
　
　
　
和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─

大　
　

場　
　

美　
　

波

　
　
　
　

は
じ
め
に

　
「
霞
」
と
い
う
語
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
調
べ
る
と
、「
空
気
中
に
広
が
っ
た
微
細
な
水
滴
や
ち
り
が
原
因
で
、
空
や
遠
景
が
ぼ
ん
や

り
す
る
現
象
。
ま
た
、
霧
や
煙
が
あ
る
高
さ
に
た
だ
よ
っ
て
、
薄
い
帯
の
よ
う
に
見
え
る
現
象
。
比
喩
的
に
、
心
の
悩
み
、
わ
だ
か
ま
り
な

ど
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。」
と
い
う
説
明
が
あ
る
（
注
一
）。
ま
た
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
は
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
「
霞
」
の
変
遷

に
つ
い
て
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
霞
は
多
く
春
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、『
古
今
集
』
以
降
の
霞
は
、
春
の
到
来
や
春
ら
し
い

風
景
を
象
徴
す
る
こ
と
、
遠
く
に
あ
る
見
た
い
も
の
を
隔
て
た
り
隠
し
た
り
す
る
と
い
う
性
質
を
持
ち
そ
れ
が
恋
歌
に
も
転
じ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
二
）。
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
「
霞
」
は
、
や
が
て
春
の
景
物
と
し
て
の
座
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

景
状
と
人
々
の
美
意
識
や
心
情
な
ど
が
関
わ
り
合
い
、
様
々
な
歌
境
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
霞
」
が
生
み
出
す
イ

メ
ー
ジ
は
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
少
し
ず
つ
変
遷
し
、
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
を
詠
ん
だ
歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
や
変
遷
を
探
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。
第
一
章
で
は
『
万
葉

集
』、
第
二
章
で
は
『
古
今
和
歌
集
』、
第
三
章
で
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
「
霞
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
特
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
に
お
け

る
固
有
の
特
徴
や
共
通
す
る
特
徴
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
、「
霞
」
に
新
た
な
価
値
を
見

出
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
全
体
の
傾
向
と
、
収
録
さ
れ
た
「
霞
」
を
詠
ん
だ
歌
の
特
徴
に
関
係
性

を
見
出
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
古
来
か
ら
和
歌
の
世
界
で
親
し
ま
れ
て
き
た
「
霞
」
と
い
う
景
物
に
新

た
な
光
を
当
て
る
と
と
も
に
、「
霞
」
を
通
し
て
映
さ
れ
る
人
々
の
心
に
つ
い
て
も
考
え
を
巡
ら
せ
て
み
た
い
。

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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第
一
章　
『
万
葉
集
』
の
「
霞
」

　

ま
ず
、
第
一
章
で
は
、『
万
葉
集
』
の
「
霞
」
に
つ
い
て
考
え
る
。『
万
葉
集
』
の
長
歌
・
短
歌
に
は
「
春
霞
」「
朝
霞
」
と
い
っ
た
熟
語

や
、
枕
詞
「
霞
立
つ
」
を
含
め
て
七
十
七
例
の
「
霞
」
が
あ
る
。
万
葉
の
霞
は
、「
霞
立
つ
（
ち
）」（
十
六
例
）、「
霞
た
な
び
く
（
き
）」

（
二
十
五
例
）
と
い
っ
た
類
句
を
な
し
、「
霞
立
つ
春
」
や
「
霞
た
な
び
く
…
…
春
来
た
る
ら
し
」
の
よ
う
な
決
ま
り
文
句
の
中
に
現
れ
る
こ

と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、「
雑
歌
」
と
「
相
聞
」
そ
れ
ぞ
れ
の
部
立
に
お
い
て
詠
ま
れ
る
「
霞
」
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
雑
歌

に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
を
取
り
上
げ
る
。

①　

霞
立
つ
長
き
春
日
を
か
ざ
せ
れ
ど
い
や
な
つ
か
し
き
梅
の
花
か
も　
　
　
　

 

（
八
四
六
・
小
野
氏
淡
理
）

②　

霞
立
つ
野
の
上
の
方
に
行
き
し
か
ば
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
春
に
な
る
ら
し 

（
一
四
四
三
・
丹
比
真
人
乙
麻
呂
）

③　

ひ
さ
か
た
の
天
の
香
具
山
こ
の
夕
霞
た
な
び
く
春
立
つ
ら
し
も　
　
　

 

（
一
八
一
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

④　

見
渡
せ
ば
春
日
の
野
辺
に
霞
立
ち
咲
き
に
ほ
へ
る
は
桜
花
か
も　
　
　

 

（
一
八
七
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　

①
で
は
「
霞
立
つ
」
が
「
長
き
春
日
」
を
導
い
て
い
る
。
②
か
ら
は
「
霞
が
立
ち
鶯
が
鳴
く
か
ら
春
が
来
た
」
と
い
う
当
時
の
季
節
感
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
③
は
②
と
同
様
の
趣
向
で
、霞
が
た
な
び
く
様
子
が
春
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
④
は
「
霞
」

と
「
桜
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雑
歌
で
は
、「
霞
」
が
春
の
風
景
や
春
の
到
来
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ

た
り
、「
霞
」
と
「
桜
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
相
聞
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
を

取
り
上
げ
る
。

⑤　

春
日
山
霞
た
な
び
き
心
ぐ
く
照
れ
る
月
夜
に
ひ
と
り
か
も
寝
む　
　
　
　
　
　

 

（
七
三
五
・
坂
上
大
嬢
）

⑥　

心
ぐ
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
春
霞
た
な
び
く
時
に
言
の
通
へ
ば　
　
　
　
　
　
　

 

　
（
七
八
九
・
大
伴
家
持
）

⑦　

霞
立
つ
春
の
永
日
を
恋
ひ
暮
ら
し
夜
も
更
け
行
く
に
妹
も
逢
は
ぬ
か
も　

 

（
一
八
九
四
・
柿
本
人
麻
呂
）

⑧　

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
咲
く
花
の
か
く
な
る
ま
で
に
逢
は
ぬ
君
か
も 

　
（
一
九
〇
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

⑨　

遠
山
に
霞
た
な
び
き
い
や
遠
に
妹
が
目
見
ね
ば
我
恋
ひ
に
け
り　
　
　

 

　
（
二
四
二
六
・
柿
本
人
麻
呂
）

日
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文
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⑤
で
は
霞
が
た
な
び
き
月
の
光
が
ぼ
ん
や
り
と
差
す
と
い
う
夜
景
が
、
詠
者
の
す
っ
き
り
と
し
な
い
心
情
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
。
⑤

に
お
け
る
「
霞
」
に
は
、
晴
れ
な
い
心
や
不
安
な
気
持
ち
、
心
の
中
で
思
い
悩
む
よ
う
な
気
持
ち
を
映
し
出
す
と
い
う
効
果
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
⑥
は
、
藤
原
朝
臣
久
須
磨
呂
か
ら
の
自
分
の
娘
へ
の
求
婚
に
、
娘
の
父
で
あ
る
大
伴
宿
禰
家
持
が
答
え
て
贈
っ
た
一
首
で
あ
り
、

こ
こ
で
の
「
霞
」
は
、
久
須
磨
呂
か
ら
の
求
婚
に
悩
ん
で
す
っ
き
り
と
し
な
い
父
の
心
情
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。
⑤
、
⑥
は
、「
心
ぐ
く
」

と
い
う
言
葉
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
心
が
晴
れ
ず
す
っ
き
り
と
し
な
い
状
況
」
と
「
霞
」
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
共
通

し
て
い
る
。
⑦
に
お
い
て
、
霞
が
立
ち
込
め
る
と
い
う
状
況
は
、
逢
い
た
い
人
に
逢
え
ず
じ
れ
っ
た
く
思
う
気
持
ち
や
、
そ
の
よ
う
な
状
況

下
で
恋
し
い
人
を
待
ち
焦
が
れ
る
気
持
ち
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑧
で
は
、
④
と
同
様
に
「
霞
」
と
「
花
」
の
組
み

合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。
⑨
で
は
、
霞
が
た
な
び
き
よ
り
遠
く
に
感
じ
る
山
と
、
長
い
間
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
遠
く
に
感
じ
る
恋
い

慕
う
人
と
が
重
な
る
。
こ
こ
で
は
「
何
か
を
隔
て
る
」
と
い
う
「
霞
」
の
特
性
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
、
距
離
的
に
、
ま
た
時
間
的
に
隔
て

ら
れ
た
人
の
こ
と
を
恋
し
く
思
う
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
何
か
を
遮
っ
た
り
、
朦
朧
と
し
た
不
鮮
明
な
情
景
を
生
み
出
す
「
霞
」
の

特
性
が
、
恋
を
す
る
人
の
心
境
を
表
す
の
に
も
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
ほ
か
、「
霞
」
を
用
い
て
春
の
憂
い
を
詠
っ
た
歌
も
あ
る
。　

⑩　

あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
の
雉
鳴
き
と
よ
む
朝
明
の
霞
見
れ
ば
悲
し
も　
　
　

 

　
（
四
一
四
九
・
大
伴
家
持
）

⑪　

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
夕
影
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も　
　
　

 

　
（
四
二
九
〇
・
大
伴
家
持
）

　

⑩
は
夜
明
け
の
雉
の
鳴
き
声
や
霞
が
、
暁
に
相
手
と
別
れ
る
辛
さ
に
同
情
を
誘
う
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
⑪
は
春
を
象
徴
す
る
よ

う
な
場
面
で
あ
る
が
、
詠
者
は
い
つ
か
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
春
や
時
の
儚
さ
を
感
じ
感
傷
的
な
気
分
に
浸
っ
て
い
る
。
⑩
、
⑪
で
は
「
霞
」

が
愁
い
や
切
な
さ
を
増
幅
さ
せ
る
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
「
霞
」
の
持
つ
多
様
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
霞
」
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
動
詞
は
「
立
つ
」
や
「
た
な
び
く
」
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た

い
。「
霞
立
つ
」
と
い
う
表
現
は
、「
霞
た
な
び
く
」
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
①
、
②
、
⑦
な
ど
の
よ
う
に
「
霞
」
の
出
現
や
存
在
、
そ
の

時
空
間
を
切
り
取
る
こ
と
に
重
み
が
置
か
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
る
。
一
方
、「
霞
た
な
び
く
」
と
い
う
表
現
は
、
⑤
、
⑥
、
⑨
の

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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よ
う
に
「
霞
」
が
空
中
に
ぼ
ん
や
り
と
漂
う
と
い
う
実
景
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
々
の
す
っ
き
り
と
し
な
い
心
情
と
重
ね

合
わ
せ
ら
れ
、
相
聞
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
霞
」
が
「
立
つ
」
か
「
た
な
び
く
」
か
に
よ
っ
て
そ
の
意
味

合
い
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
鈴
木
宏
子
氏
は
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
は
、「
他
の
景
物
と
の
組
み
合
わ
せ
よ
り
も
、
朝
・
夕
・
夜
の
時
刻
や
、
野

や
山
な
ど
の
場
所
と
の
結
び
つ
き
の
中
に
見
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
三
）。
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
和
歌
で
検
討
す
る
と
、
③
、

⑤
、
⑨
は
「
山
」
と
、
④
、
⑧
、
⑪
は
「
野
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
⑩
は
「
朝
」
と
、
③
、
⑪
は
「
夕
」
と
、
⑤
、
⑦
は
「
夜
」

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
氏
に
よ
る
と
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、「
霞
」
と
春
の
景
物
で
あ
る
桜
な
ど
の
「
花
」
と
の
結
び
つ
き
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
④
、
⑧
の
よ
う
に
「
霞
」
と
「
花
」
と
い
う
春
の
景
物
を
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
た
も
の
は
全

く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

以
上
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
を
見
て
き
た
が
、
主
に
四
つ
の
特
徴
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
目
は
、
②
、
③
な
ど
の
よ
う
に
、「
霞
」
は
春
の
風
景
や
春
の
到
来
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う

こ
と
だ
。「
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
か
ら
春
が
来
た
」
と
い
う
発
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
同
時
に
、
霞
が
導
く
春
の
到
来
は
、

⑪
の
よ
う
に
喜
ば
し
い
だ
け
で
な
く
愁
い
や
切
な
さ
を
も
た
ら
す
と
い
う
捉
え
方
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

二
つ
目
は
、
⑨
の
よ
う
に
「
霞
」
が
表
す
「
何
か
を
遮
る
も
の
」
と
し
て
の
特
性
が
相
手
と
の
距
離
や
時
間
の
隔
た
り
を
表
し
た
り
、
⑤
、

⑥
、
⑦
の
よ
う
に
朦
朧
と
し
た
不
鮮
明
な
情
景
が
人
々
の
「
す
っ
き
り
し
な
い
心
情
」
や
「
不
安
な
心
境
」
を
表
現
し
た
り
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
相
聞
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、「
霞
に
煙
る
春
景
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
」
と
、「
恋
を
し
て
い
る
人
の
晴

れ
や
ら
ぬ
思
い
」
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
相
聞
の
中
で
も
⑤
、
⑦
、
⑧
、
⑨
な
ど
は
、

恋
人
と
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
時
の
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
面
で
「
霞
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

　

三
つ
目
は
、
④
、
⑧
の
よ
う
に
他
の
春
の
景
物
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
場
合
が
、
少
な
い
な
が
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
、

⑧
で
は
、「
霞
」
と
「
花
」
の
二
つ
が
春
の
野
と
い
う
空
間
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
と
「
花
」
が
詠
ま
れ
る
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場
合
、
こ
の
二
つ
の
景
物
は
時
と
場
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

四
つ
目
は
、「
霞
」
が
「
立
つ
」
場
合
と
「
た
な
び
く
」
場
合
、
表
現
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
違
い
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
霞

立
つ
」
と
い
う
表
現
は
、
①
、
②
、
⑦
な
ど
の
よ
う
に
「
霞
」
の
出
現
や
存
在
、
そ
の
時
空
間
を
切
り
取
る
こ
と
に
重
み
が
置
か
れ
て
い
る

傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
霞
た
な
び
く
」
と
い
う
表
現
の
場
合
、
⑤
、
⑥
、
⑨
の
よ
う
に
「
霞
」
が
空
中
に
ぼ
ん
や
り
と
漂
う

と
い
う
実
景
と
、
人
々
の
す
っ
き
り
と
し
な
い
心
情
が
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
は
、「
春
」
と
い
う
季
節
と
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
花
」
と
の
組
み
合
わ

せ
が
見
ら
れ
た
り
、
そ
の
特
性
か
ら
、
恋
を
し
て
い
る
人
や
恋
人
と
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
の
晴
れ
や
ら
ぬ
思
い
を
表
し
た
り
、
様
々
な

機
能
や
効
果
を
見
出
せ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
第
二
章
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま

れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　

第
二
章　
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
霞
」

　
第
一
節
　『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
け
る
「
霞
」

　

第
二
章
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
鈴
木
宏
子
氏
は
、『
古
今
和

歌
集
』
に
お
い
て
は
三
十
例
の
「
霞
」
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
四
例
が
「
花
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
四
）。

第
一
節
で
は
ま
ず
、『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
け
る
「
霞
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、『
古
今
和
歌
集
』「
春

歌
上
・
下
」
に
お
け
る
「
霞
」
が
詠
ま
れ
た
十
四
の
歌
で
あ
る
。

①　

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

 

（
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

②　

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　
　
　
　
　
　

 

　
　
（
九
・
紀
貫
之
）

③　

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

 

　
（
二
三
・
在
原
行
平
朝
臣
）

④　

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　
　
　
　
　
　

 

　
　
（
三
一
・
伊
勢
）

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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⑤　

山
桜
わ
が
見
に
く
れ
ば
春
霞
峰
に
も
尾
に
も
立
ち
か
く
し
つ
つ　
　
　
　
　

 

（
五
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

⑥　

誰
し
か
も
と
め
て
折
り
つ
る
春
霞
立
ち
か
く
す
ら
む
山
の
さ
く
ら
を　
　
　
　
　
　

 

（
五
八
・
紀
貫
之
）

⑦　

春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
花
移
ろ
は
む
と
や
色
か
は
り
ゆ
く　
　
　
　
　
　

 

　
（
六
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

⑧　

春
霞
な
に
隠
す
ら
む
さ
く
ら
花
散
る
ま
を
だ
に
も
見
る
べ
き
も
の
を　
　
　
　

 

　
　
（
七
九
・
紀
貫
之
）

⑨　

花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
か
ぜ　
　
　
　

 

　
（
九
一
・
良
岑
宗
貞
）

⑩　

三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
春
霞
人
に
知
ら
れ
ぬ
花
や
咲
く
ら
む　
　
　
　
　
　
　

 

　
（
九
四
・
紀
貫
之
）

⑪　

春
霞
色
の
ち
く
さ
に
見
え
つ
る
は
た
な
び
く
山
の
花
の
影
か
も　
　
　
　
　

 

　
（
一
〇
二
・
藤
原
興
風
）

⑫　

霞
立
つ
春
の
山
辺
は
遠
け
れ
ど
吹
き
く
る
風
は
花
の
香
ぞ
す
る　
　
　
　
　

 

　
（
一
〇
三
・
在
原
元
方
）

⑬　

花
の
散
る
こ
と
や
わ
び
し
き
春
霞
た
つ
た
の
山
の
う
ぐ
ひ
す
の
声　
　
　
　

 

　
（
一
〇
八
・
藤
原
後
蔭
）

⑭　

惜
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春
霞
帰
る
道
に
し
立
ち
ぬ
と
思
へ
ば　
　
　

 

　
（
一
三
〇
・
在
原
元
方
）

　

こ
れ
ら
十
四
の
歌
の
う
ち
、「
花
」
と
「
霞
」
が
結
び
つ
い
て
詠
ま
れ
る
歌
は
十
一
首
あ
る
。
②
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧
、
⑨
、
⑩
、

⑪
、
⑫
、
⑬
で
あ
る
。
鈴
木
宏
子
氏
は
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、「『
古
今
集
』
四
季
歌
の
霞
は
、〈
花
と
霞
の
組
み
合
わ
せ
〉
を
表
現
の
中
心

に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
（
注
五
）。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
を
具
体
的
に
解
釈
し
な
が
ら
、

「
花
」
と
「
霞
」
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
「
霞
」
が
果
た
す
役
割
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。
特
に
、「
霞
」
が
「
花
」
を
「
隠
す
」
も

の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
、「
霞
」
と
「
色
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
点
、「
花
」、「
霞
」、「
風
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
点
な
ど
に
つ

い
て
指
摘
し
た
い
。

　

②
は
、
春
の
季
語
と
し
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
、「
雪
」
が
春
を
象
徴
す
る
「
花
」
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

④
は
、「
春
霞
」
が
伊
勢
、
秋
の
深
ま
り
と
と
も
に
や
っ
て
き
て
春
た
け
な
わ
の
中
を
帰
っ
て
い
く
「
雁
」
が
伊
勢
が
思
い
を
寄
せ
る
男

性
、
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。「
春
霞
」
が
女
性
や
自
分
自
身
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

⑤
で
は
、
詠
者
は
霞
が
桜
を
隠
す
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
鈴
木
宏
子
氏
は
⑤
の
歌
に
つ
い
て
、「「
見
た
い
と
思
う
桜
を
、
霞
が
峰
に
も
尾

に
も
立
っ
て
隠
し
て
い
る
」
と
い
う
歌
で
あ
り
、
霞
と
桜
の
間
に
は
「
隠
す
・
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
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て
い
る
（
注
六
）。
そ
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
〈
花
と
霞
の
組
み
合
わ
せ
〉
の
歌
は
、
そ
の
「
隠
す
・
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
に
基
づ

く
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
対
象
を
「
隠
す
」
と
い
う
「
霞
」
の
特
性
は
、『
万
葉
集
』
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
独
自
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

⑥
は
、
⑤
と
同
様
に
山
の
桜
を
「
隠
す
」
も
の
と
し
て
「
霞
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
花
を
隠
す
「
霞
」
も
花
と
同
様
に
美

し
い
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
霞
」
は
、
桜
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
桜
の
美
し
さ
や
神
秘
性
を
際
立
た
せ
、
人
々
が
思
い

を
寄
せ
る
桜
を
「
見
た
い
」
と
思
う
気
持
ち
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
詠
者
の
眼
前
に

あ
る
の
は
一
枝
の
「
折
れ
る
桜
」
で
あ
る
。
こ
の
一
枝
か
ら
、
桜
を
隠
し
て
い
た
は
ず
の
「
霞
」
が
想
起
さ
れ
、
花
を
求
め
て
中
に
入
っ
た

人
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

　

⑦
に
お
け
る
「
春
霞
」
は
、
中
国
的
な
茜
色
を
帯
び
た
霞
を
い
う
と
さ
れ
る
。
花
の
色
の
移
ろ
い
に
寄
せ
る
詠
者
の
心
が
窺
え
る
。

　

⑧
は
、
⑥
や
⑩
と
同
様
に
、「
霞
」
が
花
を
隠
す
と
い
う
情
感
を
背
景
に
、
桜
を
惜
し
む
心
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
「
霞
」
は
「
散
る

桜
」
ま
で
も
隠
し
て
い
る
。

　

⑨
は
、「
霞
」、「
花
」
に
加
え
「
風
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
や
、「
霞
が
花
の
色
を
閉
じ
込
め
る
」
と
い
う
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

花
の
姿
は
見
え
な
い
が
「
風
」
が
伝
え
る
香
に
よ
っ
て
花
の
存
在
を
知
る
と
い
う
点
で
、
⑫
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
霞
」

に
隠
さ
れ
「
花
」
の
存
在
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
匂
い
を
運
ぶ
「
風
」
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
点
に
、「
霞
」、「
花
」、

「
風
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
巧
妙
さ
が
窺
え
る
。

　

⑩
は
、「
霞
」
か
ら
「
花
」
が
連
想
さ
れ
、「
隠
す
」、「
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
「
霞
」
と
「
花
」
の
関
係
性
が
強
く
意
識
さ
れ
た
歌
で
あ
る

と
言
え
る
。

　

⑪
は
、
山
の
花
に
映
じ
て
霞
が
様
々
な
色
に
見
え
る
様
子
を
詠
っ
て
い
る
。
詠
者
は
花
の
色
や
影
が
霞
に
映
じ
る
様
子
を
見
て
霞
に
隠
さ

れ
た
花
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
霞
」
が
「
花
」
を
「
隠
す
」
こ
と
で
生
ま
れ
る
心
の
動
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

⑫
は
、「
霞
」、「
花
」、「
風
」
と
い
う
三
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
⑨
と
共
通
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
①
で
は
霞
が
立
つ
こ
と
が
春
の
到
来
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
③
は
春
を
生
命
の
あ
る
も
の
と
し
て
見
て

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─

－24－



お
り
、
風
に
乱
れ
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
「
霞
」
の
儚
さ
が
、
春
と
い
う
季
節
の
心
も
と
な
さ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
⑭
は
霞
が
「
立
つ
」

こ
と
と
出
発
す
る
と
い
う
意
味
の
「
発
つ
」
を
か
け
て
い
る
。
春
霞
が
「
立
つ
」
と
言
え
ば
「
現
れ
る
、
立
ち
こ
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
を
春
が
帰
途
に
「
発
つ
」
と
い
う
意
味
に
転
用
し
た
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
。
⑬
で
は
霞
が
「
立
つ
」
こ
と
と

「
た
つ
た
の
山
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
の
う
ち
、
主
に
「
霞
」
と
「
花
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ

る
歌
十
一
首
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
歌
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
と

考
え
る
。

　

一
つ
目
は
、
⑤
、
⑥
、
⑧
、
⑨
、
⑩
、
⑪
の
よ
う
に
「
霞
」
が
「
花
」
を
隠
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
「
霞
」
と

「
花
」
に
は
、「
隠
す
」「
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
霞
」
と
「
花
」
の
関
係
性
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
窪
田
空
穂
氏
は
、「「
見
た
い
」
と
思
う
美

し
い
も
の
を
、
そ
れ
を
秘
め
て
見
ま
い
と
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
憧
れ
に
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
こ
の
当
時
に
共
通
の
耽
美
的
部
分
が
反
映
さ

れ
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「「
隠
す
も
の
」
と
し
て
の
霞
と
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
見
る
者
の
花
に
寄
せ
る
切
な
い
愛

情
が
く
っ
き
り
浮
か
び
上
が
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
注
七
）。
美
し
い
も
の
、
人
々
が
「
見
た
い
」
と
憧
れ
や
興
味
を
抱
く
も
の
と
、
そ
れ

を
秘
め
隠
し
て
し
ま
う
「
霞
」
の
関
係
や
、
そ
れ
を
見
る
人
々
の
心
の
動
き
は
、
当
時
の
人
々
の
美
意
識
に
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
万
葉
集
』
で
は
、「
霞
」
や
「
花
」
が
春
の
風
景
や
季
節
感
を
表
現
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
が
、『
古
今
和
歌

集
』
で
は
、「
花
」
を
「
隠
す
」
と
い
う
「
霞
」
の
特
性
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
霞
」
が
、
隠
さ
れ
た
「
花
」
の
存
在
に
つ
い
て
読

者
の
想
像
を
豊
か
に
広
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

二
つ
目
は
、
⑦
、
⑨
、
⑪
の
よ
う
に
「
霞
」
と
「
色
」
が
結
び
つ
き
、「
霞
」
が
花
の
色
を
閉
じ
込
め
た
り
、
花
の
色
を
映
し
出
し
た
り

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑨
、
⑪
の
よ
う
に
詠
者
は
霞
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
色
や
映
し
出
さ
れ
た
色
か
ら
「
花
」
の
存
在
を
感
じ
、

「
霞
」
が
、
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
い
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
や
憧
れ
を
よ
り
一
層
掻
き
立
て
る
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、「
盛
り
を
す
ぎ
る
と
散
っ
て
し
ま
う
花
」
の
よ
う
に
、
詠
者
は
、
壊
れ
や
す
く
脆
い
も
の
や
盛
り
の
後
の
移
ろ
い
に
思
い
を
馳
せ
て
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い
る
と
い
う
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

　

三
つ
目
は
、
⑨
、
⑫
の
よ
う
に
「
霞
」「
花
」「
風
」
の
三
つ
が
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
霞
」
が

隠
し
た
「
花
」
の
存
在
を
「
風
」
が
知
ら
せ
る
と
い
う
点
で
、「
霞
」、「
花
」、「
風
」
の
組
み
合
わ
せ
は
巧
妙
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

以
上
、『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
け
る
「
霞
」
に
つ
い
て
、
主
に
三
つ
の
特
徴
を
挙
げ
た
。
第
二
節
で
は
、
第
一
節
を
ふ
ま

え
、『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
け
る
「
霞
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
第
二
節
　『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
け
る
「
霞
」

　

第
二
節
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
け
る
「
霞
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
特
に
、『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
と
同
様
に

「
霞
」
と
「
花
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
点
、「
花
」
を
隠
す
「
霞
」
の
特
性
が
恋
い
慕
う
相
手
へ
の
思
い
や
執
着
を
増
大
さ
せ
る
効
果

を
も
た
ら
し
て
い
る
点
な
ど
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
、『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
全
三
首
を
挙
げ
る
。

①　

山
ざ
く
ら
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ 

（
四
七
九
・
紀
貫
之
）

②　

君
に
よ
り
わ
が
名
は
花
に
春
霞
野
に
も
山
に
も
立
ち
み
ち
に
け
り　
　

 

　
（
六
七
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

③　

春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
花
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か
な　
　
　
　
　

 

　
　
（
六
八
四
・
紀
友
則
）

　

①
は
、「
霞
」
と
「
桜
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
、「
霞
」
が
美
し
い
も
の
を
隠
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
山
桜
が
「
霞
の

間
」
か
ら
「
ほ
の
か
に
」
見
え
る
か
ら
こ
そ
い
っ
そ
う
の
見
た
さ
を
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、
ほ
の
か
に
見
た
人
を
よ
り
一
層
恋
い
慕
う
気
持
ち

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
二
章
第
一
節
で
述
べ
た
、「
花
」
を
隠
す
「
霞
」
の
特
性
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま

た
、
桜
や
女
性
が
わ
ず
か
に
見
え
る
と
い
う
状
況
は
、
そ
れ
ら
が
霞
が
か
か
っ
た
不
鮮
明
な
情
景
の
間
に
ふ
と
現
れ
る
鮮
明
さ
や
、
そ
れ
ら

を
垣
間
見
た
一
瞬
の
と
き
め
き
を
、
よ
り
際
立
た
せ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

②
も
、
①
と
同
様
に
「
霞
」
と
「
花
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。「
た
ち
満
ち
に
け
り
」
の
「
た
つ
」
は
、「
霞
が
立
つ
」
の
意
と

「
噂
が
立
つ
」
の
意
を
掛
け
て
い
る
。
立
つ
と
同
時
に
広
範
囲
に
広
が
る
「
霞
」
の
特
性
が
、「
噂
」
が
す
み
ず
み
に
ま
で
広
が
る
様
子
を
表

現
す
る
の
に
効
果
的
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
が
「
立
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、「「
霞
」
の
出
現
や
存

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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在
、
そ
の
時
空
間
を
切
り
取
る
こ
と
に
重
み
が
置
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
よ
う
な
「
立
つ
」
と
い
う
表
現

の
特
性
は
、
噂
が
一
時
的
に
湧
い
て
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
意
味
で
の
、
噂
が
「
立
つ
」
と
い
う
状
況
や
表
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
ま
た
『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
で
は
、「
霞
」
が
「
花
」
を
「
隠
す
」
と
い
う
関
係
性
が
見
ら
れ
た
が
、
②
に
お
い
て
も
、

隠
さ
れ
た
も
の
の
正
体
が
定
か
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
「
知
り
た
い
」、「
見
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
募
り
、
そ
の
気
持
ち
に
よ
り
「
噂
」
が

す
み
ず
み
ま
で
広
が
っ
て
い
く
様
子
が
想
像
で
き
る
。「
霞
」
と
「
花
」
と
、「
噂
」
と
「
噂
の
対
象
」
の
関
係
や
特
性
に
は
共
通
す
る
部
分

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

③
は
、
美
し
い
女
性
を
山
桜
に
喩
え
て
お
り
、
春
を
代
表
す
る
「
霞
」
や
「
桜
」
と
い
う
景
物
が
恋
歌
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
三
首
に
は
、
全
て
「
霞
」
と
「
花
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら

れ
た
。
①
で
は
、
わ
ず
か
に
垣
間
見
た
女
性
へ
の
恋
心
が
、
美
し
い
「
桜
」
と
そ
れ
を
隠
す
「
霞
」
と
い
う
景
物
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
②
は
、「
た
つ
」
と
い
う
言
葉
に
、「
霞
が
立
つ
」
こ
と
と
「
噂
が
立
つ
」
こ
と
の
二
つ
の
意
味
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
花
を
隠
す
霞
が

空
中
に
漂
い
広
が
る
様
子
は
、
噂
が
広
が
っ
て
い
く
様
子
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
③
で
は
、
恋
い
慕
う
人
へ
の
思
い
が
、

「
霞
」
と
「
桜
」
と
い
う
春
の
代
表
的
な
景
物
に
寄
せ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
片
桐
洋
一
氏
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
、
全
体
を
通
し
て
「
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
や
過
ぎ
去
り
ゆ
く
人
生
を
惜
し
む
姿
勢
」

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
は
『
万
葉
集
』
の
和
歌
と
比
較
し
、
対
象
そ
の
も
の
を
詠
む
と

い
う
よ
り
も
対
象
に
寄
せ
る
自
ら
の
「
心
」
を
詠
ん
で
お
り
、「
恋
歌
」
に
関
し
て
も
「
待
つ
恋
」
や
「
偲
ぶ
恋
」
な
ど
、
相
手
に
寄
せ
る

切
実
な
思
い
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
八
）。『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
対
象
に
寄
せ
る
自
ら
の

「
心
」
を
詠
ん
で
い
る
歌
が
多
い
」
と
い
う
片
桐
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
場
合
、
四
季

の
歌
、
恋
歌
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、「
霞
」
が
「
花
」
や
「
恋
い
慕
う
人
」
な
ど
の
対
象
を
隠
し
た
り
隔
て
た
り
す
る
こ
と
で
、
対
象
に

寄
せ
る
詠
者
の
「
心
」
の
表
現
の
幅
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

以
上
、『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
や
共
通
点
な
ど
を
考
え
た
。
第
三
節
で
は
、

『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
や
「
恋
歌
」
以
外
で
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
れ
ら
を
解
釈
し
な
が
ら
そ
の
特
徴
を
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考
え
て
い
き
た
い
。

　
第
三
節
　『
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」、「
恋
歌
」
以
外
に
お
け
る
「
霞
」

　

以
下
、「
春
」
や
「
霞
」
と
、「
雁
」
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
点
、「
春
霞
」
か
ら
「
都
」
が
連
想
さ
れ
る
点
、「
霞
」
が
死
者
を
象
徴
す

る
歌
で
用
い
ら
れ
る
点
、
浮
気
な
人
を
喩
え
る
こ
と
が
あ
る
点
な
ど
を
指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
傾
向
と
、
霞
を

詠
ん
だ
歌
の
数
の
多
さ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
。
全
八
首
を
取
り
上
げ
る
。

①　

春
霞
か
す
み
て
い
に
し
か
り
が
ね
は
今
ぞ
鳴
く
な
る
秋
霧
の
う
へ
に 

 

（
秋
歌
上
・
二
一
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

②　

消
ぬ
が
う
へ
に
ま
た
も
降
り
し
け
春
霞
立
ち
な
ば
み
雪
ま
れ
に
こ
そ
見
め 

 

（
冬
歌
・
三
三
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

③　

か
へ
る
山
あ
り
と
は
聞
け
ど
春
霞
立
ち
別
れ
な
ば
恋
し
か
る
べ
し　
　

 

（
離
別
歌
・
三
七
〇
・
紀
利
貞
）

④　

山
か
く
す
春
の
霞
ぞ
う
ら
め
し
き
い
づ
れ
都
の
さ
か
ひ
な
る
ら
む　
　
　

 

　
（
羇
旅
歌
・
四
一
三
・
乙
）

⑤　

草
深
き
霞
の
谷
に
影
か
く
し
照
る
日
の
く
れ
し
今
日
に
や
は
あ
ら
ぬ  

（
哀
傷
歌
・
八
四
六
・
文
屋
康
秀
）

⑥　

か
ず
か
ず
に
我
を
忘
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば
山
の
霞
を
あ
は
れ
と
は
見
よ  

（
哀
傷
歌
・
八
五
七
・
敦
慶
親
王
）

⑦　

春
霞
た
な
び
く
野
辺
の
若
菜
に
も
な
り
み
て
し
が
な
人
も
摘
む
や
と 

（
雑
体
歌
・
一
〇
三
一
・
藤
原
興
風
）

⑧　

思
へ
ど
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
春
霞
か
か
ら
ぬ
山
の
あ
ら
じ
と
思
へ
ば 

（
雑
体
歌
・
一
〇
三
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　

①
で
は
、「
霧
」
が
対
象
を
「
隠
す
」
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
霧
」
は
、
目
に
は
見
え
な
い
が
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
で

「
雁
」
の
存
在
が
想
起
さ
れ
る
、
と
い
う
状
況
を
作
り
出
す
の
に
効
果
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
霞
」
は
『
万
葉
集
』

の
場
合
と
同
様
に
春
の
到
来
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
春
」
と
「
秋
」、「
霞
」
と
「
霧
」
な
ど
季
節
や
季
語
の
対
比

に
加
え
、「
春
」
や
「
霞
」
と
、「
雁
」
の
結
び
つ
き
も
見
ら
れ
る
。

　

②
に
つ
い
て
、「
霞
が
立
つ
」
こ
と
は
「
春
が
来
る
」
こ
と
を
表
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
雪
が
消
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
た
よ
う
な
、「
霞
が
た
つ
か
ら
春
が
来
た
」
と
い
う
発
想
が
さ
ら
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

③
の
詞
書
に
は
、「
越
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
る
。
③
に
お
い
て
「
霞
」
が
「
た
つ
」
こ
と
は
「
別
れ
」
の

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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場
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
別
れ
の
悲
哀
に
加
え
風
流
な
風
景
も
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
霞
」
が
隔
て
た
先
と
の
「
距
離
」

を
想
起
さ
せ
る
こ
と
や
、「
霞
」
と
「
都
」
が
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
も
③
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。「
霞
」
と
「
都
」
が
結
び
つ
く
と
い
う

特
徴
は
、「
山
た
か
み
都
の
春
を
見
渡
せ
ば
た
だ
ひ
と
む
ら
の
霞
な
り
け
り
」（
後
拾
遺
和
歌
集
・
三
八
・
大
江
正
言
）、「
都
を
ば
霞
と
と
も

に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
ふ
く
白
川
の
関
」（
後
拾
遺
和
歌
集
・
五
一
八
・
能
因
法
師
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
③
か
ら
は
、「
都
」
を
離
れ
る

こ
と
の
名
残
惜
し
さ
や
切
な
さ
が
、「
霞
」
が
広
が
る
風
景
と
と
も
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　

④
で
「
霞
」
は
、「「
山
」
を
「
隠
す
」
も
の
」、「
行
き
先
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
を
遮
る
も
の
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
こ
で
詠
者

は
、
帰
京
の
途
中
に
「
霞
」
に
「
都
」
を
隠
さ
れ
鬱
々
と
し
た
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
。

　

⑤
に
つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

古
今
和
歌
集
』
で
は
、「
天
皇
や
皇
族
の
死
を
落
日
に
た
と
え
る
こ
と
は
宮
廷
詩
歌
に
よ

く
見
ら
れ
る
が
、
日
の
落
ち
る
所
を
「
霞
の
谷
」
と
し
た
の
は
葬
儀
の
時
の
実
景
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
解
説
が
あ
る
（
注
九
）。

　

⑥
は
死
を
予
期
し
た
妻
の
辞
世
の
歌
で
、
自
分
の
火
葬
の
煙
を
霞
に
喩
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
⑤
と
⑥
は
「
死
を
象
徴
し
た
歌
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
野
ロ
ベ
ル
ト
氏
は
、「
霞
」
の
何
か
を
「
隠

す
」
と
い
う
性
質
に
着
目
し
、「
こ
こ
で
は
霞
は
、
人
を
こ
の
世
か
ら
永
遠
に
「
隠
し
て
」
し
ま
う
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
注
十
）。

『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、「
霞
」
の
対
象
を
「
隠
す
」
と
い
う
性
質
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
点
に
着
目
す
る
と
、「
霞
」
は
花
や

山
、
都
だ
け
で
な
く
、
人
を
も
こ
の
世
か
ら
永
遠
に
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

⑦
か
ら
は
、
霞
が
た
な
び
く
「
春
」
と
い
う
季
節
か
ら
「
若
菜
摘
み
」
を
連
想
す
る
と
い
う
当
時
の
発
想
が
窺
え
る
。

　

⑧
に
お
け
る
「
霞
」
は
浮
気
な
人
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。「
か
か
る
」
は
、「
霞
が
か
か
る
」
の
意
味
と
「
人
が
あ
ち
こ
ち
に
関
わ
る

（
関
係
す
る
）」
の
二
つ
の
意
味
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
い
て
は
、
噂
が
広
が
る
様
子
と
霞
が
立
ち
広
が
る
様

子
を
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
さ
れ
た
歌
が
見
ら
れ
た
が
、「
あ
ち
こ
ち
に
か
か
り
、
立
っ
て
は
消
え
る
」
と
い
う
「
霞
」
は
、「
噂
」
や
「
浮
気

な
人
」
を
表
現
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
春
歌
上
・
下
」、「
恋
歌
」
以
外
の
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
を
八
首
取
り
上
げ
た
。
そ
の
主
な
特
徴

と
し
て
四
点
を
挙
げ
る
。

日
本
文
学
ノ
ー
ト

　
第
五
十
七
号

－29－



　

一
つ
目
は
、
①
の
よ
う
に
、「
霞
」、「
春
」、「
雁
」
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
霞
」
が
立
っ
て
春
が
訪
れ
る
こ
と
と

「
雁
」
が
去
っ
て
い
く
こ
と
を
結
び
つ
け
た
こ
と
は
、『
古
今
和
歌
集
』
収
録
歌
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
③
、
④
の
よ
う
に
「
春
霞
」
か
ら
「
都
」
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
、「
都
に
帰
る
」、

ま
た
は
「
都
を
離
れ
る
」
場
面
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
の
「
霞
」
に
は
、
霞
の
先
に
あ
る
「
都
」
へ
の
思
い
や
、「
都
」

か
ら
離
れ
る
こ
と
に
対
す
る
詠
者
の
心
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、「
対
象
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
対
象
に
寄
せ
る
自
ら
の
「
心
」
を
詠
む
も
の
が
多
い
」
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
傾
向
と
も
一
致
す
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

霞
が
た
な
び
き
詠
者
と
都
が
隔
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詠
者
と
都
と
の
距
離
が
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
霞
が
対
象
を
隠
し
霞
の
先
に

あ
る
も
の
を
想
像
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
歌
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
霞
」
が
隠
す
対
象
は
「
花
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
山
」
や

「
都
」
な
ど
広
が
り
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

　

三
つ
目
は
、
⑤
、
⑥
の
よ
う
に
「
霞
」
が
死
者
を
象
徴
す
る
歌
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は

「
霞
」
の
対
象
を
「
隠
す
」
と
い
う
特
性
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
点
に
着
目
す
る
と
、「
霞
」
は
人
を
も
こ
の
世
か
ら
永
遠
に
隠

し
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
。

　

四
つ
目
は
、
⑧
の
よ
う
に
「
霞
」
が
「
浮
気
な
人
」
を
喩
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
古
今
和
歌
集
』「
恋
歌
」
に
お
い
て
も
、

噂
が
広
が
る
様
子
と
「
霞
」
が
立
ち
広
が
る
様
子
を
重
ね
合
わ
せ
た
歌
が
見
ら
れ
た
が
、「
あ
ち
こ
ち
に
か
か
り
、
立
っ
て
は
消
え
る
」
と

い
う
「
霞
」
は
、「
噂
」
や
「
浮
気
な
人
」
を
表
現
す
る
の
に
効
果
的
な
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
④
な
ど
は
、
霞
の
奥
に
あ
る
も
の
に
心
を
寄
せ
た
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
先
述
の
『
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
傾

向
と
一
致
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
霞
」
が
対
象
を
隠
し
た
り
隔
て
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
に
寄
せ
る
詠
者
の
思
い

は
よ
り
一
層
募
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌

が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、「
霞
」
が
対
象
へ
の
詠
者
の
思
い
を
募
ら
せ
る
の
に
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
で

き
る
だ
ろ
う
。

　
『
万
葉
集
』
と
比
較
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
の
表
現
は
『
万
葉
集
』
よ
り
も
類
型
化
し
洗
練
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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表
現
の
幅
は
広
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、「
霞
」
と
「
花
」
が
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
「
隠
す
」、「
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係

性
が
意
識
さ
れ
る
点
、「
霞
」
か
ら
「
都
」
が
連
想
さ
れ
る
点
、「
霞
」
が
死
者
を
象
徴
し
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
特
に
、「
隠
す
」、「
隠

さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、『
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
傾
向
と
関
連
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
や
過
ぎ
去
り
ゆ
く
人
生
を
惜
し
む
姿
勢
が
見
ら
れ
る
」
こ
と

や
「
対
象
そ
の
も
の
を
詠
む
と
い
う
よ
り
も
対
象
に
寄
せ
る
自
ら
の
「
心
」
を
詠
む
歌
が
多
い
」
こ
と
な
ど
の
特
徴
と
、「
霞
」
の
立
っ
て

は
消
え
る
性
質
や
「
対
象
を
「
隠
す
」」
と
い
う
性
質
を
取
り
込
ん
だ
歌
の
数
の
多
さ
は
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
立
っ
て
は
消
え
る
「
霞
」
が
、「
花
」
や
「
恋
い
慕
う
人
」
な
ど
の
対
象
を
「
隠
す
」
こ
と
で
対
象
に
寄
せ
る
詠
者
の
「
心
」

に
奥
行
き
が
生
ま
れ
、
そ
の
表
現
の
幅
が
広
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

第
三
章　
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
「
霞
」

　

第
一
節
　『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
け
る
「
霞
」

　

第
三
章
で
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
「
霞
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
特
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
表
現
の
系
譜
を
ふ
ま
え
さ
ら
に
新

し
い
発
想
を
生
み
出
す
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
点
、
絵
画
的
な
美
し
さ
や
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
歌
が
多
い
点
、「
霞
」
と
組
み
合
わ

せ
て
詠
ま
れ
る
景
物
が
増
え
る
点
な
ど
を
指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
と
比
較
し
た
際
の
、『
新
古
今
和
歌

集
』
に
お
け
る
「
霞
」
を
詠
ん
だ
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

①　

ほ
の
ぼ
の
と
春
こ
そ
空
に
来
に
け
ら
し
天
の
香
具
山
霞
た
な
び
く　
　
　
　
　
　
　

 

（
二
・
太
上
天
皇
）

②　

風
ま
ぜ
に
雪
は
降
り
つ
つ
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
き
春
は
来
に
け
り　
　
　
　

 

（
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

③　

天
の
原
富
士
の
煙
の
春
の
色
の
霞
に
な
び
く
あ
け
ぼ
の
の
空　
　
　
　
　

 

　
（
三
三
・
前
大
僧
正
慈
円
）

④　

朝
霞
深
く
見
ゆ
る
や
煙
立
つ
室
の
八
島
の
わ
た
り
な
る
ら
ん　
　
　
　
　

 

　
（
三
四
・
藤
原
清
輔
朝
臣
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト

　
第
五
十
七
号

－31－



⑤　

な
ご
の
海
の
霞
の
間
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
る
日
を
あ
ら
ふ
沖
つ
白
波　
　

 

（
三
五
・
後
徳
大
寺
左
大
臣
）

⑥　

霞
立
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空　
　
　
　
　
　

 

　
（
三
七
・
藤
原
家
隆
朝
臣
）

⑦　

知
る
ら
め
や
霞
の
空
を
な
が
め
つ
つ
花
も
に
ほ
は
ぬ
春
を
嘆
く
と　
　
　
　

 

　
　
　
　
（
三
九
・
中
務
）

⑧　

大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
曇
り
も
果
て
ぬ
春
の
夜
の
月　
　
　

 

　
（
四
〇
・
藤
原
定
家
朝
臣
）

⑨　

高
瀬
さ
す
六
田
の
淀
の
柳
原
緑
も
深
く
か
す
む
春
か
な　
　
　
　
　
　
　

 

　
（
七
二
・
権
中
納
言
公
経
）

⑩　

春
風
の
霞
吹
き
解
く
絶
え
間
よ
り
乱
れ
て
な
び
く
青
柳
の
糸　
　
　
　
　

 

　
（
七
三
・
殷
富
門
院
大
輔
）

⑪　

ゆ
か
ん
人
来
ん
人
し
の
べ
春
霞
た
つ
た
の
山
の
初
桜
花　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
（
八
五
・
中
納
言
家
持
）

⑫　

花
の
色
に
あ
ま
ぎ
る
霞
立
ち
ま
よ
ひ
空
さ
へ
に
ほ
ふ
山
桜
か
な　
　
　

 

　
（
一
〇
三
・
権
大
納
言
長
家
）

⑬　

霞
立
つ
春
の
山
べ
に
桜
花
あ
か
ず
散
る
と
や
鶯
の
鳴
く　
　
　
　
　
　

 

　
（
一
〇
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

⑭　

散
り
散
ら
ず
お
ぼ
つ
か
な
き
は
春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
な
り
け
り　
　
　

 

　
　
（
一
一
五
・
祝
部
成
仲
）

⑮　

暮
れ
て
ゆ
く
春
の
み
な
と
は
知
ら
ね
ど
も
霞
に
落
つ
る
宇
治
の
柴
舟　
　
　

 

　
（
一
六
九
・
寂
蓮
法
師
）

　

①
の
本
歌
は
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
香
具
山
こ
の
夕
霞
た
な
び
く
春
立
つ
ら
し
も
」（
万
葉
集
・
一
八
一
二
）
で
あ
る
。
天
の
香
具
山
に

「
霞
」
が
「
た
な
び
く
」
様
子
を
詠
う
こ
と
は
、
香
具
山
を
中
心
に
天
地
に
広
が
る
春
の
気
分
を
壮
大
に
表
現
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。

　

②
は
、「
し
か
す
が
に
」
と
い
う
第
三
句
に
急
所
を
置
い
て
、
冬
の
季
節
感
と
春
の
季
節
感
と
の
交
錯
を
と
ら
え
て
い
る
。「
霞
」
が
「
た

な
び
く
」
様
子
は
、
春
の
到
来
を
表
現
す
る
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

③
か
ら
は
、
一
枚
の
絵
画
の
よ
う
な
優
美
な
情
景
が
色
彩
と
と
も
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
風
景
に
と
け
こ
ん
で
広
が
る
と
い
う

「
霞
」
の
特
性
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。『
新
古
今
和
歌
集
』
の
叙
景
歌
は
、
絵
画
的
、
幻
想
的
、
象
徴
的
、
観
念
的
な

ど
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
③
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
性
質
が
窺
え
る
（
注
十
一
）。

　

④
に
お
け
る
「
室
の
八
島
」
は
水
気
が
煙
の
よ
う
に
立
ち
の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
で
歌
枕
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。「
朝
霞
」
が
深
く
立
ち

込
め
る
様
子
と
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
る
様
子
が
リ
ン
ク
し
、
そ
の
幻
想
的
な
風
景
が
思
い
浮
か
ば
れ
る
。

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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⑤
は
、「
晩
霞
」
と
い
う
題
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
歌
は
、「
霞
」
と
「
山
」、「
霞
」
と
「
花
」
な
ど
の
組
み
合
わ
せ

が
多
か
っ
た
が
、
⑤
で
は
「
霞
」
と
「
海
」
や
「
波
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。「
入
る
日
」
を
隠
す
「
霞
」
の
間
か
ら
切
り
取
っ
た
、

「
今
し
も
入
る
日
を
洗
う
よ
う
な
白
波
」
は
、
絵
画
の
よ
う
な
美
し
さ
が
あ
る
。

　

⑥
の
詞
書
に
は
、「
摂
政
太
政
大
臣
家
百
首
歌
合
に
、
春
曙
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」
と
あ
る
。
⑥
で
詠
者
は
、
春
の
曙
の
夢
か
ら

さ
め
た
後
の
夢
か
う
つ
つ
か
定
か
で
は
な
い
よ
う
な
感
覚
を
、
優
美
な
言
葉
と
と
も
に
詠
ん
で
い
る
。
山
の
景
色
と
海
の
景
色
が
融
合
し
、

複
合
的
な
世
界
観
を
形
成
し
て
い
る
。

　

⑦
に
つ
い
て
、
本
来
な
ら
春
に
な
る
と
花
は
咲
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
期
待
を
裏
切
り
花
が
咲
か
な
い
と
い
う
状
況
に
自
身
の
身
の

上
を
暗
示
し
て
い
る
点
に
、
詠
者
の
発
想
の
広
が
り
や
う
ね
り
が
窺
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
詠
者
は
、「
霞
の
空
」
に
自
身
の
晴
々
と
し
な
い

じ
れ
っ
た
い
心
情
を
投
影
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑧
は
、「
梅
の
に
ほ
い
に
か
す
み
つ
つ
」
と
「
曇
り
も
果
て
ぬ
」
と
い
う
部
分
が
響
き
合
い
、
上
句
と
下
句
の
世
界
観
が
美
し
く
調
和
し

て
い
る
。

　

⑨
に
は
、「
建
仁
元
年
三
月
、
歌
合
に
、
霞
隔
遠
樹
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。
霞
が
六
田
の
淀
の
柳
原
の
緑
を
隔
て
て
い

る
と
い
う
情
景
と
と
も
に
、
そ
の
緑
と
一
つ
に
な
っ
て
霞
む
春
の
風
景
が
想
像
さ
れ
る
。

　

⑩
で
は
、「
風
」
が
「
霞
」
を
吹
き
解
く
と
い
う
趣
向
が
見
ら
れ
る
。「
霞
」
が
隠
す
対
象
は
「
花
」
や
「
桜
」
で
は
な
く
「
青
柳
」
で
あ

る
こ
と
も
⑩
の
面
白
さ
で
あ
る
。

　

⑪
は
、
春
霞
が
「
立
つ
」
こ
と
と
「
立
田
山
」
の
「
立
」
を
か
け
て
い
る
。
立
田
山
の
初
咲
き
の
桜
花
の
愛
ら
し
さ
を
慈
し
ん
だ
歌
で
あ

る
。

　

⑫
で
は
、
桜
の
美
し
さ
が
空
に
ま
で
広
が
っ
て
い
く
様
子
と
、
霞
が
そ
の
美
し
さ
を
伝
え
る
よ
う
に
豊
か
に
広
が
る
様
子
が
壮
大
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
詠
者
の
視
点
の
広
が
り
も
窺
え
る
。

　

⑬
は
、「
霞
立
つ
」「
春
の
山
辺
」
と
い
う
類
型
的
な
表
現
が
見
ら
れ
、
春
の
山
の
風
景
の
象
徴
と
し
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

⑭
で
は
、
春
霞
が
桜
を
隠
し
て
い
る
た
め
に
桜
が
咲
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
ず
も
ど
か
し
く
思
う
詠
者
の
気
持
ち
が
、
春
霞
が
広
が
る
不
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鮮
明
な
情
景
と
重
な
る
。『
古
今
和
歌
集
』
で
多
く
見
ら
れ
た
「
霞
」
と
「
花
」
の
「
隠
す
」、「
隠
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
が
取
り
込
ま
れ
、

そ
れ
に
際
す
る
詠
者
の
心
が
窺
え
る
。

　

⑮
で
は
、
柴
舟
が
霞
の
中
を
ゆ
る
や
か
に
消
え
て
い
く
様
子
と
、
行
き
着
く
先
も
わ
か
ら
な
い
春
が
か
す
む
よ
う
に
去
っ
て
い
く
様
子
が

重
な
る
。
こ
こ
で
「
霞
」
は
、
切
な
さ
や
曖
昧
さ
、
儚
さ
、
余
情
を
残
す
こ
と
の
一
助
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

以
上
、『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
」
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
十
五
首
を
取
り
上
げ
た
。
い
く
つ
か
の
歌
に
共
通
す
る
特
徴
を
五

点
挙
げ
る
。

　

一
つ
目
は
、
①
、
②
、
⑬
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
表
現
の
系
譜
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
新
し
い
発
想
を
生
み
出
す
と
い
う
傾
向
が

見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
②
で
は
、「
風
ま
じ
り
に
雪
が
降
り
続
け
る
」
と
い
う
冬
の
季
節
感
と
、「
霞
が
た
な
び
き
春
が
来
た
」
と

い
う
『
万
葉
集
』
以
来
の
春
の
季
節
感
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
新
し
さ
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
発
想
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
新
し

い
発
想
を
加
え
て
新
た
な
価
値
を
見
出
す
と
い
う
傾
向
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
全
体
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

二
つ
目
は
、
③
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑨
、
⑩
な
ど
の
よ
う
に
、
絵
画
的
な
美
し
さ
や
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
特
徴
と
も
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
霞
が
風
景
に
調
和
し
、
全

体
で
一
つ
の
風
景
と
し
て
の
美
し
さ
を
持
つ
歌
が
多
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』

で
多
く
見
ら
れ
た
よ
う
に
詠
者
の
心
が
風
景
に
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
風
景
の
客
観
的
な
美
し
さ
の
方
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
つ
目
は
、
⑤
、
⑨
、
⑩
、
⑭
の
よ
う
に
、「
霞
」
が
対
象
を
隔
て
た
り
隠
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
⑤
や
⑩
は
、

「
霞
」
の
切
れ
間
か
ら
切
り
取
っ
た
風
景
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』
で
見
た
よ
う
な
、
詠
者

の
対
象
に
寄
せ
る
思
い
や
憧
れ
の
よ
う
な
感
情
は
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
そ
の
風
景
の
客
観
的
な
美
し
さ
の
方
に
主
眼
が
置

か
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

四
つ
目
は
、
①
、
③
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧
、
⑫
な
ど
の
よ
う
に
、「
霞
」
と
「
空
」、「
霞
」
と
「
海
」
な
ど
、「
霞
」
と
組
み
合
わ
せ
て
詠

ま
れ
る
景
物
が
増
え
る
点
で
あ
る
。
①
、
③
、
⑥
、
⑦
、
⑧
、
⑫
で
は
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
、

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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「
霞
」
と
「
空
」
や
「
大
空
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。
⑦
は
「
霞
の
空
」
に
自
身
の
晴
々
と
し
な
い
心
境
を
投
影
し
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
霞
の
空
」
と
い
う
表
現
は
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
発
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
霞
」
と
「
空
」
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
、
対
象
か
ら
一
歩
引
い

た
地
点
か
ら
広
が
る
開
け
た
景
色
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
④
、

⑤
、
⑥
、
⑨
、
⑮
で
は
、
水
辺
の
霞
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
春
に
山
辺
に
立
つ
も
の
だ
け
で
な
く
、
水
辺
の
靄
な
ど
も
含
め
て
「
霞
」
と
捉
え

ら
れ
、「
霞
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
対
象
に
広
が
り
が
見
ら
れ
る
。

　

五
つ
目
は
、
⑮
の
よ
う
に
「
霞
」
が
切
な
さ
を
醸
成
し
、
余
情
を
残
す
こ
と
の
一
助
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
特
徴

は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
と
「
都
」
が
詠
ま
れ
る
歌
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

「
霞
」
が
、
詠
者
が
都
を
離
れ
る
際
の
寂
し
さ
や
心
許
な
さ
な
ど
を
増
長
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
⑮
な
ど
に
お
け
る
「
霞
」

も
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
も
の
に
思
い
を
馳
せ
た
り
、
切
な
さ
を
誘
っ
た
り
す
る
の
に
効
果
的
に
機
能
し
て
お
り
、
両
者
に
共
通
す
る
部
分
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。「
霞
」
は
、
人
々
の
切
な
さ
を
増
長
さ
せ
、
心
情
に
余
韻
を
持
た
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。

　
『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
歌
は
、
全
体
的
に
風
景
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
が
多
か
っ
た
。「
霞
」
が
風

景
に
溶
け
込
み
、
幻
想
的
で
優
艶
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、「
対
象
そ
の
も
の
を
詠
む
と
い
う
よ
り
も
対
象

に
寄
せ
る
自
ら
の
「
心
」
を
詠
む
歌
が
多
い
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、「
霞
」
を
詠
ん
だ
歌
の
多
さ
も
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
で
は
、
対
象
に
寄
せ
る
「
心
」
が
詠
ま
れ
る
と
い
う
よ
り
は
「
霞
」
を
含
め
た

風
景
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
見
ら
れ
た
。
他
の
部
立
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
節
で
は
、「
春
歌
上
・
下
」
以
外
に

お
け
る
調
査
を
進
め
て
み
た
い
。

　

第
二
節
　『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
以
外
に
お
け
る
「
霞
」

　

第
二
節
で
は
、「
春
歌
上
・
下
」
以
外
の
部
立
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
全
十
二
首
を
取
り
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上
げ
る
が
、
特
に
、
哀
傷
歌
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
点
、「
霞
」
が
対
象
を
「
隠
す
」
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
、

「
雲
」
と
の
関
連
で
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
点
な
ど
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

①　

あ
は
れ
な
り
わ
が
身
の
果
て
や
浅
緑
つ
ひ
に
は
野
べ
の
霞
と
思
へ
ば　

 

（
哀
傷
歌
・
七
五
八
・
小
野
小
町
）

②　

春
霞
か
す
み
し
空
の
な
ご
り
さ
へ
今
日
を
限
り
の
別
れ
な
り
け
り 

（
哀
傷
歌
・
七
六
六
・
摂
政
太
政
大
臣
）

③　

立
ち
の
ぼ
る
煙
を
だ
に
も
見
る
べ
き
に
霞
に
ま
が
ふ
春
の
あ
け
ぼ
の 

（
哀
傷
歌
・
七
六
七
・
前
左
兵
衛
督
惟
方
）

④　

思
へ
君
燃
え
し
煙
に
ま
が
ひ
な
で
立
ち
お
く
れ
た
る
春
の
霞
を     

  

（
哀
傷
歌
・
八
二
二
・
源
三
位
）

⑤　

に
ほ
ふ
ら
ん
霞
の
う
ち
の
桜
花
思
ひ
や
り
て
も
惜
し
き
春
か
な  

 

（
恋
歌
一
・
一
〇
一
六
・
清
原
元
輔
）

⑥　

思
ひ
あ
ま
り
そ
な
た
の
空
を
な
が
む
れ
ば
霞
を
分
け
て
春
雨
ぞ
降
る 

（
恋
歌
二
・
一
一
〇
七
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

⑦　

春
霞
た
な
び
き
わ
た
る
折
に
こ
そ
か
か
る
山
べ
は
か
ひ
も
あ
り
け
れ 

（
雑
歌
上
・
一
四
四
七
・
東
三
条
入
道
前
摂
政
太
政
大
臣
）

⑧　

紫
の
雲
に
も
あ
ら
で
春
霞
た
な
び
く
山
の
か
ひ
は
な
に
ぞ
も   

（
雑
歌
上
・
一
四
四
八
・
円
融
院
御
歌
）

⑨　

お
ぼ
つ
か
な
霞
立
つ
ら
ん
武
隈
の
松
の
く
ま
漏
る
春
の
夜
の
月 

（
雑
歌
上
・
一
四
七
五
・
加
賀
左
衛
門
）

⑩　

須
磨
の
浦
の
な
ぎ
た
る
朝
は
目
も
は
る
に
霞
に
ま
が
ふ
海
人
の
釣
舟 

（
雑
歌
中
・
一
五
九
八
・
藤
原
孝
善
）

⑪　

見
わ
た
せ
ば
霞
の
う
ち
も
か
す
み
け
り
煙
た
な
び
く
塩
竈
の
浦 

（
雑
歌
中
・
一
六
一
一
・
藤
原
家
隆
朝
臣
）

⑫　

い
に
し
へ
の
な
れ
し
雲
居
を
し
の
ぶ
と
や
霞
を
分
け
て
君
尋
ね
け
ん 

（
雑
歌
下
・
一
七
二
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　

①
で
「
野
辺
の
霞
」
は
火
葬
さ
れ
て
立
ち
な
び
く
煙
を
暗
示
し
て
い
る
。
②
も
①
と
同
様
に
「
霞
」
が
火
葬
の
煙
を
暗
示
し
、
火
葬
の
煙

と
な
っ
て
消
え
た
母
へ
の
慕
情
が
惜
春
の
情
と
融
合
し
て
い
る
。

　

③
で
は
、
火
葬
の
煙
と
霞
が
ま
ぎ
れ
る
様
子
が
詠
ま
れ
、
春
の
曙
の
霞
む
風
景
と
と
も
に
亡
き
人
へ
の
思
い
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

　

④
の
贈
歌
は
、「
あ
は
れ
君
い
か
な
る
野
べ
の
煙
に
て
む
な
し
き
空
の
雲
と
な
り
け
ん
」（
八
二
一
・
弁
乳
母
）
で
あ
る
。
贈
歌
の
「
む
な

し
き
空
の
雲
」
と
、
④
の
「
立
ち
お
く
れ
た
る
春
の
霞
」
が
対
応
し
、「
立
ち
お
く
れ
た
る
春
の
霞
」
に
詠
者
自
身
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
③
、
④
、
⑩
は
「
ま
が
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
お
り
、
他
の
も
の
に
入
り
混
じ
る
と
い
う
「
霞
」
の
性
質
が
取
り
込
ま
れ
る
こ

と
が
多
い
こ
と
が
窺
え
る
。

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て
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⑤
で
は
、
霞
に
隠
さ
れ
た
桜
花
を
「
心
引
か
れ
た
美
し
い
女
性
」
に
喩
え
て
お
り
、
同
様
の
趣
向
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
も
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
霞
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
花
や
物
越
し
に
み
た
女
性
を
想
像
す
る
こ
と
に
伴
う
心
の
動
き
や
期
待
感
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
霞
」
が
花
を
隠
し
、
女
性
を
は
っ
き
り
と
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
心

情
な
の
だ
と
考
え
る
。

　

⑥
で
は
、
恋
し
く
思
う
人
の
方
角
の
空
を
見
る
と
「
霞
」
を
分
け
て
春
雨
が
降
り
、
お
ぼ
ろ
な
春
の
景
色
は
ま
す
ま
す
霞
ん
で
い
る
。
詠

者
は
そ
の
空
模
様
と
同
じ
よ
う
に
す
っ
き
り
と
し
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
、
も
の
思
い
に
沈
ん
で
い
る
。「
霞
」
と
「
春
雨
」
と
い
う
新

た
な
組
み
合
わ
せ
も
見
ら
れ
る
。

　

⑦
の
詞
書
に
は
、「
東
三
条
院
、
女
御
に
お
は
し
け
る
時
、
円
融
院
つ
ね
に
渡
り
給
ひ
け
る
を
聞
き
侍
り
て
、
ゆ
げ
ひ
の
命
婦
の
も
と
に

遣
は
し
け
る
」
と
あ
る
。
⑦
に
お
け
る
「
春
霞
」
は
円
融
院
を
暗
示
し
て
お
り
、「
わ
た
る
」
は
円
融
院
が
女
御
の
も
と
に
お
い
で
に
な
る

と
い
う
意
味
の
「
渡
る
」
を
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
詠
者
自
身
を
「
山
辺
の
峡
」
に
喩
え
、
詠
者
の
娘
の
女
御
が
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て

い
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
「
霞
」
に
寄
せ
て
詠
ん
で
い
る
。

　

⑧
は
、
⑦
の
返
歌
で
あ
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43　

新
古
今
和
歌
集
』
で
は
、「
贈
歌
の
「
春
霞
」
の
心
を
一
転
さ
せ
、
不
満
の

辛
い
述
懐
に
し
て
い
る
。」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
詠
者
は
、
皇
后
の
異
称
で
あ
る
「
紫
の
雲
」
と
、「
霞
」
を
対
比
さ
せ
、
満
た
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。

　

⑨
か
ら
は
、
月
の
様
子
が
朧
ろ
で
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
を
じ
れ
っ
た
く
思
う
詠
者
の
気
持
ち
が
窺
え
る
。

　

⑩
で
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
「
海
」
の
上
の
「
霞
」
が
詠
ま
れ
、
静
謐
な
風
景
の
美
し
さ
が
感

じ
ら
れ
る
。

　

⑪
は
、「
見
わ
た
せ
ば
」
と
い
う
開
か
れ
た
視
点
か
ら
「
海
辺
の
霞
」
を
詠
ん
で
い
る
。

　

⑫
に
お
い
て
「
雲
居
」
は
「
霞
」
の
縁
語
で
あ
り
、「
雲
居
を
し
の
ぶ
」
と
「
霞
を
分
け
て
」
の
通
わ
せ
方
が
巧
妙
で
あ
る
。

　

以
上
、『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
以
外
の
部
立
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
十
二
首
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て

考
え
た
。
主
な
特
徴
と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
る
。
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一
つ
目
は
、
①
、
②
、
③
、
④
の
よ
う
に
哀
傷
歌
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
「
霞
」
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
場
合
と
同
様
に
「
火
葬
の
煙
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
①
、
④
は
「
霞
」
に
自
身
の
身
の
上
や
死
を
暗
示
し
て

お
り
、
そ
の
点
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
独
自
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

　

二
つ
目
は
、
⑤
、
⑨
の
よ
う
に
「
霞
」
が
対
象
を
「
隠
す
」
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
対
象
と
な
る
「
花
」

や
「
月
」
は
「
霞
」
に
よ
り
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
詠
者
は
対
象
の
美
し
さ
を
想
像
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
花
」
や
「
月
」
な
ど
美
し
い
も
の
が
「
霞
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
『
古
今
和
歌
集
』
と
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
⑧
、
⑫
の
よ
う
に
「
雲
」
と
の
関
連
で
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
霞
」
は
「
雲
」
の
縁
語
で
あ

る
が
、
⑧
の
よ
う
に
「
紫
の
雲
（
皇
后
）」
と
対
比
さ
れ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
⑦
の
よ
う
に
「
春
霞
」
が
天
皇
に
喩
え

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、「
霞
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
多
様
性
が
窺
え
る
。

　

四
つ
目
は
、
⑩
、
⑪
の
よ
う
に
、
海
辺
の
霞
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
新
古
今
和
歌
集
』「
春
歌
上
・
下
」
に
お
い
て

も
水
辺
の
霞
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、「
春
歌
上
・
下
」
以
外
に
お
い
て
も
海
辺
に
静
か
に
霞
が
漂
う
情
景
の
美
し

さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
水
辺
の
霞
」
に
関
連
し
て
、
⑥
で
は
「
霞
」
と
「
春
雨
」
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
た
。「
霞
」
と
「
雨
」

と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
新
た
な
組
み

合
わ
せ
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
、
第
三
章
を
通
じ
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
が
詠
ま
れ
る
歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
た
。
第
三

章
全
体
を
通
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
の
表
現
の
系
譜
を
ふ
ま
え
つ
つ
新
た
な

発
想
や
価
値
を
見
出
し
た
り
、「
霞
」
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
景
物
に
広
が
り
が
見
ら
れ
た
り
、
叙
景
歌
で
は
絵
画
的
な
美
し
さ
や
幻

想
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
歌
が
多
く
風
景
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
が
多
か
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
も
の
に
ま
ぎ

れ
て
調
和
し
た
り
、
複
数
の
も
の
を
橋
渡
し
し
て
融
合
さ
せ
た
り
、
風
景
や
人
々
の
心
情
に
余
韻
を
持
た
せ
た
り
す
る
よ
う
な
「
霞
」
の
特

性
や
機
能
が
、
和
歌
に
効
果
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
新
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

「
幽
玄
の
美
」
の
理
念
や
、
複
数
の
景
色
が
融
合
す
る
な
ど
の
複
合
的
な
要
素
を
持
つ
歌
が
多
い
と
い
う
特
徴
は
、
先
に
指
摘
し
た
「
霞
」

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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の
特
徴
と
も
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

現
代
に
お
い
て
「
霞
」
は
、「
空
気
中
に
広
が
っ
た
水
滴
や
ち
り
が
原
因
で
空
や
遠
景
が
ぼ
ん
や
り
す
る
現
象
」
や
、「
霧
や
煙
が
あ
る
高

さ
に
漂
い
薄
い
帯
の
よ
う
に
見
え
る
現
象
」
の
こ
と
を
示
す
が
、
和
歌
史
に
お
い
て
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
表
現
、
託
さ
れ
る
心
情
、
組
み

合
わ
さ
れ
る
景
物
な
ど
、
時
代
と
と
も
に
様
々
な
変
化
や
広
が
り
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
後
に
、『
万
葉
集
』、『
古
今

和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
霞
」
の
特
徴
を
改
め
て
ま
と
め
た
い
。

　

ま
ず
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
特
徴
は
主
に
三
点
あ
る
。
そ
れ
は
、「
霞
」
が
春
の
風
景
や
春
の
到
来
を
象
徴
す
る
点
、「
霞
」
の
何
か
を

遮
る
も
の
と
し
て
の
特
性
が
相
手
と
の
距
離
や
時
間
の
隔
た
り
を
表
し
、「
す
っ
き
り
し
な
い
心
情
」
や
「
不
安
な
心
境
」
が
投
影
さ
れ
そ

れ
が
恋
歌
に
も
用
い
ら
れ
る
点
、「
花
」
や
「
桜
」
な
ど
他
の
春
の
景
物
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
場
合
が
少
な
い
な
が
ら
あ
る
と
い
う

点
だ
。

　

次
に
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
特
徴
は
主
に
五
点
に
集
約
で
き
る
。
一
つ
目
は
、「
霞
」
と
「
花
」
が
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
歌
が

増
え
、「
霞
」
が
花
を
隠
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
霞
」
と
「
色
」
が
結
び
つ
き
、「
霞
」
が
花
の
色
を
閉

じ
込
め
た
り
花
の
色
を
映
し
出
し
た
り
し
て
、
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
い
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
や
憧
れ
を
よ
り
一
層
掻
き
立
て
る
よ
う
な

役
割
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、「
花
」、「
風
」、「
雁
」
な
ど
、「
霞
」
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
景
物
の
種
類
が
増
え
る
点
で

あ
る
。
四
つ
目
は
、「
春
霞
」
か
ら
「
都
」
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
都
に
帰
る
」
場
面
や
「
都
を
離
れ
る
」
場
面
と
関
連

し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
点
で
あ
る
。
五
つ
目
は
、「
霞
」
を
火
葬
の
煙
に
喩
え
、
死
者
を
象
徴
す
る
歌
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
点

で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
を
比
較
す
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
の
表
現
は
類
型
化
し
洗
練
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ

の
表
現
の
幅
は
広
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
「
霞
」
を
詠
ん
だ
歌
の
数
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、『
古

今
和
歌
集
』
全
体
の
傾
向
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
や
過
ぎ
去
り
ゆ
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く
人
生
を
惜
し
む
姿
勢
が
見
ら
れ
る
」
こ
と
や
、「
対
象
そ
の
も
の
を
詠
む
と
い
う
よ
り
も
対
象
に
寄
せ
る
自
ら
の
「
心
」
を
詠
む
歌
が
多

い
」
こ
と
な
ど
の
特
徴
と
、「
霞
」
の
立
っ
て
は
消
え
る
性
質
や
「
対
象
を
「
隠
す
」」
と
い
う
性
質
を
取
り
込
ん
だ
歌
の
数
の
多
さ
は
、
密

接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
立
っ
て
は
消
え
る
「
霞
」
が
、「
花
」
や
「
恋
い
慕
う
人
」
な
ど
の
対
象
を
「
隠
す
」
こ
と

で
、
対
象
に
寄
せ
る
詠
者
の
「
心
」
に
奥
行
き
が
生
ま
れ
、
そ
の
表
現
の
幅
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

最
後
に
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
特
徴
は
主
に
四
点
あ
る
。
一
つ
目
は
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
霞
」
の
表
現
の
系
譜
を
ふ
ま
え
、

さ
ら
に
新
し
い
発
想
を
生
み
出
す
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
空
」
や
「
雲
」、「
海
」
や
「
川
」
な
ど
、「
霞
」
と

組
み
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
景
物
が
さ
ら
に
増
え
る
点
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
絵
画
的
な
美
し
さ
や
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
歌
が
多
く
、
風

景
の
客
観
的
な
美
し
さ
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、『
古
今
和
歌
集
』
と
同
様
に
哀
傷
歌
に
お
い
て
「
霞
」
が
詠
ま

れ
る
こ
と
が
多
く
、「
霞
」
に
自
身
の
身
の
上
や
死
を
暗
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
も
の
に
ま
ぎ
れ
て
調
和
し
た
り
、
複
数

の
も
の
を
橋
渡
し
し
て
融
合
さ
せ
た
り
、
風
景
や
人
々
の
心
情
に
余
韻
を
持
た
せ
た
り
す
る
よ
う
な
「
霞
」
の
特
性
や
機
能
が
、
和
歌
に
効

果
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
「
霞
」
の
特
徴
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
全
体
の
特
徴
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
「
幽
玄
の
美
」
の
理
念
や
、
複
数
の
景
色
が
融
合
す
る
な
ど
の
複
合
的
な
要
素
が
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど

と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
広
が
り
を
見
せ
、
そ
の
詠
ま
れ
方
の
特
徴
は
歌
集
全
体

の
傾
向
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
単
な
る
事
象
や
景
物
と
し
て
の
「
霞
」
だ
け
で
な
く
、
不
鮮
明
な

状
況
を
作
り
出
す
「
霞
」
の
特
性
が
詠
者
の
じ
れ
っ
た
い
思
い
を
投
影
し
た
り
、「
霞
」
が
何
か
を
「
隠
す
」
こ
と
に
よ
り
詠
者
の
心
の
動

き
に
奥
行
き
が
生
ま
れ
た
り
、「
霞
」
が
複
数
の
景
色
を
橋
渡
し
し
て
融
合
さ
せ
た
り
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
「
霞
」
の
特
性
や
他
の
景

物
な
ど
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
た
歌
が
増
え
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
現
代
で
は
少
し
馴
染
み
が
薄
い
よ
う
に
も
思
え
る
「
霞
」
で
あ
る

が
、
和
歌
に
お
い
て
は
様
々
な
場
面
、
心
情
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
汎
用
性
の
高
い
景
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

今
後
は
、
同
時
代
の
物
語
に
お
け
る
影
響
を
考
え
た
り
、
そ
の
後
の
歌
集
や
詩
歌
に
お
け
る
「
霞
」
の
特
徴
や
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
り

す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

和
歌
史
に
お
け
る
「
霞
」
の
変
遷

─
『
万
葉
集
』、『
古
今
和
歌
集
』、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

─
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※
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
8　

萬
葉
集
①
～
④
』
に
、『
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
11　

古
今
和
歌
集
』
に
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43　

新
古
今
和
歌
集
』
に
拠
る
。

　　
　

注

（
注
一
）  

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）

（
注
二
）  

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
注
三
） 

鈴
木
宏
子
「『
古
今
集
』
に
お
け
る
〈
景
物
の
組
合
わ
せ
〉
―
花
を
隠
す
霞
・
紅
葉
を
染
め
る
露
―
」（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
国
語
と 

 

国
文
学
』
第
十
二
巻
、
一
九
八
九
年
十
二
月
）

（
注
四
）  

（
注
三
）
に
同
じ

（
注
五
）  

（
注
三
）
に
同
じ

（
注
六
）  

（
注
三
）
に
同
じ

（
注
七
）  

窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
）

（
注
八
）  

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
）

（
注
九
）  

小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

（
注
十
）  

大
野
ロ
ベ
ル
ト
「
歌
こ
と
ば
「
霞
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
自
然
と
言
葉
―
」（『
国
際
基
督
教
大
学
学
報
３
―
Ａ
ア
ジ
ア
文
化
研
究
別
冊
』
20 

 

号
、
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）

（
注
十
一
） 

佐
藤
恒
雄
・
馬
場
あ
き
子
『
新
潮
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム
10　

新
古
今
和
歌
集
・
山
家
集
・
金
槐
和
歌
集
』（
新
潮
社
、
一
九
九
〇
年
）

日
本
文
学
ノ
ー
ト

　
第
五
十
七
号
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