
『
菟
玖
波
集
』
付
句
の
当
座
性
に
つ
い
て

岩
　
下
　
紀
　
之

1

　
文
和
二
年
六
月
六
日
、
後
光
厳
院
は
二
条
良
基
の
押
小
路
亭
に
行
幸
、
つ
い
で
比
叡
山
に
向
か
っ
た
。
十
三
日
に
は
美
濃
国
垂
井
に
着
き
、

や
が
て
小
島
の
土
岐
頼
康
の
館
を
行
宮
と
し
た
。
美
濃
行
幸
の
先
例
は
霊
亀
三
年
九
月
、
元
正
天
皇
の
御
代
に
あ
る
。
奈
良
時
代
の
初
期
、
壬

申
の
乱
の
記
憶
が
残
る
こ
ろ
で
、
勝
利
し
た
天
武
・
持
統
の
直
系
の
孫
に
あ
た
る
元
正
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
旅
は
何
の
不
安
も
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
当
香
郡
多
度
山
の
美
泉
の
水
は
、
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自
盟
手
面
、
皮
膚
如
滑
、
亦
洗
痛
処
、

目
如
明
。
自
余
瘤
疾
、
威
皆
平
愈
。

無
不
除
愈
、
在
朕
之
躬
、
甚
有
其
験
。
又
就
而
飲
浴
之
者
、
或
白
髪
反
黒
、
或
頽
髪
更
生
、
或
闇

と
い
う
こ
と
で
、
は
な
は
だ
霊
験
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
霊
亀
を
養
老
に
改
元
し
た
吉
例
で
あ
る
。



　
し
か
し
今
度
の
後
光
厳
院
の
行
幸
は
、
南
朝
軍
に
都
を
追
わ
れ
、
院
を
奉
ず
る
足
利
義
詮
の
軍
は
敗
走
し
、
近
江
坂
本
か
ら
の
途
次
、
足
利

方
の
重
臣
佐
々
木
秀
綱
が
討
死
す
る
と
い
う
危
険
な
旅
で
あ
っ
た
。
美
濃
守
護
の
土
岐
頼
康
は
居
城
の
小
島
に
一
行
を
迎
え
、
鎌
倉
に
居
た
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
尊
氏
に
西
上
を
促
す
。
遅
れ
て
美
濃
に
や
っ
て
来
た
二
条
良
基
は
『
小
島
の
す
さ
み
』
を
著
し
、
こ
の
事
件
の
経
緯
を
書
き
留
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
さ
て
『
菟
玖
波
集
』
に
は
、
こ
の
美
濃
行
幸
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
句
が
二
句
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
文
和
二
年
六
月
世
間
静
か
な
ら
ぬ
事
有
て
美
濃
国
を
し
ま
と
い
ふ
所
行
宮
に
て
侍
け
る
に
同
七
月
彼
所
に
て
連
歌
し
侍
り
し
に

　
　
　
　
を
し
ま
の
さ
と
は
た
・
松
の
風
と
侍
に

一
六
四
四
旅
に
有
み
の
・
を
山
の
う
き
秋
に
　
関
白
前
左
大
臣

　
　
　
　
お
な
し
所
に
て

　
　
　
　
ま
ち
え
て
見
る
は
旅
の
た
ま
つ
さ

一
六
四
五
鳩
の
な
く
ほ
と
は
雲
ゐ
の
都
よ
り

　
作
者
関
白
前
左
大
臣
は
二
条
良
基
そ
の
人
で
あ
り
、
詞
書
に
も
句
に
も
地
名
等
が
明
記
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

前
句
は
、
美
濃
に
ち
な
ん
で
『
新
古
今
和
歌
集
』
一
六
〇
一
の
後
京
極
摂
政
の

人
す
ま
ぬ
ふ
は
の
関
屋
の
い
た
び
さ
し
あ
れ
に
し
の
ち
は
た
だ
秋
の
か
ぜ

興
行
の
事
情
は
明
確
で
あ
る
。
一
六
四
四
の

を
取
り
、
「
小
島
」
の
地
名
を
詠
む
。
付
句
は
こ
の
地
名
に
対
し
て
「
美
濃
の
を
山
」
と
歌
枕
で
応
じ
、
ま
た
、
「
旅
に
あ
る
身
」
と
「
美
濃
」

の
懸
詞
を
き
か
せ
て
い
る
。
一
六
四
五
で
は
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
四
七
〇
、
『
伊
勢
物
語
』
十
二
段
の
、
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わ
す
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
ゐ
に
成
り
ぬ
と
も
そ
ら
行
く
月
の
廻
り
あ
ふ
ま
で

　
を
取
り
、
都
人
と
の
再
会
を
願
う
気
持
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
和
歌
の
優
雅
な
修
辞
法
を
使
い
こ
な
し
て
、

幸
の
切
な
さ
を
歌
い
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
句
が
詠
じ
ら
れ
た
一
座
の
連
衆
は
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ
た
ろ
う
か
。
『
梵
灯
庵
主
返
答
書
』
に
は
、

摂
政
殿
は
人
の
御
点
を
申
と
て
、

御
出
あ
り
し
也

こ
の
行

夜
深
く
門
を
拍
な
と
す
る
に
も
、
や
か
て
内
よ
り
連
歌
を
詠
吟
あ
り
て
、
殿
上
人
に
紙
燭
を
さ
・
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
伝
え
て
い
る
。
尋
常
な
ら
ぬ
連
歌
へ
の
執
心
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
美
濃
で
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
『
小
島
の
す
さ
み
』
に
は
、

い
な
か
人
は
連
歌
な
ど
い
ふ
こ
と
を
こ
の
む
も
の
に
て
、
点
な
と
方
々
よ
り
お
ほ
く
申
侍
し
か
ど
、
み
な
む
つ
か
し
う
て
返
し
ぬ
。

と
あ
り
、
美
濃
の
い
な
か
人
に
は
そ
っ
け
な
い
態
度
で
臨
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
は
不
意
の
出
来
事
で
、
美
濃
現
地
に
周
到
な
用

意
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、
摂
関
家
の
貴
族
と
土
地
の
人
々
と
が
一
座
す
る
よ
う
な
連
歌
の
席
は
考
え
に
く
い
。
北
朝
の
廷
臣
達
が
興
行
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
小
島
で
の
滞
在
は
ま
さ
に
「
う
き
秋
」
で
あ
り
、
「
旅
の
玉
章
」
が
よ
き
音
信
を
も
た
ら
す
こ
と
を
希
望
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
小
島
の
里
の
人
々
と
の
交
歓
を
示
す
句
が
詠
ま
れ
る
情
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
六
四
四
の
前
句
と
付
句
で
は
、
二
個
所
の
地
名
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
「
美
濃
の
お
山
」
は
古
来
の
歌
枕
で
、
特
に
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
「
小
島
の
里
」
は
他
に
は
見
当
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
管
見
に
よ
る
限
り
で
は
、
『
ふ
ち
河
の
記
』
に
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芦
か
き
の
ま
ち
か
き
跡
を
尋
て
も
小
嶋
の
里
に
み
ゆ
き
や
は
せ
ぬ

の
一
首
を
検
し
た
の
み
で
あ
る
。
こ
の
記
は
、
一
条
兼
良
の
応
仁
の
乱
を
避
け
た
時
の
紀
行
文
で
あ
り
、
兼
良
は
実
の
祖
父
二
条
良
基
の
文
和

の
小
島
滞
在
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
地
を
和
歌
の
題
材
と
す
る
の
は
、
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
百
韻
が
興
行
さ
れ
た

当
座
の
眼
前
の
景
を
詠
じ
た
句
が
、
『
菟
玖
波
集
』
の
轄
旅
の
巻
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

2

　
美
濃
国
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
北
条
氏
一
族
が
守
護
を
務
め
て
い
た
が
、
も
と
も
と
美
濃
源
氏
が
国
中
に
幡
鋸
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

北
条
政
権
の
崩
壊
の
後
、
美
濃
源
氏
の
中
心
を
な
す
土
岐
氏
は
守
護
職
を
獲
得
し
、
土
岐
頼
貞
、
そ
の
子
頼
遠
、
頼
遠
の
兄
頼
清
の
子
頼
康
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

順
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
。
土
岐
頼
遠
に
つ
い
て
は
、
光
厳
院
の
行
列
に
狼
籍
を
は
た
ら
い
た
た
め
、
康
永
元
年
十
二
月
に
諌
せ
ら
れ
た
こ
と
、

し
か
る
に
、
延
文
四
年
成
立
の
『
新
千
載
和
歌
集
』
恋
・
一
七
四
二
に
、
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た
れ
に
猶
忍
の
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
心
の
お
く
の
こ
と
か
た
る
ら
む

が
採
ら
れ
、
以
後
、
新
拾
遺
、
新
後
拾
遺
に
も
一
首
ず
つ
入
集
し
た
勅
撰
歌
人
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
実
は
頼
貞
、

も
勅
撰
歌
人
で
あ
っ
て
、
土
岐
氏
の
歌
人
と
し
て
の
実
績
は
顕
著
で
あ
り
、
狼
籍
事
件
が
例
外
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

　
後
光
巌
院
一
行
を
供
応
し
、
事
態
の
沈
静
化
の
後
、
都
へ
送
り
返
し
た
が
、
『
小
島
の
す
さ
み
』
に
は
、

頼
康
と
三
人
と



た
る
井
の
頓
宮
は
当
国
の
守
護
頼
康
う
け
た
ま
は
り
て
つ
く
り
ま
う
く
。

廻
立
殿
・
大
嘗
宮
な
ど
の
心
地
ぞ
せ
し
。

黒
木
の
御
所
、
小
柴
垣
な
ど
ゆ
ひ
わ
た
し
て
、
か
う
ρ
＼
し
く
、

と
あ
り
、
充
分
の
と
り
あ
つ
か
い
が
で
き
た
も
の
と
見
え
る
。

　
さ
て
『
菟
玖
波
集
』
の
巻
十
四
・
雑
三

一
四
二
八

　
君
か
御
幸
は
名
こ
そ
高
け
れ

こ
れ
も
ま
た
も
・
し
き
な
り
し
小
嶋
山

源
頼
康

と
あ
る
の
は
、
後
光
厳
院
の
美
濃
行
幸
と
、
我
が
居
城
で
の
滞
在
を
無
上
の
光
栄
と
し
て
、
誇
ら
し
く
詠
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ど
の
よ

う
な
一
座
で
の
作
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
戦
い
に
明
け
暮
れ
す
る
武
士
に
と
っ
て
、
自
分
に
忠
誠
を
尽
す
人
々
と
の
団
結
は
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
日
常
の
行

事
に
あ
っ
て
も
、
一
族
や
家
臣
団
と
の
交
り
に
細
心
の
注
意
が
は
ら
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
守
護
大
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

主
催
す
る
連
歌
懐
紙
が
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る
。
永
徳
二
年
正
月
廿
二
日
の
今
川
了
俊
の
千
句
第
五
百
韻
、
寛
正
四
年
三
月
廿
七
日
の
細
川

　
　
　
　
　
り
　

勝
元
の
百
韻
な
ど
で
あ
る
が
、
連
衆
を
見
る
と
、
主
人
と
一
門
衆
、
あ
る
い
は
家
臣
達
の
集
ま
り
に
、
指
導
役
と
し
て
専
門
の
連
歌
師
が
加
わ

る
、
と
い
う
形
で
あ
る
。
了
俊
の
座
に
は
、
連
歌
師
ら
し
き
者
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
了
俊
自
身
が
一
流
の
作
者
で
、
他
に
指
導

者
の
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
土
岐
頼
康
の
一
座
も
、
こ
う
し
た
一
門
衆
、
重
臣
達
の
参
加
し
た
会
席
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
彼
ら
こ
そ

が
後
光
厳
院
の
一
行
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
は
た
し
、
都
へ
の
帰
還
の
準
備
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
座
で
、
「
こ
れ
も
ま

た
も
も
し
き
な
り
し
小
嶋
山
」
と
詠
み
あ
げ
ら
れ
た
時
、
一
同
は
深
い
感
動
を
共
有
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
な
り
し
」
と
過
去
形
で
詠
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ま
れ
て
い
る
が
、
『
菟
玖
波
集
』
は
延
文
元
年
ご
ろ
に
は
編
集
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
て
、
そ
の
三
年
前
が
美
濃
行
幸
の
年
で
あ
り
、
土
岐
頼
康

主
従
の
記
憶
は
ま
だ
鮮
烈
な
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
句
も
、
い
わ
ば
眼
前
に
小
島
の
地
を
据
え
た
当
座
の
句
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。　

連
歌
が
こ
の
よ
う
に
盛
ん
に
詠
ぜ
ら
れ
、
作
品
が
手
元
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
時
、
『
菟
玖
波
集
』
の
撰
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般

の
作
者
達
に
入
集
の
希
望
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
い
う
人
々
は
、
撰
者
の
手
元
に
自
分
の
句
集
を
届
け
、
し
か
る
べ
き
運
動
を
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『
菟
玖
波
集
』
に
対
す
る
小
槻
量
実
の
句
集
、
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
対
す
る
相
良
為
続
や
宗
友
の
句
集
は
、
現
存
す
る
例
な

の
で
あ
ろ
う
。
撰
者
は
、
そ
れ
ら
を
資
料
と
し
て
、
適
当
な
句
を
撰
び
、
大
き
な
撰
集
を
編
ん
で
い
っ
た
。
良
基
は
土
岐
頼
康
の
女
と
の
間
に
、

次
男
師
嗣
を
延
文
元
年
に
儲
け
、
三
男
経
嗣
も
延
文
三
年
に
生
れ
て
い
る
、
と
い
う
姻
戚
の
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
頼
康
は
こ
の
当
時

美
濃
・
尾
張
両
国
の
守
護
を
兼
ね
、
後
に
は
伊
勢
を
あ
わ
せ
た
三
国
の
、
そ
れ
も
隣
接
し
た
諸
国
の
守
護
を
務
め
る
有
力
な
大
名
で
あ
っ
て
、

こ
う
い
う
実
力
者
の
句
を
入
集
さ
せ
る
こ
と
に
も
政
治
的
な
配
慮
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
美
濃
へ
の
行
幸
の
記
憶
は
当

時
な
お
鮮
明
で
、
頼
康
の
句
は
撰
者
に
も
感
銘
を
与
え
る
作
で
あ
っ
た
ろ
う
。
な
お
、
そ
の
時
の
関
係
者
に
勅
撰
歌
人
は
多
い
が
、
行
幸
の
際

の
歌
は
勅
撰
集
に
は
見
当
ら
ず
、
『
菟
玖
波
集
』
の
三
句
が
、
往
時
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
の
三
句
が
、
当
座
の
景
を
詠
み
込
ん
だ
句
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
こ
の
当
座
性
は
、
あ
る
特

定
の
出
来
事
を
、
特
定
の
個
人
が
感
慨
を
も
っ
て
詠
ん
だ
も
の
と
定
義
づ
け
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
連
歌
付
句
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
詠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

み
ぶ
り
は
異
例
の
事
態
な
の
で
あ
っ
た
。
島
津
忠
夫
氏
の
一
文
を
借
り
て
み
よ
う
。
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連
歌
は
発
句
と
脇
句
を
除
い
て
は
、

く
の
で
あ
る
。

そ
の
当
座
の
状
況
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
前
句
に
表
現
さ
れ
た
世
界
を
展
開
し
て
ゆ



右
は
ま
こ
と
に
至
言
で
あ
っ
て
、
現
に
宗
舐
の
句
集
を
見
れ
ば
『
老
葉
』
『
下
草
』
に
は
付
句
に
一
切
の
詞
書
は
存
在
せ
ず
、
連
歌
興
行
の
場
と

付
句
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
窺
わ
せ
る
句
も
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
竹
林
抄
』
、
肖
柏
・
宗
長
・
基
佐
の
句
集
に
お
い
て
も
変
ら

な
い
。
と
す
れ
ば
、
付
句
に
お
け
る
当
座
性
は
、
『
菟
玖
波
集
』
の
特
徴
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

3

集
の
有
力
作
者
の
一
人
、
足
利
尊
氏
に
は
、
次
の
句
が
あ
る
。

　
　
　
　
こ
え
し
関
こ
そ
遠
き
山
な
れ

一
六
五
四
足
柄
の
麓
の
み
ち
は
竹
の
下

一47一

前
句
は
何
や
ら
人
生
を
暗
示
す
る
よ
う
な
旅
の
句
で
あ
る
が
、
付
句
は
二
つ
の
地
名
で
応
じ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
足
柄
は
古
来
の
歌
枕
で
、

万
葉
以
来
詠
み
つ
が
れ
て
き
て
い
る
。
竹
の
下
の
ほ
う
は
そ
う
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
紀
行
文
『
海
道
記
』
の
作
者
は
こ
こ
に
泊
っ
て
い
る

が
、
和
歌
に
詠
ん
で
は
お
ら
ず
、
『
東
関
紀
行
』
『
十
六
夜
日
記
』
の
作
者
達
は
、
足
柄
で
は
な
く
箱
根
を
越
え
た
た
め
、
竹
の
下
の
名
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
土
地
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
勅
撰
集
に
は
次
の
三
首
が
見
え
る
。
『
続
拾
遺
和
歌
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
長
時

七
〇
六
あ
し
が
ら
の
山
の
ふ
も
と
に
行
暮
て
一
よ
や
ど
か
る
竹
の
下
み
ち



『
風
雅
和
歌
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
中
納
言
為
相
女

一一

鼈齊

ｵ
あ
し
が
ら
の
山
の
嵐
の
あ
と
と
め
て
花
の
雪
ふ
む
竹
の
し
た
み
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
頼
成

九
〇
七
ふ
か
き
夜
に
せ
き
の
戸
い
で
て
あ
し
が
ら
の
山
も
と
く
ら
き
竹
の
下
み
ち

　
こ
こ
を
詠
ん
だ
歌
人
達
の
共
通
点
は
何
か
。
ま
ず
平
長
時
は
北
条
氏
で
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
あ
た
る
と
、
「
寄
人
　
宝
治
元
七
六
上
洛
北
方
」
と

見
え
、
執
事
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
北
方
は
六
波
羅
探
題
北
方
で
、
東
海
道
を
上
っ
た
経
験
も
あ
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
北
条
一
門
で
あ
る
以

上
、
相
模
と
伊
豆
は
本
拠
地
で
、
箱
根
・
足
柄
を
よ
く
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
冷
泉
為
相
も
鎌
倉
に
住
居
を
持
っ
て
い
た
人
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
女
も
東
海
道
を
往
還
し
た
経
験
が
あ
っ
た
か
、
父
為
相
の
話
を
聞
い
た
り
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
藤
原
頼
成
は
勅
撰
集
に
は
こ
の

一
首
が
採
ら
れ
た
だ
け
の
人
で
あ
る
が
、
『
藤
葉
和
歌
集
』
に
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五
三
三

題
し
ら
ず
　
　
　
藤
原
頼
成
上
杉
蔵
人
入
道

な
に
と
た
だ
涙
ば
か
り
は
の
こ
る
ら
ん
人
は
と
ま
ら
ぬ
袖
の
わ
か
れ
に

と
見
え
、
上
杉
氏
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
、
上
杉
頼
重
の
子
と
し
て
記
さ
れ
、
足
利
尊
氏
の
母
清
子
の
兄
弟
で
あ
る

か
ら
、
尊
氏
の
伯
父
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
「
延
政
門
院
蔵
人
…
…
法
名
性
基
」
と
あ
っ
て
、
上
杉
蔵
人
入
道
と
呼
称
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な

い
。
と
す
れ
ば
、
上
杉
氏
の
武
将
と
し
て
各
地
を
転
戦
し
た
人
で
、
細
か
な
経
歴
は
不
明
な
が
ら
箱
根
・
足
柄
を
何
度
も
越
え
た
経
験
が
あ
っ

て
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
三
首
の
竹
の
下
は
、
こ
の
人
々
に
と
っ
て
実
景
で
あ
り
、
新
し
い
題
材
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
た
の
で
あ



る
。
尊
氏
も
東
海
道
を
往
復
し
た
人
で
あ
り
、
竹
の
下
は
親
し
い
地
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
た
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
連

歌
の
連
衆
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
考
証
で
あ
ろ
う
。

　
建
武
二
年
七
月
、
北
条
高
時
の
遺
児
相
模
二
郎
時
行
は
鎌
倉
に
入
り
、
足
利
直
義
を
追
い
払
っ
た
。
足
利
尊
氏
は
こ
れ
を
征
す
べ
く
征
夷
大

将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
望
ん
だ
が
、
後
醍
醐
天
皇
は
許
さ
な
か
っ
た
。
尊
氏
は
命
を
待
た
ず
出
発
し
、
八
月
時
行
を
破
っ
て
鎌
倉
を
確
保
、

そ
の
ま
ま
動
か
ず
。
上
洛
の
命
に
応
じ
な
い
尊
氏
を
討
つ
べ
く
、
天
皇
は
尊
良
親
王
、
新
田
義
貞
ら
を
派
遣
す
る
。
以
後
東
海
道
の
足
利
軍
を

破
っ
て
、
鎌
倉
を
目
指
す
。
十
二
月
十
一
日
、
尊
氏
は
竹
の
下
に
官
軍
を
迎
え
撃
っ
て
、
大
い
に
こ
れ
を
破
る
。
こ
れ
が
竹
の
下
の
合
戦
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ソ

り
、
尊
氏
塵
下
の
諸
将
を
『
太
平
記
』
は
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。
官
軍
と
の
戦
い
を
た
め
ら
う
尊
氏
で
は
あ
る
が
、

足
利
尾
張
右
馬
頭
高
経
・
舎
弟
式
部
大
夫
・
三
浦
因
幡
守
・
土
岐
弾
正
少
弼
頼
遠
・
舎
弟
道
謙
・
佐
々
木
佐
渡
判
官
・
赤
松
雅
楽
助
貞
則
、

「
加
様
二
目
ク
ラ
ベ
シ
テ
、
鎌
倉
二
集
リ
居
テ
ハ
叶
マ
ジ
、
人
ノ
事
ハ
兎
モ
角
モ
ア
レ
、
イ
ザ
ヤ
先
竹
下
へ
馳
向
テ
、
後
陣
ノ
勢
ノ
著
ヌ

先
二
、
敵
寄
セ
バ
一
合
戦
シ
テ
討
死
セ
ン
。
」
ト
テ
、
十
一
日
マ
ダ
宵
二
竹
下
へ
馳
向
フ
。
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と
、
先
陣
の
諸
将
を
示
し
、
尊
氏
自
身
は
、

夜
已
二
明
ナ
ン
ト
シ
ケ
ル
時
、
将
軍
鎌
倉
ヲ
打
立
セ
給
ヘ
バ
、
仁
木
・
細
河
・
高
・
上
杉
、

騎
竹
下
へ
著
給
ヘ
バ
、
左
馬
頭
直
義
六
万
余
騎
ニ
テ
箱
根
峠
へ
著
給
フ
。

是
等
ヲ
宗
ト
ノ
兵
ト
シ
テ
都
合
其
勢
十
八
万

と
、
諸
将
を
伴
っ
て
出
陣
す
る
。
官
軍
は
敗
北
し
京
へ
逃
げ
帰
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
新
田
・
足
利
の
決
定
的
な
合
戦
が
、
竹
の
下
で
行

な
わ
れ
、
尊
氏
の
指
揮
下
で
戦
っ
た
斯
波
（
足
利
）
高
経
以
下
、
土
岐
・
佐
々
木
・
赤
松
・
仁
木
・
細
河
・
高
・
上
杉
ら
は
や
が
て
一
軍
を
率



い
て
全
国
各
地
を
転
戦
し
、
足
利
幕
府
を
創
業
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
戦
い
に
敗
北
を
喫
し
た
と
す
れ
ば
、
尊
氏
以
下
の
人
々
は
こ
こ

で
命
を
損
す
こ
と
と
な
り
、
も
ち
ろ
ん
持
明
院
統
の
皇
位
は
回
復
せ
ず
、
二
条
良
基
の
摂
関
在
任
は
疑
わ
し
く
、
『
菟
玖
波
集
』
の
企
画
も
な
か
っ

た
や
も
し
れ
な
い
。
ど
の
よ
う
な
一
座
で
こ
の
句
が
詠
ま
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
戦
場
で
尊
氏
と
運
命
を
共
に
し
た
人
々
が
、
も
し

百
韻
の
一
座
で
こ
の
句
を
耳
に
し
た
な
ら
ば
、
当
時
を
回
想
し
て
深
い
感
慨
を
覚
え
た
に
違
い
な
い
。
『
菟
玖
波
集
』
撰
者
の
側
の
人
々
も
、
二

十
年
前
の
合
戦
を
想
起
し
て
こ
の
句
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
句
も
、
具
体
的
な
事
件
を
そ
の
当
事
者
が
詠
ん
だ
当
座
の
句

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
の
例
は
、
出
陣
の
前
に
興
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
八
五
〇

　
に
し
の
国
し
つ
か
な
ら
す
き
こ
え
侍
し
こ
ろ
常
在
光
院
百
韻
の
連
歌
に

　
や
か
て
お
さ
ま
る
御
代
の
国
く

た
・
て
は
や
西
の
海
に
は
浪
も
な
し

一50一

　
尊
氏
の
経
歴
中
、
西
国
の
戦
乱
を
ど
れ
と
も
判
断
し
か
ね
る
が
、
席
上
こ
の
句
を
詠
み
上
げ
、
連
衆
の
戦
士
達
の
闘
志
を
高
め
心
を
一

し
て
西
国
へ
お
も
む
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
『
風
雅
和
歌
集
』
の
こ
の
歌
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

つ
に

九
三
三

世
中
さ
わ
が
し
く
侍
り
け
る
こ
ろ
、
み
く
さ
の
山
を
と
ほ
り
て
お
ほ
く
ら
た
に
と
い
ふ
所
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
納
言
尊
氏

い
ま
む
か
ふ
方
は
あ
か
し
の
う
ら
な
が
ら
ま
だ
は
れ
や
ら
ぬ
わ
が
お
も
ひ
か
な



こ
れ
も
ど
の
戦
い
に
際
し
て
の
歌
か
確
か
め
る
の
は
困
難
だ
が
、
出
陣
に
あ
た
っ
て
詠
ん
だ
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
古
典
的
な
歌
枕
「
明
石
」

を
活
用
し
、
「
は
れ
や
ら
ぬ
わ
が
お
も
ひ
」
を
対
照
的
に
引
き
出
し
て
確
実
な
力
量
を
発
揮
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
他
者
に
対
し
戦
意
を
昂
揚
さ

せ
る
働
き
は
な
く
、
自
ら
の
感
慨
を
つ
ぶ
や
く
体
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
連
歌
は
あ
く
ま
で
も
座
の
文
芸
で
、
西
国
の
平
定
を
予
祝
し
、

戦
士
た
ち
の
連
帯
感
を
高
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
足
利
尊
氏
の
よ
う
な
人
物
が
出
座
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
威
風
は
会
席
を
圧
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
彼
が
、
個
人
的
感

慨
を
表
出
し
た
句
を
詠
め
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
座
の
雰
囲
気
を
支
配
し
、
あ
た
か
も
美
濃
行
幸
や
竹
の
下
合
戦
の
よ
う
な
大
事
件
に
も
似

た
存
在
感
を
持
つ
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
八
一
四

源
の
き
よ
き
流
れ
は
末
久
し

い
ま
も
さ
か
ゆ
る
家
は
此
家

こ
の
前
句
の
作
者
は
単
な
る
挨
拶
と
し
て
源
家
を
讃
美
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
尊
氏
自
身
が
こ
の
よ
う
に
堂
々
と
応
答
す
る
と
、

大
将
軍
源
朝
臣
尊
氏
そ
の
人
が
あ
り
あ
り
と
現
わ
れ
て
き
て
、
普
通
の
連
歌
の
題
詠
風
の
抽
象
性
は
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。

そ
こ
に
征
夷
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一
四
三
六

　
夜
は
長
く
よ
は
ひ
の
末
は
す
く
な
く
て

お
も
ひ
て
は
あ
り
あ
ら
ま
し
は
な
し

前
句
は
よ
く
あ
る
述
懐
の
句
で
あ
る
が
、

る
こ
と
に
う
た
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

尊
氏
が
こ
の
よ
う
に
付
け
る
と
、
一
座
は
戦
乱
を
勝
ち
抜
い
た
尊
氏
に
し
て
こ
の
よ
う
な
感
慨
が
あ



＝
二
九
四

　
そ
の
た
の
し
み
の
数
は
お
ほ
え
す

四
の
時
の
花
ほ
と
と
き
す
月
雪
に

百
韻
に
お
い
て
一
座
何
句
の
制
限
の
あ
る
景
物
を
こ
の
よ
う
に
一
句
に
詠
み
込
む
の
は
あ
ま
り
に
乱
暴
で
、
傍
若
無
人
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。

初
心
者
の
句
で
あ
れ
ば
執
筆
の
指
導
の
も
と
、
返
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
入
集
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
尊
氏
の
威
勢
を

示
し
て
い
る
。

　
以
上
尊
氏
の
句
を
い
く
つ
か
検
討
し
て
み
た
。
特
定
の
出
来
事
を
、
特
定
の
個
人
が
感
慨
を
も
っ
て
詠
ん
だ
も
の
を
当
座
性
と
考
え
て
き
た

が
、
こ
の
出
来
事
と
い
う
の
は
誰
か
ふ
さ
わ
し
い
個
人
、
こ
こ
で
は
尊
氏
の
如
き
人
物
を
も
っ
て
お
き
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

4

　
集
中
救
済
に
つ
い
で
第
二
の
作
者
は
二
品
法
親
王
で
あ
る
。
梶
井
宮
尊
胤
法
親
王
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
伏
見
院
第
四
皇
子
、
光
厳
院
・
光

明
院
の
弟
で
、
天
台
座
主
を
何
度
か
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
尊
貴
な
皇
族
が
連
歌
に
熱
中
し
、
盛
ん
に
会
席
を
催
し
て
い
る
。
こ
こ
に
一

座
す
る
人
々
は
全
員
尊
胤
の
身
分
を
承
知
し
て
席
に
着
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
こ
の
皇
子
は
自
ら
の
境
遇
を
詠
む
こ
と
を
好
ん
で
い

る
。

一
五
三
二

　
竹
に
お
や
子
の
名
や
し
ら
る
覧
　
　
　
’

か
す
な
ら
て
の
こ
る
ふ
し
み
の
あ
と
な
か
ら

一52一



こ
こ
で
は
数
な
ら
で
と
謙
遜
し
つ
つ
も
、

て
い
る
。

自
ら
の
血
統
と
そ
れ
に
伴
う
自
覚
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
生
身
の
人
物
が
百
韻
の
平
句
に
出
現
し

六
八
〇

六
　
二

灯
の
猶
も
の
こ
り
て
長
夜
に

つ
き
せ
ぬ
法
は
我
山
に
あ
り

　
塵
に
ま
し
は
る
鼠
こ
そ
あ
れ

我
山
に
こ
れ
も
あ
か
む
る
神
の
う
ち

こ
こ
で
は
前
句
の
灯
を
延
暦
寺
の
不
断
の
灯
明
に
と
り
な
し
て
、
仏
法
の
興
隆
を
述
べ
、
あ
る
い
は
、
誹
譜
的
な
前
句
の
鼠
を
比
叡
山
の
守
護

神
の
一
柱
に
詠
み
替
え
る
な
ど
、
達
者
な
腕
の
さ
え
を
見
せ
る
句
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
我
山
」
と
は
法
親
王
の
天
台
座
主
在
任
の
事
実
を
あ
ら

わ
に
示
し
て
い
よ
う
。

一53一

六
二
八

　
い
の
る
こ
・
ろ
は
上
と
中
下

三
世
か
け
て
つ
か
へ
し
夜
居
の
身
も
ふ
り
ぬ

実
際
に
宮
中
の
夜
居
の
僧
と
し
て
勤
務
し
た
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
が
、
延
暦
寺
の
僧
と
し
て
鎮
護
国
家
の
祈
り
を
本
務
と
し
た
尊

胤
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
詠
む
の
は
実
感
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
法
親
王
個
人
の
こ
と
が
ら
を
あ
ら
わ
に
詠
ん

で
い
て
、
当
座
の
感
興
の
お
も
む
く
ま
ま
、
自
然
に
口
を
衝
い
て
生
ま
れ
た
句
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
歌
の
付
句
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
詠

み
方
は
、
あ
る
意
味
で
は
あ
ま
り
に
奔
放
と
も
言
え
る
も
の
で
、
後
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。



　
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
作
者
に
二
品
法
親
王
尭
胤
が
い
る
。
入
集
句
数
は
五
句
に
す
ぎ
ず
、
さ
し
た
る
作
家
と
は
言
え
な
い
が
、
伏
見
宮
貞
常
親

王
の
子
で
、
後
花
園
院
猶
子
、
梶
井
宮
で
天
台
座
主
に
任
じ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
尊
胤
法
親
王
と
同
等
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
作
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

は
大
変
異
な
っ
て
い
る
。
尭
胤
法
親
王
の
句
は
全
五
句
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
に
列
記
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
風
の
声
を
さ
・
に
の
み
や
残
る
ら
む

八
六
八
み
山
の
月
に
お
つ
る
あ
さ
つ
ゆ

　
　
　
　
　
袖
に
は
春
も
わ
か
ぬ
わ
ひ
人

一
九
六
〇
我
な
み
た
な
に
ゆ
へ
月
に
か
す
む
ら
む

　
　
　
　
　
い
ま
は
身
の
命
を
か
く
る
物
お
も
ひ

二
〇
〇
八
こ
・
う
に
む
か
ふ
ゆ
ふ
く
れ
の
雲

　
　
　
　
　
あ
は
れ
の
か
す
を
つ
く
す
秋
か
せ

三
一
一
一
一
露
の
世
や
ゆ
ふ
へ
く
に
う
つ
る
ら
む

　
　
　
　
　
う
た
か
ひ
の
あ
る
は
ま
こ
と
の
あ
る
に
・
て

三
五
四
八
な
に
を
か
た
ち
の
こ
・
う
と
か
見
む

一54一

こ
こ
に
は
個
人
的
な
こ
と
が
ら
は
一
切
あ
ら
わ
れ
ず
、
宗
砥
時
代
の
標
準
的
な
詠
み
ぶ
り
に
終
始
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
尊
胤
法
親
王
の
入
集

句
は
九
十
句
に
の
ぼ
り
、
個
人
的
な
感
慨
を
あ
ら
わ
に
詠
ん
だ
句
は
例
示
し
た
四
句
程
度
な
の
で
あ
る
が
、
尭
胤
法
親
王
の
句
を
同
じ
だ
け
集

め
て
も
、
や
は
り
標
準
的
な
句
の
み
を
詠
ん
で
い
た
も
の
と
推
定
す
る
。



5

　
以
上
良
基
・
尊
氏
・
尊
胤
と
、
最
高
の
身
分
階
層
に
属
す
る
三
者
の
句
を
見
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
救
済
の
よ
う
な
身
分
の
人
に
も
、
こ
の

よ
う
な
例
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
大
き
な
歴
史
的
事
件
に
能
動
的
に
か
か
わ
る
こ
と
も
、
個
人
的
な
決
意
表
明
、
感
慨
と
い
っ
た
も
の
が
、

一
座
を
動
か
す
と
い
っ
た
こ
と
も
、
と
も
に
あ
り
そ
う
も
な
い
。
し
か
し
、
大
事
件
を
見
な
が
ら
家
で
連
歌
を
興
行
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
だ
っ

た
。四

一
六

歴
応
四
年
、
春
日
神
木
宇
治
に
遷
ら
せ
給
ひ
し
に
、

　
宇
治
の
都
の
秋
を
こ
そ
と
へ

春
日
野
の
月
に
や
鹿
の
帰
る
ら
む
　
　
性
遵
法
師

帰
座
有
へ
き
よ
し
き
こ
え
し
比
、
救
済
法
師
家
の
百
韻
連
歌
に

一55一

春
日
神
木
の
動
座
事
件
は
暦
応
年
間
の
大
問
題
で
あ
っ
た
。
暦
応
二
年
十
一
月
に
発
端
が
あ
り
、
翌
年
の
正
月
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
朝
儀
が
中
止

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
記
録
で
は
『
師
守
記
』
が
最
も
よ
く
事
態
を
伝
え
て
い
る
が
、
十
一
月
九
日
に
、

今
夜
春
日
神
木
御
坐
移
殿
云
々

と
す
る
の
か
ら
始
ま
っ
て
、
正
月
の
節
会
以
下
の
こ
と
を
記
録
す
る
。
同
六
月
廿
日
に
は



今
夜
亥
剋
許
、
神
木
御
帰
坐
本
殿
云
々
、
神
妙
く

と
あ
っ
て
、
一
件
落
着
か
と
思
い
き
や
、
十
月
廿
三
日
、
再
度
神
木
は
木
津
に
移
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
は
『
師
守
記
』
の
記
事
は
断
続
的
に
な

る
の
で
、
『
大
日
本
史
料
』
所
引
の
諸
書
を
追
っ
て
行
く
と
、
暦
応
四
年
八
月
十
九
日
に
神
木
の
帰
座
の
記
事
を
見
る
。
『
菟
玖
波
集
』
の
句
は
、

救
済
や
性
遵
と
い
っ
た
連
歌
師
の
目
か
ら
見
た
事
件
の
反
映
で
あ
る
。
そ
の
一
方
公
家
日
記
の
諸
記
載
は
、
日
付
を
追
っ
て
推
移
を
伝
え
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

彼
ら
の
関
心
は
、
か
か
る
際
の
朝
儀
の
前
例
で
あ
っ
て
、
神
木
動
座
の
原
因
は
筆
に
し
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
春
日
神
社
文
書
』
に
「
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど

阿
已
下
凶
徒
」
に
関
す
る
文
言
が
あ
り
、
こ
の
事
件
は
南
朝
軍
と
の
合
戦
の
一
こ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
暦
応
四
年
八
月
十
九
日
の
西

阿
没
落
を
う
け
、
神
木
の
帰
座
と
な
り
、
事
件
は
終
想
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
勅
撰
集
に
は
以
下
の
三
首
が
あ
る
。

『
風
雅
和
歌
集
』

一
＝
〇
四
三
笠
山
く
も
ゐ
は
る
か
に
み
ゆ
れ
ど
も
真
如
の
月
は
こ
こ
に
す
む
か
な

一
＝
〇
五
よ
の
中
に
人
の
あ
ら
そ
ひ
な
か
り
せ
ば
い
か
に
こ
こ
ろ
の
う
れ
し
か
ら
ま
し

　
　
　
　
こ
の
ふ
た
う
た
は
、
暦
応
三
年
六
月
の
比
、
春
日
の
神
木
や
ま
し
な
て
ら
の
金
堂
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
時
、

　
　
　
　
と
な
む

つ
げ
さ
せ
給
ひ
け
る
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『
新
拾
遺
和
歌
集
』

三
八
一
榊
葉
の
枝
に
や
ど
か
る
ま
す
鏡
く
も
り
あ
ら
せ
で
か
へ
る
道
か
な

　
　
　
此
歌
は
暦
応
四
年
春
日
神
木
宮
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
詫
宣
御
歌
と
な
む



こ
の
よ
う
に
、
勅
撰
集
に
は
春
日
の
詫
宣
の
歌
を
載
せ
、
公
家
日
記
、
春
日
神
社
側
の
文
書
、
連
歌
師
か
ら
の
反
応
、
と
、
四
方
面
か
ら
神
木

事
件
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
当
時
の
連
歌
が
同
時
代
の
世
間
の
あ
り
さ
ま
を
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
救
済
の
一
句
を
考
え
て
み
た
い
。

六
二
〇

旅
の
あ
そ
ひ
は
舟
に
て
も
有

土
佐
に
ま
す
神
の
ま
つ
り
の
こ
と
し
に
て

こ
の
句
は
『
文
和
千
句
』
第
二
百
韻
の
五
〇
・
五
一
で
あ
っ
て
、
前
句
作
者
は
成
種
で
あ
る
。
千
句
と
は
字
句
の
異
同
が
な
く
、
「
こ
と
し
に
て
」

は
「
今
年
に
て
」
の
意
味
と
な
ろ
う
。
土
佐
の
神
は
上
代
の
古
記
に
見
え
る
一
言
主
尊
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
『
文
和
千
句
』
が
興
行
さ
れ

た
文
和
四
年
に
例
祭
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
都
に
ま
で
、
そ
の
お
も
む
き
が
伝
わ
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
都
で
も
勧
進
が
催
さ
れ
た
と

い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
、
こ
の
句
が
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
現
存
の
史
料
に
こ
の
祭
礼
の
こ
と
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

む
し
ろ
救
済
の
句
を
拠
と
し
て
、
史
実
と
認
定
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
以
上
種
々
の
句
を
眺
め
て
き
た
。
『
菟
玖
波
集
』
の
付
句
の
中
に
は
、
集
全
体
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
も
の
の
、
連
歌
の
会
席
の

当
座
の
状
況
を
詠
ん
だ
句
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
『
竹
林
抄
』
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
で
は
そ
の
種
の
句
は
ま
ず
見
当
た
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
句
を
排
除
し
、
ひ
た
す
ら
前
句
の
世
界
に
の
み
沈
潜
し
て
句
を
作
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
ら
を
純
化
し
て
き
た
の
が
連
歌
の
歴
史

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
替
え
れ
ば
、
そ
の
過
程
で
排
除
さ
れ
る
は
ず
の
不
純
な
も
の
を
、
『
菟
玖
波
集
』
は
ま
だ
保
持
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
連
歌
会
席
で
、
親
し
い
連
衆
が
お
た
が
い
の
状
況
・
事
情
を
連
歌
百
韻
に
一
切
反
映
さ
せ
な
い
な
ど
と
は
お
よ
そ
考
え

一57一



に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
伏
見
宮
に
お
け
る
後
崇
光
院
の
一
座
に
お
い
て
、
宮
家
祝
言
の
句
、
あ
る
い
は
宮
家
の
周
辺
の
宇
治
・
木
幡
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

深
草
．
伏
見
な
ど
の
地
名
が
頻
出
す
る
こ
と
を
位
藤
邦
生
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
あ
ら
わ
で
な
く
と
も
、
一
座
の
人
々
の
間
で

暗
黙
の
う
ち
に
伝
わ
る
当
事
者
同
士
の
会
話
と
い
っ
た
句
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
句
群
か
ら
撰
集
に
む
け
て
の
資
料
を
ま
と
め
る

時
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
集
そ
の
も
の
へ
の
採
否
を
決
定
す
る
時
、
こ
れ
ら
当
座
の
状
況
を
反
映
し
た
付
句
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
か
。

こ
こ
に
お
い
て
、
新
旧
両
『
菟
玖
波
集
』
は
途
を
異
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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以
下
本
稿
で
は
福
田
秀
一
・
大
久
保
甚
一
著
『
小
島
の
す
さ
み
全
釈
』
を
使
用
。

金
子
金
治
郎
著
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』
所
収
本
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
・

以
下
勅
撰
集
は
す
べ
て
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

古
典
研
究
会
叢
書
別
刊
第
四
『
梵
灯
庵
主
返
答
書
・
百
韻
連
歌
集
・
歌
道
聞
書
』

同
書
一
四
ニ
ペ
ー
ジ
。

群
書
類
従
第
十
八
輯
六
三
九
ペ
ー
ジ
。

佐
藤
進
一
著
『
宝
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
上
・
一
七
八
ペ
ー
ジ
以
下
。

同
著
＝
二
〇
ペ
ー
ジ
。

伊
地
知
鐵
男
著
作
集
n
所
収
「
今
川
了
俊
一
座
の
千
句
、
第
五
百
韻
の
一
巻
」

中
世
文
学
会
平
成
十
六
年
度
春
大
会
の
鶴
崎
裕
雄
氏
発
表
に
よ
る
。

島
津
忠
夫
著
作
集
一
所
収
「
中
世
文
学
史
論
」
三
八
六
ペ
ー
ジ
。

日
本
古
典
大
系
本
『
太
平
記
』
二
・
五
八
ペ
ー
ジ
以
下
。

『
新
撰
菟
玖
波
集
』
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
所
収
本
に
よ
る
。

『
春
日
神
社
文
書
』
第
一
巻
二
一
一
ペ
ー
ジ
。

六
六
～
六
七
ペ
ー
ジ
。
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（
1
5
）
『
大
日
本
史
料
」
同
日
条
。

（
1
6
）
『
連
歌
と
中
世
文
芸
』
所
収
「
後
崇
光
院
と
伏
見
宮
連
歌
会
」
二
四
ニ
ペ
ー
ジ
、
二
五
〇
ペ
ー
ジ
。

（
文
学
部
・
文
学
研
究
科
教
授
）
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