
の
ど
か
な
時
間
を
探
し
求
め
よ
う
と
し
て
も
、
ど
こ
に
そ
う
し
た
花
の
あ
り
か
を
い
っ
し
ょ
に
捜
し
当
て
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
（
い
や
、
ど
こ
の
花
を
見
て
も
心
の
ど
か
で
は
い
ら
れ
ま
い
）
。 

【
語
釈
】 

し
づ
か
な
る 

心
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
様
子
。
万
葉
集
に
は
、｢

…
… 

い
ざ
子
ど
も 

あ
へ
て
漕
ぎ
出
で
む 

に

は
も
静
け
し(

之
頭
気
師)｣(

万
葉
集
・
三
・
三
八
八) 

、｢

暁
と
夜
烏
鳴
け
ど
こ
の
も
り
の
木
末
が
上
は
い
ま
だ

静
け
し(

静
之)｣(

万
葉
集
・
七
・
一
二
六
三)

な
ど
の
よ
う
に
、
形
容
詞｢

静
け
し｣

は
見
ら
れ
る
が
、
形
容
動
詞｢

静

か
な
り｣

は
見
ら
れ
な
い
。
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
に
は
、｢

し
づ
か｣

の｢

い
そ
が
な
い
さ
ま
。
ゆ
っ
く

り｣

の
初
例
と
し
て
、
当
歌
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
古
今
集
以
後
は
、｢

た
ま
ぼ
こ
の
み
ち
は
し
づ
か
に
み
ち

な
が
ら
あ
き
を
い
そ
ぐ
と
み
る
ぞ
わ
び
し
き｣(

躬
恒
集
・
三
三
六)

、｢

行
末
も
し
づ
か
に
み
べ
き
花
な
れ
ど
え
し

も
見
過
ぎ
ぬ
桜
な
り
け
り｣(

貫
之
集
・
三
一
九)

、｢

春
の
日
の
の
ど
け
き
う
ら
を
こ
ぐ
舟
は
み
な
そ
こ
さ
へ
ぞ
し

づ
か
な
り
け
る｣(

公
忠
集
・
三
九)

な
ど
、
私
家
集
歌
に
形
容
動
詞
形
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
当
歌
の
よ
う
に
、
「
と
き
（
時
）
」
を
形
容
す
る
例
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
本
集
句
題
に
お
い

て
、｢

閑｣

は
三
例(

三
・
一
一
・
一
○
七)

あ
る
が
、
形
容
動
詞
形
は
本
歌
の
み
で
あ
り
、
一
一
は
形
容
詞
形
、
一

○
七
は｢

し
づ
こ
こ
ろ
な
し｣

と
す
る
。
ま
た
、｢

静｣

が
四
例(

三
二
・
五
四
・
八
四
・
一
○
四)

あ
る
が
、
形
容
詞

形
が
二
例(

三
二
・
八
四)

で
、
あ
と
の
二
例
は｢

し
づ
か｣

と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
本
集
で
も
形

容
動
詞
形
は
当
歌
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
形
容
動
詞
形
が
使
用
さ
れ
た
の
は
、
句
題｢

偸
閑｣

に
対
応
し
て｢

し
づ

か
な
る｣

を
初
句
に
置
い
た
際
の
音
数
律
の
都
合
か
と
思
わ
れ
る
。 

と
き
を
た
づ
ね
て 

｢

た
づ
ぬ｣

は
探
し
求
め
る
、
の
意
。
そ
の
対
象
は
、｢

遠
妻
し(

遠
妻
四)

高
に
あ
り
せ
ば
知

ら
ず
と
も
手
綱
の
浜
の
尋
ね
来
な
ま
し(

尋
来
名
益)｣(

万
葉
集
・
九
・
一
七
四
六)

、｢

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え

ず
梅
花
か
を
た
づ
ね
て
ぞ
し
る
べ
か
り
け
る｣(

古
今
集
・
一
・
春
上
・
四
○
・
躬
恒)

な
ど
の
よ
う
に
、
具
体
的

な
人
や
物
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
容
易
に
求
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
句
題
の｢

偸｣

と
い
う
漢
字
に
対
す
る
、

動
詞
の
古
訓
と
し
て
は
「
ぬ
す
む
」
の
他
「
か
は
る
・
ひ
そ
む
」
も
あ
る
が
、
「
た
づ
ぬ
」
は
見
当
た
ら
な
い
。

当
歌
で｢

ぬ
す
む｣

と
い
う
語
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
語
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
、
換

言
す
れ
ば
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
に
は｢

ぬ
す
ま
ふ｣

で
三
首(

二
四
七
○
・
二
五
七
三
・

二
八
三
二)

あ
る
も
の
の
、
八
代
集
で
は
古
今
集
、
詞
花
集
に
一
首
ず
つ
し
か
な
い
。
古
今
集
の｢

花
の
色
は
か
す

み
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
か
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
か
ぜ｣(

古
今
集
・
二
・
春
下
・
九
一
・
遍
照)

は
有
名
だ
が
、

遍
照
特
有
の
諧
謔
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

目
崎
徳
衛
『
在
原
業
平
・
小
野
小
町
』
筑
摩
書
房 

一
九

七
○
年)

。
詞
花
集
の｢

雪
の
い
ろ
を
ぬ
す
み
て
さ
け
る
う
の
は
な
は
さ
え
で
や
人
に
う
た
が
は
る
ら
む｣(

詞
花

集
・
二
・
五
二
・
源
俊
頼)

も
、
漢
詩
に
見
ら
れ
る
比
喩
と
し
て
の｢

偸｣

を
ま
ね
た
も
の
だ
と
い
う(

川
村
晃
夫
・

柏
木
由
夫
・
工
藤
重
矩
『
金
葉
和
歌
集 

詞
花
和
歌
集
』
岩
波
書
店 

一
九
八
九
年)

。
「
偸
」
字
は
、
本
集
の

八
六
番
歌
の
句
題｢

欲
偸
風
索
繋
遊
春｣

の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
歌
で
は｢

ひ
か
り
を
と
め
ん｣

と
し
、
や
は
り｢

ぬ

す
む｣

と
は
し
て
い
な
い
。
「
ぬ
す
む
」
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
主
体
が
そ
の
対
象
を
求
め
て
い
る
か
ら
行
わ
れ

る
と
考
え
れ
ば
、
「
た
づ
ぬ
」
に
せ
よ
「
と
む
」
に
せ
よ
、
関
連
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
で
あ

れ
、
そ
の
対
象
が
「
し
づ
か
な
る
と
き
」
で
あ
る
と
い
う
例
は
見
ら
れ
な
い
。 

い
づ
こ
に
か 

本
集
で
は
、｢

い
づ
こ(

く)

に
か｣

は
当
歌
に
し
か
用
例
が
な
い
。
「
か
」
は
歌
末
の｢

た
づ
ね
ん｣

と
係
り
結
び
の
関
係
に
あ
り
、
場
所
を
不
定
と
す
る
疑
問
あ
る
い
は
反
語
を
表
す
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
当
歌

に
お
い
て
は
反
語
の
用
法
と
み
な
す
。 

花
の
あ
り
か
を 

「
あ
り
か
」
は
特
定
の
物
や
人
の
存
在
す
る
場
所
を
意
味
す
る
。
こ
の
語
は
万
葉
集
に
は
な
く
、

古
今
集
に｢

風
の
う
へ
に
あ
り
か
さ
だ
め
ぬ
ち
り
の
身
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
な
り
ぬ
べ
ら
な
り｣(

古
今
集
・
十

八
・
雑
下
・
九
八
九)

が
あ
る
。
以
後
、｢

わ
た
つ
み
の
そ
こ
の
あ
り
か
は
し
り
な
が
ら
か
づ
き
て
い
ら
ん
浪
の
ま

ぞ
な
き｣(
後
撰
集
・
十
・
恋
二
・
六
五
五
・
藤
原
兼
茂)

、｢

春
の
の
に
あ
さ
る
き
ぎ
す
の
つ
ま
ご
ひ
に
お
の
が
あ

り
か
を
人
に
し
れ
つ
つ｣(

拾
遺
集
・
一
・
春
・
二
一
・
大
伴
家
持)

な
ど
と
、
詠
み
継
が
れ
る
。
上
掲
の
用
例
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
来
そ
の
場
所
が
定
め
が
た
か
っ
た
り
、
わ
か
り
に
く
か
っ
た
り
、
行
き
が
た
か
っ
た
り
す

る
場
所
に
な
る
。
当
歌
で
は
そ
こ
が
花
の
（
咲
い
て
い
る
）
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、｢

花
の
あ
り
か｣

の
句
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は
、｢
ち
り
は
て
ぬ
は
な
の
あ
り
か
を
し
ら
す
れ
ば
い
と
ひ
し
か
ぜ
ぞ
け
ふ
は
う
れ
し
き｣(

金
葉
集
・
一
・
春
・

七
○
・
源
雅
定)

ま
で
見
出
だ
し
が
た
い
。
当
歌
の｢

花
の
あ
り
か｣

も
、
み
な
が
知
っ
て
い
る
場
所
で
は
な
い
、

特
別
な
花
・
場
所
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
れ
は
、
「
し
づ
か
な
る
と
き
」
が
得
ら
れ
る
と
い
う
花
・
場
所

に
他
な
ら
な
い
。 

と
も
に
た
づ
ね
ん 

こ
の
句
は
、
下
っ
て
文
治
五(

一
一
八
九)

年
頃
成
立
の
宮
河
歌
合
の｢

ふ
か
く
入
る
と
花
の

さ
き
な
む
を
り
こ
そ
あ
れ
と
も
に
尋
ね
ん
山
人
も
が
な｣(

一
○)

ま
で
用
例
を
見
出
だ
し
が
た
い
。
山
の
「
深
く

入
る
」
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
花
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
知
る
「
山
人
」
と
「
と
も
に

尋
ね
ん｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
前
項
の｢

花
の
あ
り
か｣

の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

前
掲
の
宮
河
歌
合
も
、
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
花
を
友
と
と
も
に
さ
が
し
た
い
と
い
う
希
望
を
詠
む
点
で
、

当
歌
と
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
西
行
歌
は
そ
う
し
た
人
を
希
求
す
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
は
気
心
の
知
れ
た
誰
か

（
同
性
で
あ
れ
異
性
で
あ
れ
）
を
誘
う
体
に
な
っ
て
い
る
。
一
人
で
な
く
、
そ
う
い
う
人
と
一
緒
で
あ
れ
ば
、
花

を
賞
美
す
る
気
持
ち
は
い
や
が
上
に
も
盛
り
上
が
ら
ず
に
は
い
な
い
し
、
そ
の
分
だ
け
「
し
づ
心
」
で
は
い
ら
れ

な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。 

【
補
注
】 

 

当
歌
に
お
い
て
は
「
た
づ
ぬ
」
と
い
う
動
詞
が
第
二
句
と
結
句
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
し
づ
か
な

る
と
き
」
と
い
う
時
間
を
対
象
と
し
、
後
者
は
「
花
の
あ
り
か
」
と
い
う
空
間
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で

対
比
さ
れ
る
。
一
般
に
和
歌
に
お
け
る
同
語
の
反
復
は
忌
避
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
歌
で
は
あ
え
て
同
じ

動
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
間
と
空
間
の
対
比
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 

｢

い
づ
こ(

く)

に
か｣

は
、｢

い
づ
こ
に
か
世
を
ば
い
と
は
む
心
こ
そ
の
に
も
山
に
も
ま
ど
ふ
べ
ら
な
れ｣(

古
今

集
・
十
八
・
雑
下
・
九
四
七
・
素
性)

、｢

い
づ
こ
に
か
今
夜
の
月
の
見
え
ざ
ら
ん
あ
か
ぬ
は
人
の
心
な
り
け
り｣(

拾

遺
集
・
三
・
秋
・
一
七
六
・
躬
恒)

の
よ
う
に
、
初
句
に
あ
っ
て
、｢

か｣

の
結
び
が
三
句
ま
た
は
四
句
と
な
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
八
代
集
で
は
新
古
今
集
の
九
五
二
番
歌
を
除
い
て
、
あ
と
は
す
べ
て
初
句

に｢

い
づ
こ(

く)

に
か｣

が
あ
り
、
三
句
切
れ
ま
た
は
四
句
切
れ
と
な
る
。
三
句
に｢

い
づ
こ(

く)

に
か｣

を
置
く
用

例
も
皆
無
で
は
な
い
が
、｢

天
の
川
川
門
八
十
あ
り
い
づ
く
に
か(

何
尓
可)

君
が
み
舟
を
我
が
待
ち
居
ら
む｣(

万

葉
集
・
十
・
二
○
八
二)

の
よ
う
に
、
二
句
切
れ
で
第
二
文
の
冒
頭(

第
三
句)

に
置
か
れ
る
か
、｢

よ
の
な
か
を
う

し
と
い
ひ
て
も
い
づ
こ
に
か
身
を
ば
か
く
さ
ん
山
な
し
の
花｣(

古
今
六
帖
・
六
・
山
な
し
・
四
二
六
八)

の
よ
う

に
、
四
句
切
れ
と
し
て
焦
点
と
な
る
語
を
倒
置
法
的
に
結
句
に
置
く
か
で
あ
る
。
当
歌
の
よ
う
に
、
三
句
に｢

い

づ
こ(

く)

に
か｣

を
置
き
、
句
切
れ
が
な
い
用
例
は
希
で
あ
る
。
「
い
づ
こ
に
か
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
位
置
的

な
特
徴
と
と
も
に
、
係
り
結
び
の
用
法
と
し
て
ど
れ
も
反
語
用
法
に
な
っ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
当
歌
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
ど
こ
に
尋
ね
よ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
は
な
く
、
い
や
ど
こ
に
も
尋
ね
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
い
う
反
語
に
よ
る
諦
め
を
表
し
て
い
る
。
赤
人
集
（
五
）
に
も
所
収
。 

【
比
較
対
照
】 

 

原
拠
詩
は
、
次
に
示
す
、
白
氏
文
集
の｢

歳
假
内
、
命
酒
、
贈
周
判
官
・
蕭
協
律｣(

巻
二
十
・
一
三
八
七)

、
七

言
律
詩
で
あ
り
、
句
題
は
そ
の
頷
聯
第
二
句
で
あ
る
。 

共
知
欲
老
流
年
急 

（
共
に
知
る
、
老
い
ん
と
欲
し
て
流
年
の
急
な
る
を
、
） 

且
喜
新
正
仮
日
頻 

（
且
つ
喜
ぶ
、
新
正
の
仮
日
の
頻し

き

り
な
る
を
。
） 

聞
健
此
時
相
勧
酔  (

健
を
聞
き
て
、
此
の
時
相
酔
は
ん
こ
と
を
勧
め
、) 

偸
閑
何
処
共
尋
春  (

閑
を
偸ぬ

す

み
て
、
何い

づ

れ
の
処
に
か
共
に
春
を
尋
ね
ん
。) 

脚
随
周
叟
行
猶
疾  (

脚
は
周
叟
に
随

し
た
が

ひ
て
行
く
こ
と
猶
ほ
疾は

や

く
、) 

頭
比
蕭
翁
白
未
匀
（
頭

か
し
ら

は
蕭
翁
に
比
べ
て
白
き
こ
と
未
だ
匀ひ

と

し
か
ら
ず
。
） 

歳
酒
先
拈
辞
不
得
（ 

歳
酒
、
先
ず
拈
す
る
も
、
辞
し
得
ず
、
） 

被
君
推
作
少
年
人 

（
君
に
推お

さ
れ
て
少
年
の
人
と
作な

ら
ん
。
） 

 

こ
の
詩
の
中
か
ら
、
春
歌
の
題
と
な
り
そ
う
な
箇
所
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
春
」
と
い
う
語
を
用
い
て

い
る
、
こ
の
句
し
か
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
そ
う
い
う
詩
を
な
ぜ
取
り
上
げ
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
考

え
ら
れ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
一
句
の
表
現
に
惹
か
れ
、
歌
に
移
し
替
え
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
の
鍵
は
「
偸
閑
」
の
語
に
あ
る
。
こ
の
語
が
「
多
忙
な
と
き
に
暇
を
見
つ
け
て
楽
し
む
こ
と
」
を
意
味
す
る

の
は
自
明
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
千
里
が
そ
れ
を
「
し
づ
か
な
る
と
き
を
た
づ
ぬ
」
と
日
本
語
の
表
現
に
変
換
し

た
時
に
想
起
し
て
い
た
の
は
、「
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」（
古
今
集
・
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二
・
春
下
・
八
四
・
紀
友
則
）
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
し
づ
心
」
な
い
の
は
、
散
る
花
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
眺
め
る
人
間
も
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
花
の
季
節
は
そ
も
そ
も
「
し
づ
か
な
る
と
き
」
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
が
咲
い
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
ど
こ
で
あ
れ
、
「
し
づ
心
」
な
い
状
況
に

な
っ
て
し
ま
う
。
当
歌
の
係
り
結
び
に
よ
る
反
語
は
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
「
こ
ま
な
め
て
い
ざ
見
に
ゆ
か
む
ふ
る
さ
と
は
雪
と
の
み
こ
そ
花
は
ち
る
ら
め
」
（
古
今
集
・
二
・

春
下
・
一
一
一
）
や
「
お
も
ふ
ど
ち
春
の
山
辺
に
う
ち
む
れ
て
そ
こ
と
も
い
は
ぬ
た
び
ね
し
て
し
か
」
（
古
今
集
・

二
・
春
下
・
一
二
六
・
素
性
）
な
ど
の
歌
も
あ
る
よ
う
に
、
気
心
の
知
れ
た
誰
か
と
一
緒
に
な
れ
ば
、
【
語
釈
】

に
述
べ
た
よ
う
に
な
り
、
「
し
づ
心
」
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

な
お
、
底
本
の
句
題
で
は
「
無
尋
春
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
拠
詩
で
は｢

共
尋
春｣

で
あ
り
、
こ
の
方
が
当
歌

の
「
と
も
に
た
づ
ね
ん
」
と
対
応
す
る
。
『
全
釈
』
で
は
誤
写
と
み
な
し
、
「
千
里
の
見
た
詩
句
は
「
共
尋
春
」

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
」
と
推
測
す
る
。
そ
れ
を
了
と
は
す
る
も
の
の
、
か
り
に
「
無
尋
春
」
と
い
う
本
文
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
原
拠
詩
頷
聯
に
お
け
る
第
一
句
と
の
対
句
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
「
と
も
に
」
が
補
わ
れ
た
と
し
て

も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
句
題
の
「
春
」
を
当
歌
で
は
「
花
の
あ
り
か
」
の
よ
う
に
具
体
化
・
特
定
化

し
て
い
る
の
は
、
「
し
づ
心
」
と
の
関
係
で
真
っ
先
に
想
定
さ
れ
る
の
が
「
花
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
に
対
し
、
ふ
つ
う
初
句
に
あ
る｢

い
づ
こ
に
か｣

を
三
句
に
置
き
、
句
切
れ
が
な
い
の
は
、
句
題
の
語
順

を
な
ぞ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

花
枝
攀
処
芳
紛
々(

花
の
枝
攀
ず
る
処
芳
紛
々
た
り) 

四 

花
の
え
だ
を
り
つ
る
か
ら
に
ち
り
ま
が
ふ
に
ほ
ひ
の
あ
か
ず
お
も
ほ
ゆ
る
か
な 

 

【
通
釈
】 

花
の
枝
を
折
っ
た
や
い
な
や
散
り
乱
れ
る
（
際
の
）
花
の
美
し
さ
と
芳
香
が
、
飽
き
る
こ
と
な
く
思
わ
れ
る
こ

と
よ
。 

【
語
釈
】 

花
の
え
だ 

平
安
時
代
ま
で
は
、
初
句
に
あ
る
用
例
を
見
い
だ
し
が
た
い
。
そ
も
そ
も
用
例
そ
の
も
の
が
少
な
く
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は｢

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

後
撰
集
・
三
・
春
下
・

一
一
○
・
藤
原
敏
行)

、｢

う
ぐ
ひ
す
は
こ
づ
た
ふ
は
な
の
え
だ
に
て
も
た
に
の
ふ
る
す
を
お
も
ひ
わ
す
る
な｣(

詞

花
集
・
八
・
恋
下
・
二
五
九
・
律
師
仁
祐)

の
よ
う
に
、
連
体
修
飾
句
が
上
接
す
る
。
源
氏
物
語
に｢

花
の
枝
に
い

と
ど
心
を
し
む
る
か
な
人
の
と
が
め
ん
香
を
ば
つ
つ
め
ど｣(

梅
枝
・
四
二
九
・
光
源
氏)

が
あ
る
が
、
こ
れ
は｢

花

の
え｣

で
あ
る
。 

を
り
つ
る
か
ら
に 

句
題
の
「
攀
」
字
に
は
「
よ
づ
」
の
訓
を
当
て
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
「
よ
づ
」
よ
り

も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
「
を
る
」
も
意
味
的
に
類
似
す
る
。｢

か
ら
に｣

は
、
…
…
と
す
ぐ
に
、
…
…
と
同
時
に
」

の
意
。｢

を
り
つ
る
か
ら
に｣

の
用
例
は
他
に
見
い
だ
し
が
た
く
、｢

を
る
か
ら
に｣

と
し
て
も
稀
で
、
平
安
時
代
ま

で
に
、｢

を
る
か
ら
に
わ
が
な
は
た
ち
ぬ
女
郎
花
い
ざ
お
な
じ
く
は
は
な
ば
な
に
見
む｣(

後
撰
集
・
六
・
秋
中
・

二
七
四
・
藤
原
興
風)

、｢

ひ
と
え
だ
の
き
く
を
る
か
ら
に
あ
ら
た
ま
の
ち
と
せ
は
た
だ
に
へ
ぬ
べ
か
り
け
り｣(

古

今
六
帖
・
二
二
九
三
・
四
・い
は
ひ

、
貫
之
集(

二
九
一)

は
第
二
句｢

き
く
を
る
ほ
ど
に｣)

が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

こ
の
二
首
は
、
花
を
折
る
と
同
時
に
起
こ
る
事
態
と
し
て
は
浮
名
が
立
っ
た
り
千
歳
が
経
過
し
た
り
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
当
歌
の
「
ち
り
ま
が
ふ
」
よ
う
に
花
自
体
が
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

ち
り
ま
が
ふ 

散
り
乱
れ
る
、
の
意
。
万
葉
集
以
来
、
植
物
を
折
る
の
は
、｢

妹
が
手
を
取
り
て
引
き
攀
ぢ
ふ
さ

手
折
り
我
が
か
ざ
す
べ
く
花
咲
け
る
か
も｣(

万
葉
集
・
九
・
一
六
八
三)

、｢

い
し
ば
し
る
た
き
な
く
も
が
な
桜
花

た
を
り
て
も
こ
む
見
ぬ
人
の
た
め｣(

古
今
集
・
一
・
春
上
・
五
四)

な
ど
の
よ
う
に
、
簪
に
し
た
り
、
贈
り
物
、

土
産
、
あ
る
い
は
自
ら
愛
で
る
た
め
で
あ
る
の
で
、
散
っ
て
し
ま
っ
て
は
意
味
が
な
い
か
ら
か
、｢(

た)

を
る｣

と

｢

ち
る(

ち
り
ま
が
ふ)｣

が
関
連
づ
け
て
詠
ま
れ
る
歌
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
万
葉
集
に
は
見
い
だ
し
が
た
く
、
平

安
時
代
で
は
、
紅
葉
に｢

枝
な
が
ら
見
て
を
か
へ
ら
ん
も
み
ぢ
ば
は
を
ら
ん
ほ
ど
に
も
ち
り
も
こ
そ
す
れ｣(

拾
遺

集
・
三
・
秋
・
二
○
一
・
源
兼
光)

が
あ
る
が
、
花
で
は
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て｢

桜
花
た
を
れ
ば
ち
ら
ぬ
も
の
な

ら
ば
こ
ず
ゑ
に
人
の
の
こ
さ
ま
し
や
は｣(

散
木
奇
歌
集
・
一
二
三)

、｢

風
を
の
み
何
か
と
が
め
む
桜
ば
な
手
折
ら

ば
袖
に
散
り
や
か
か
ら
ぬ｣(

林
葉
集
・
一
一
二)

が
見
ら
れ
、
折
れ
ば
散
る
と
い
う
関
係
が
詠
ま
れ
る
。 

に
ほ
ひ
の
あ
か
ず 

｢

に
ほ
ひ｣

は
、
視
覚
的
な
美
し
さ
と
香
り
を
言
う
場
合
が
あ
る
。
万
葉
集
で
は
視
覚
的
な
美

を
表
す
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
平
安
時
代
以
降
は
嗅
覚
的
な
用
法
も
一
般
的
に
な
る
。
平
安
時
代
の
用
例
を
見

る
と
、
花
が｢
ち
る｣

と
き｢

に
ほ
ひ｣

が
詠
ま
れ
る
と
、｢

山
た
か
み
つ
ね
に
嵐
の
吹
く
さ
と
は
に
ほ
ひ
も
あ
へ
ず

花
ぞ
ち
り
け
る｣(
古
今
集
・
十
・
物
名
・
四
四
六
・
紀
利
貞)

、｢

に
ほ
ひ
つ
つ
ち
り
に
し
花
ぞ
お
も
ほ
ゆ
る
夏
は

緑
の
葉
の
み
し
げ
れ
ば｣(
後
・
四
・
夏
・
一
六
五)

な
ど
の
よ
う
に
、
視
覚
的
用
法
が
格
段
に
多
い
。
平
安
時
代

の
和
歌
で
嗅
覚
を
表
す
用
例
も
、｢

ち
る
と
見
て
あ
る
べ
き
も
の
を
梅
花
う
た
て
に
ほ
ひ
の
そ
で
に
と
ま
れ
る｣
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(

古
今
集
・
一
・
春
上
・
四
七
・
素
性)

、｢

わ
ぎ
も
こ
が
そ
で
か
と
ぞ
思
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
は
ね
う
つ
ち
り
の
花
の

に
ほ
ひ
を｣(
大
斎
院
前
御
集
・
五
三
、｢

ち
り｣

は｢

塵｣

と｢

散
り｣

の
掛
詞)

な
ど
、
少
な
い
な
が
ら
見
い
だ
せ
る
。

と
す
れ
ば
、
当
歌
の｢

に
ほ
ひ｣

は
、
和
歌
の
一
般
的
な
用
法
か
ら
は
視
覚
的
な
美
し
さ
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
る

一
方
で
、
嗅
覚
的
な
美
し
さ
も
表
す
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
句
題
に
あ
る｢

芳｣

に
も
香
り
だ
け

で
な
く
、
見
た
目
の
意
も
あ
る
。｢

あ
か
ず｣

は
、
飽
き
る
こ
と
が
な
い
、
の
意
で
、
結
句
の
「
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
」

を
修
飾
す
る
。 

お
も
ほ
ゆ
る
か
な 

｢

お
も
ほ
ゆ｣

は
、｢
思
ふ｣

に
自
発
の
助
動
詞｢

ゆ｣

が
付
い
て
で
き
た｢

お
も
は
ゆ｣

の
変
化
し

た
形
。
自
然
に
思
わ
れ
る
と
い
う
、
自
発
の
意
。｢

お
も
ほ
ゆ
る
か
な｣

は
類
型
句
で
、
意
味
と
音
数
か
ら
該
歌
の

よ
う
に
結
句
に
置
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。｢
あ
づ
さ
ゆ
み
春
た
ち
し
よ
り
年
月
の
い
る
が
ご
と
く
も
お
も
ほ

ゆ
る
か
な｣(

古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
二
七
・
凡
河
内
躬
恒)

、｢

水
の
お
も
に
し
づ
く
花
の
色
さ
や
か
に
も
君
が

み
か
げ
の
お
も
ほ
ゆ
る
か
な｣(

古
今
集
・
十
六
・
哀
傷
・
八
四
五
・
小
野
篁)

。｢

お
も
ほ
ゆ｣

を
構
成
す
る｢

思
ふ｣

は
、｢

ま
と
ま
り
の
な
い
主
観
的
な
想
像
を
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
る｣

か
ら(

藤
井
俊
博｢

思
ふ｣

。
山
口
明
穂
・

秋
本
守
英
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院 

二
○
○
一
年)

、｢

お
も
ほ
ゆ｣

の
対
象
で
あ
る
、
折
っ
た
や
否

や
散
り
ま
が
う
花
は
、
古
今
集
八
四
五
番
歌
の
よ
う
に
、
実
際
の
行
為
・
事
態
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
想
像
上

の
も
の
で
あ
る
。 

  
 

【
補
注
】 

 

当
歌
の
工
夫
は
、
散
る
花
に
美
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
一
般
的
に
、
古
典
和
歌
に
お
い
て
花
の
散

る
の
を
惜
し
む
の
は
、
咲
く
花
を
こ
そ
賞
美
し
続
け
て
い
た
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
当
歌
は
倒
錯
的

あ
る
い
は
退
嬰
的
と
も
言
え
る
。
し
か
も
、
そ
の
美
は
【
語
釈
】
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
「
に
ほ
ふ
」
の
表
わ
す

視
覚
と
嗅
覚
の
両
方
に
関
わ
る
。
両
方
の
美
が
詠
ま
れ
る
春
の
花
と
し
て
は
、
梅
、
中
で
も
紅
梅
が
想
起
さ
れ
よ

う
が
、
当
歌
に
は
そ
こ
ま
で
の
特
定
性
は
認
め
が
た
い
。 

第
三
句｢

ち
り
ま
が
ふ｣

を
終
止
形
、
連
体
形
の
い
ず
れ
と
す
る
か
で
、
三
句
切
れ
と
す
る
か
句
切
れ
な
し
と
す

る
か
、
す
な
わ
ち
一
首
の
組
み
立
て
に
違
い
が
出
て
く
る
。
本
集
歌
の
特
徴
の
一
つ
に
、
句
切
れ
の
歌
が
一
割
程

度
し
か
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
当
歌
も
句
切
れ
な
し
の
蓋
然
性
が
高
い
。
赤
人
集(

六)

所
収
。 

【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
に
示
す
、
白
氏
文
集
の｢

花
下
自
勧
酒｣(

巻
十
三
・
○
七
○
三)

、
七
言
絶
句
の
承
句
で
あ
る
。

同
句
は
千
載
佳
句(

六
七
六)

に
も
採
ら
れ
て
い
る
。 

酒
盞
酌
来
須
満
々(

酒
盞
、
酌く

み
来き

た

っ
て

須
す
べ
か
ら

く
満
々
た
る
べ
し) 

花
枝
看
即
落
紛
々(

花
枝
看
れ
ば
即
ち
落
つ
る
こ
と
紛
々
た
り)        

莫
言
三
十
是
年
少(

言
ふ
莫な

か
れ
、
三
十
は
是
れ
年
少
と)        

百
歳
三
分
已
一
分(

百
歳
、
三
分
し
て
已す

で

に
一
分
な
り)        

春
歌
の
素
材
と
し
て
は
、
承
句
の
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
、
三
番
歌
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
こ

の
詩
は
、
歳
を
と
る
こ
と
の
速
さ
を
歌
い
、
咲
い
て
す
ぐ
散
り
乱
れ
る
花
を
詠
む
承
句
も
そ
の
比
喩
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
る
が
、
当
歌
に
は
そ
の
よ
う
な
表
現
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
句
題
の
背
景
を
成
す
こ
の

詩
全
体
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
歌
作
と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
歌
に
お
け
る
「
あ
か
ず
お
も
ほ
ゆ
る
」
こ
と
の
理
由
と

し
て
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
そ
う
い
う
想
像
を
す
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
加
齢
へ
の
感
慨
が
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。 

詩
承
句
と
本
集
句
題
に
は
本
文
の
異
同
が
あ
る
。｢

看
即
落｣

が
句
題
で
は｢

挙
処
芳｣

と
な
っ
て
い
る
。
本
集
他

本
で
も｢

看
即
落｣

は
な
く
、｢

擧｣

を｢

攀｣

と
す
る
か
、｢

擧｣

に｢

攀｣

を
傍
書
す
る
本
文
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

｢

擧｣

で
は
意
味
が
通
じ
に
く
く
、
字
形
の
類
似
か
ら
の
誤
写
の
可
能
性
が
想
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
句
題
は｢

攀

処
芳｣

と
校
訂
し
て
お
く
。 

句
題
と
和
歌
を
比
較
す
れ
ば
、
句
題
の｢

花
枝｣

に
歌
の｢

花
の
え
だ｣

、｢

攀｣

に｢

を
り
つ
る｣

、
「
処
」
に
「
か

ら
に
」
、｢

芳｣

に｢

に
ほ
ひ｣

、｢

紛
々｣

に
は｢

ち
り
ま
が
ふ｣

が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
句
題

に
は
歌
の｢

あ
か
ず
お
も
ほ
ゆ
る
か
な｣

に
相
当
す
る
語
が
な
い
。
金
子
彦
二
郎
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
句
題

は
、
ほ
ぼ｢

花
の
え
だ
を
り
つ
る
か
ら
に
ち
り
ま
が
ふ
に
ほ
ひ(

の)｣

に
相
当
し
、｢

あ
か
ず
お
も
ほ
ゆ
る
か
な｣

が

和
歌
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、【
語
釈
】
で
触
れ
た
よ
う
に
、
原
拠
詩
で
は
散
る
花
の
実
景(

題
が｢

花

下
自
勧
酒｣

で
あ
る
よ
う
に)

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
は
想
像
あ
る
い
は
記
憶(

お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
散
る
花)

の
情
景
を
詠
む
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
が
、
句
題
と
和
歌
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
句
題
は

実
景
描
写
の
み
で
、
そ
の
実
景
に
対
す
る
詠
み
手
の
思
い
を
言
語
化
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
和
歌
は
想
像
上

の
散
花
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
首
を
詠
嘆
の
終
助
詞｢

か
な｣

で
統
括
す
る
感
動
文
と
し
て
い
る
点
で
も
異

な
る
。 
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不
見
洛
陽
華 

五 

神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
に
す
む
人
は
み
や
こ
に
に
ほ
ふ
は
な
を
だ
に
み
ず 

 

【
通
釈
】 

神
々
し
い
ま
で
に
古
び
て
し
ま
っ
て
い
る
里
に
住
む
人
は
、
都
で
美
し
く
咲
く
花
を
さ
え
見
る
こ
と
が
な
い
。 

【
語
釈
】 

神
さ
び
て 

｢

神
さ
ぶ｣

は
神
々
し
い
、
厳
か
だ
、
の
意
。
古
く
な
る
こ
と
が｢

神
さ
ぶ｣

に
つ
な
が
る
の
は
、｢

茂

岡
に
神
さ
び
立
ち
て(

神
佐
備
立
而)

栄
え
た
る
千
代
松
の
木
の
年
の
知
ら
な
く｣(

万
葉
集
・
六
・
九
九
○
・
紀
鹿

人)

の
よ
う
に
松
や
杉
、｢

い
な
り
山
し
る
し
の
す
ぎ
の
年
ふ
り
て
み
つ
の
み
や
し
ろ
神
さ
び
に
け
り｣(

千
載
集
・

十
八
・
雑
下
・
一
一
七
八
・
有
慶)

の
よ
う
な
神
社
が
多
く
、
当
歌
の
よ
う
に｢

さ
と
（
里
）｣

に
つ
い
て
言
う
の
は

稀
で
あ
る
。 

ふ
り
ぬ
る
さ
と
に 

｢

ふ
り
ぬ
る
さ
と｣

は
古
く
な
っ
た
里
の
こ
と
で
、｢

ふ
る
さ
と｣

に
同
じ
。｢

ふ
る
さ
と｣

は
か

つ
て
関
わ
り
が
あ
り
な
が
ら
、
今
で
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
土
地
で
あ
る
た
め
に
、｢

ふ
る
さ
と
に
あ
ら
ぬ
も

の
か
ら
わ
が
た
め
に
人
の
心
の
あ
れ
て
見
ゆ
ら
む｣(

古
今
集
・
十
四
・
恋
四
・
七
四
一
・
伊
勢)

、｢

ひ
と
り
の
み

な
が
め
て
と
し
を
ふ
る
さ
と
の
あ
れ
た
る
さ
ま
を
い
か
に
見
る
ら
む｣(

後
撰
集
・
十
五
・
雑
一
・
一
一
一
九
・
敦

実
親
王)

の
よ
う
に
、
荒
れ
果
て
た
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
当
歌
の
里
は
、｢

み
や
こ｣

す
な

わ
ち
平
安
京
に
対
す
る
旧
都
奈
良
で
あ
ろ
う
。
古
今
集
に｢

ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
な
ら
の
み
や
こ
に
も
色
は
か

は
ら
ず
花
は
さ
き
け
り｣(

古
今
集
・
三
・
春
下
・
九
○)

と
詠
ま
れ
た
奈
良
は
、｢

ふ
る
さ
と
の
な
ら
の
宮
こ
の
始

よ
り
な
れ
に
け
り
と
も
み
ゆ
る
衣
か｣(

後
撰
集
・
十
五
・
雑
一
・
一
一
一
三
・
大
輔
。
男
が
間
違
え
て
古
い
夜
具

を
持
っ
て
き
た
の
を
か
ら
か
っ
た
歌)

、｢

身
は
は
や
く
な
ら
の
都
に
な
り
に
し
を
こ
ひ
し
き
事
の
ふ
り
せ
ざ
る
ら

ん｣(

拾
遺
集
・
十
四
・
恋
四
・
八
六
一)

な
ど
と
詠
ま
れ
、
や
は
り
古
び
た
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た｢
ふ

り
ぬ
る
里｣

に
、
さ
ら
に｢

神
さ
び
て｣

と
い
う
表
現
ま
で
付
加
す
る
に
は
、
作
者
に
特
別
な
意
図
が
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
（
【
比
較
対
照
】
参
照
）
。 

す
む
人
は 

 

歌
の｢

人｣

は
、
人
一
般
を
表
す
こ
と
も
、
自
分
で
あ
れ
相
手
で
あ
れ
、
特
定
個
人
を
表
す
こ
と
も

あ
る
。
本
稿
で
は
【
比
較
対
照
】
で
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
相
手
で
あ
る
と
採
っ
て
お
く
。 

み
や
こ
に
に
ほ
ふ 

「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
四
番
歌
【
語
釈
】
「
に
ほ
ひ
の
あ
か
ず
」
の
項
を
参
照
。
当
歌

で
は
動
詞
連
体
形
と
し
て
直
後
の｢

は
な｣

に
か
か
る
が
、
そ
の
含
意
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。｢

あ
を
に
よ
し
奈

良
の
都
は
咲
く
花
の
薫に

ほ

ふ
が
ご
と
く(

薫
如)

今
盛
り
な
り｣(

万
葉
集
・
三
・
三
二
八
・
小
野
老)

の
よ
う
に
、
都
の

繁
栄
ぶ
り
を｢

に
ほ
ふ｣

花
に
喩
え
た
り
、
や
や
時
代
は
下
る
が｢

に
ほ
ふ
ら
ん
は
な
の
み
や
こ
の
こ
ひ
し
く
て
を

る
に
も
の
う
き
山
ざ
く
ら
か
な｣(

後
拾
遺
集
・
一
・
春
上
・
九
二
・
上
東
門
院
中
将)

の
よ
う
に
、
都
の
花
だ
か
ら

こ
そ
特
に｢

に
ほ
ふ｣

と
表
現
し
た
り
す
る
用
例
か
ら
す
れ
ば
、
当
歌
の｢

に
ほ
ふ｣

も
単
に
花
の
美
し
さ
を
い
う
だ

け
で
な
く
、
都
の
華
や
か
さ
を
も
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
後
拾
遺
集
九
二
番
歌
の｢

は
な
の
み
や
こ｣

は
、
一
条
朝

頃
か
ら
見
ら
れ
始
め
、
能
因
法
師
集
周
辺
で
自
覚
的
に
使
用
さ
れ
た
歌
語
で
あ
り(

小
町
谷
照
彦
『
古
今
和
歌
集
と

歌
こ
と
ば
表
現
』
岩
波
書
店 

一
九
九
四
年
・
川
村
晃
生
『
摂
関
和
歌
史
の
研
究
』
三
弥
生
書
店 

一
九
九
一
年)

、

漢
語｢

華(

花)

洛｣

に
相
当
し(

久
保
田
淳｢

花
の
都｣

。
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川

書
店 

一
九
九
九
年)

、
都
の
外
部
か
ら
都
を
把
握
し
た
も
の
で
華
や
か
な
都
の
映
像
を
喚
起
す
る
と
さ
れ
る(

小

町
谷
・
川
村
前
掲
書)

。
当
歌
の｢

み
や
こ
に
に
ほ
ふ
は
な｣

は
、
こ
の
よ
う
な
後
世
の｢

花
の
都｣

に
連
な
る
語
句
と

い
え
よ
う
。 

は
な
を
だ
に
み
ず 

｢

あ
づ
ま
ぢ
の
の
ぢ
の
雪
ま
を
わ
け
て
き
て
あ
は
れ
宮
こ
の
花
を
見
る
か
な｣(

拾
遺
集
・
十

六
・
雑
春
・
一
○
四
九
・
藤
原
長
能)

と
あ
る
よ
う
に
、
都
は｢

花
の
美
し
く
咲
く
所｣(

小
町
谷
照
彦
『
拾
遺
和
歌

集
』
岩
波
書
店 

一
九
九
○
年)

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、｢

藤
波
の
花
は(

藤
浪
之
花
者)

盛
り
に
な
り
に
け
り
奈

良
の
都
を(

平
城
京
乎)

思
ほ
す
や
君｣(

万
葉
集
・
三
・
三
三
○
・
大
伴
四
綱)

、｢

梅
の
花(

宇
梅
能
波
奈)

折
り
か
ざ

し
つ
つ
諸
人
の
遊
ぶ
を
見
れ
ば
都
し
ぞ
思
ふ(

弥
夜
古
之
叙
毛
布) ｣(

万
葉
集
・
五
・
八
四
三
・
土
師
氏
御
道)

の
よ

う
に
、
花
は
都
を
思
い
出
す
よ
す
が
と
な
る
。｢

だ
に｣

は
程
度
の
軽
い
も
の
を
あ
げ
て
重
い
も
の
を
類
推
さ
せ
る

副
助
詞
。
こ
こ
で
は
、
春
に
強
い
関
心
の
的
と
な
る
都
の
花
さ
え
見
な
い
こ
と
か
ら
、
都
の
花
以
外
の
春
の
景
物

さ
ら
に
は
都
の
繁
栄
ぶ
り
も
見
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

【
補
注
】 

当
歌
は
、
後
撰
集
（
一
一
六
）
と
新
勅
撰
集
（
七
四
）
に
入
集
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
撰
集
歌
は
「
よ
み
人

し
ら
ず
」
、
新
勅
撰
集
歌
は
「
赤
人
」
の
作
と
さ
れ
、
千
里
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
後
撰
集
で
は
、｢

宮
づ
か
へ

し
け
る
女
の
、
い
そ
の
神
と
い
ふ
所
に
す
み
て
、
京
の
と
も
だ
ち
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る｣

と
い
う
詞
書
も
付

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詞
書
か
ら
は
、
当
歌
に
対
す
る
解
釈
の
傾
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
れ
は
、
「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
」
と
は
「
い
そ
の
神
」
つ
ま
り
大
和
地
方
の
旧
都
で
あ
り
、
「
み
や
こ
」

と
は
「
京
」
つ
ま
り
友
達
の
住
む
平
安
京
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
前
者
に
住
む
「
人
」
は
詠
み
手
で
あ
る
「
女
」

つ
ま
り
私
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
後
撰
集
歌
は
、
句
題
と
切
り
離
し
て
、
単
独
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
当
歌

は
こ
の
よ
う
な
設
定
と
し
て
解
釈
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
次

の
【
比
較
対
照
】
に
述
べ
る
よ
う
に
、
当
歌
が
あ
く
ま
で
も
句
題
と
の
関
係
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

そ
う
は
な
り
え
な
い
。 

ま
た
、
当
歌
は
、｢
～
に
す
む
人
は
、
…
…
打
ち
消
し
語
。｣

と
い
う
一
文
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他

に
も
、｢

を
み
な
へ
し
か
れ
に
し
の
べ
に
す
む
人
は
ま
づ
さ
く
花
を
ま
た
で
と
も
見
ず｣(

後
撰
集
・
二
十
・
哀
傷
・
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一
四
〇
一
・
藤
原
忠
平)

、｢

あ
し
ひ
き
の
山
の
こ
で
ら
に
す
む
人
は
わ
が
い
ふ
こ
と
も
か
な
は
ざ
り
け
り｣(

拾
遺

集
・
九
・
雑
下
・
五
二
七
・
源
経
房)

な
ど
の
よ
う
に
、
類
型
的
に
見
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
歌
に
お
い
て
も
、
そ
の

「
人
」
は
詠
み
手
自
身
の
こ
と
を
表
す
と
見
ら
れ
る
。
赤
人
集(

七)

に
も
所
収
。 

【
比
較
対
照
】 

原
拠
詩
は
、
次
に
示
す
、
白
氏
文
集
の｢

恨
去
年｣(

巻
五
十
八
・
二
八
一
三)

、
五
言
絶
句
の
結
句
で
あ
る
。 

老
去
猶
耽
酒(

老
い
去
つ
て
猶
ほ
酒
に
耽ふ

け

り) 

春
来
不
著
家(

春
来き

た

り
て
は
家
に
著つ

か
ず) 

去
年
来
校
晩(

去
年
来
る
こ
と
校や

や

晩お
そ

く) 

不
見
洛
陽
花(

洛
陽
の
花
を
見
ず) 

 

底
本
の
句
題
本
文
は
「
不
見
洛
帰
華
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
拠
詩
も
ふ
ま
え
、
「
陽
」
と
「
帰
」
両
字
の
崩

し
書
体
の
類
似
に
よ
る
誤
読
・
誤
写
と
見
て
、
「
陽
」
に
改
め
る
。 

 

こ
の
詩
に
お
い
て
、
春
歌
の
歌
材
・
句
題
と
な
り
そ
う
な
の
は
、
「
花
」
字
を
含
む
結
句
し
か
あ
る
ま
い
。
し

か
も
、
そ
れ
を
「
不
見
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
千
里
は
歌
作
の
刺
激
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
以
下
よ
う
な
解
釈
に
よ
る
。 

原
拠
詩
の
結
句
は
、
承
句
の
「
去
年
来
校
晩
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
去
年
の
春
に
「
不
見
洛
陽
華
」

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
恨
去
年
」
と
い
う
詩
題
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
今
年
の
春
は
洛
陽
に

い
て
、
そ
の
華
を
賞
美
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ど
ち
ら
の
主
体
も
、
詩
作
者
自
身
つ

ま
り
白
氏
で
あ
る
。 

 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
拠
詩
の
文
脈
全
体
が
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
句
題
が
設
定
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
句
題
だ
け
を
切
り
離
し
て
み
れ
ば
、
「
不
見
」
と
い
う
時
制
に
関
わ
ら
な
い
表

現
は
、
今
現
在
の
こ
と
で
し
か
な
く
、
か
つ
そ
の
主
体
は
不
明
で
あ
る
。 

「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
に
す
む
人
は
み
や
こ
に
に
ほ
ふ
は
な
を
だ
に
み
ず
」
と
い
う
歌
本
文
に
お
い
て
は
、

『
全
釈
』
が
説
く
よ
う
に
、
句
題
は
表
現
上
の
対
応
を
見
れ
ば
、「
千
里
集
で
は
下
の
句
が
そ
れ
に
相
当
す
る
」
。

こ
の
「
み
や
こ
に
に
ほ
ふ
は
な
を
だ
に
み
ず
」
と
い
う
日
本
語
表
現
か
ら
は
、
現
在
の
こ
と
と
し
て
し
か
受
け
取

り
よ
う
が
な
い
。
そ
し
て
そ
の
主
体
も
上
の
句
の
「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
に
す
む
人
」
以
外
に
は
あ
り
え
な

い
。 

｢

洛
陽｣

と
い
う
中
国
固
有
の
地
名
は
、
和
歌
で
は
そ
の
ま
ま
使
え
な
い
の
で
、
日
本
の
ど
こ
か
に
置
き
替
え
ざ

る
を
え
な
い
。
当
歌
に
詠
ま
れ
た
場
所
は
「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
」
と
「
み
や
こ
」
の
二
カ
所
で
あ
り
、
そ

の
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
記
の
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
「
洛
陽
」
に
相
当
す
る
の
は
「
み
や
こ
」
に
な

り
そ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
の
「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
」
と
考
え
て
お
き
た
い
。 

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
白
氏
在
世
当
時
の
中
国
の
「
み
や
こ
」
は
洛
陽
で
は
な
く
長
安
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
千
里
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
長
安
を
「
み
や
こ
」
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に

洛
陽
は
「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
」
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
主
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
『
全
釈
』
で
は
、

「
人
」
を
「
私
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
「
私
」
が
千
里
自
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
安
京
に
住
む
千
里
が
「
神

な
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
」
の
人
に
は
な
り
え
な
い
。
仮
想
上
の
「
私
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
誰
か
と
い
う

こ
と
が
改
め
て
問
題
に
な
ろ
う
。 

以
上
か
ら
、
句
題
の
「
洛
陽
」
に
相
当
す
る
の
は
、
当
歌
の
「
神
さ
び
て
ふ
り
ぬ
る
さ
と
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

住
む
「
人
」
は
千
里
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
「
人
」
と
は
誰
か
。
白
氏
の
こ
と
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
当
歌
を
、
白
氏
に
よ
る
句
題
に
対
す
る
応
答
歌
と
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
白
氏
は
住
み
慣
れ

た
洛
陽
に
戻
っ
て
、
そ
こ
の
華
を
満
喫
し
て
い
て
、
「
み
や
こ
」
の
華
は
お
ろ
か
、
そ
の
繁
栄
ぶ
り
に
何
の
興
味

も
な
く
見
よ
う
と
も
し
な
い
の
で
す
ね
、
と
や
や
皮
肉
っ
ぽ
く
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
皮
肉
感
は
、
「
神

な
び
て
」
と
い
う
古
さ
を
強
調
す
る
表
現
や
、
「
は
な
だ
に
」
の
「
だ
に
」
と
い
う
軽
重
の
対
比
を
際
立
た
せ
る

副
助
詞
に
、
よ
く
表
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
拠
詩
と
当
歌
の
「
不
見
」
に
お
け
る
時
間
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
見
事
に

解
消
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
句
題
と
歌
と
の
関
係
は
、
も
と
よ
り
直
訳
で
は
あ
り
え
ず
、
意
訳
で

さ
え
も
な
く
、
贈
答
と
い
う
新
た
な
試
み
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

な
お
、
『
新
撰
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
な
贈
答
関
係
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
四
七
番

歌
「
を
み
な
へ
し
匂
へ
る
野
辺
に
宿
り
せ
ば
綾
無
く
あ
だ
の
名
を
や
立
て
な
む
」
と
、
そ
れ
に
合
わ
さ
れ
た
漢
詩

「
女
郎
花
野
宿
羇
夫
／
不
許
繁
花
負
万
区
／
蕩
子
従
来
無
定
意
／
未
嘗
苦
有
得
羅
敷
」
と
は
、
男
の
贈
歌
と
、
そ

れ
に
対
す
る
女
（
「
お
み
な
へ
し
」
）
の
答
歌
に
擬
せ
ら
れ
る
（
半
澤
幹
一
・
津
田
潔
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
参
照
）
。 
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An Investigation and interpretation of ‘Oeno Chisato-shu’ 

（大江千里集）(2) 

KOIKE Hiroaki*1 and HANZAWA Kan’ichi*2  

This paper is an investigation and interpretation (釈論 ) of ‘Oe no Chisato-shu’  (大江千里集 ) 

which is an anthology of Waka (和歌＝ancient Japanese poems) by Oe himself.  

In this anthology, as usually called Kudai-waka (句題和歌 ), each Waka is given one phrase poetic 

title from Kanshi (漢詩＝ancient Chinese poem) selected by Oe.  

The authors of this paper think that the mutual relations between expressions in both Waka and 

Kanshi have various patterns. So， the central purpose of our investigation is to concretely 

explicate the actual condition of all these patterns．  And first,this paper treats of Waka No.1～

No.5 of‘Oe no Chisato-shu ’. 
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