
「
朧
月
夜
」

歌

の
評

面
を
め
ぐ

っ
て

1

『新
古
今
集
』

イ撰
集
意
識

一
面
i

文
集
、
嘉
陵
春
夜
詩
、
不
明
不
暗
朧
朧
月
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
み
侍
り

け
る

大
江
千
里

照
り
も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
春

の
夜
の
朧
月
夜
に
し
く
も
の
ぞ
な
き

(『新
古
今
集
』
巻

一
・
春
上

・
五
五
)

こ
の
歌

の
出
典
は
、
周
知

の
ご
と
く

『句
題
和
歌
』

(七
二
)
で
あ
り
、
こ
れ

に
句
題
と
し
て
の
漢
詩
句
を
明
示
し

て
あ
る
。
『句
題
和
歌
』

で
は
、
下
句
が
、

「朧
月
夜
ぞ
め
で
た
か
り
け
る
」
と

な
っ
て
い
る
本
も
あ
る

(群
書
類
従
本
な

ど
)。
し
か
し
、
最
善
本
た
る
書
陵
部
本
は

『新
古
今
集
』
と
同
じ
本
文
で
あ
り
、

今
は
こ
れ
は
問
題
に
し
な
く
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『句
題
和
歌
』

(大
江
千
里
集
)
は
、
宇
多
天
皇
の

「古
今
和
歌
多
少
献
上

」

の
勅
命
に
よ
っ
て
寛
平
六
年
成
立

(九
年
説
も
)
、
全

一
二
六
首

(書
陵
部
本
)
、

そ
の
う
ち

一
一
五
首
が

『白
氏
文
集
』
な
ど
の
漢
詩
の

一
句
を
句
題
と
し
て
和
歌

に
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
吉
川
栄
治
氏
に
よ
れ
ば
、
『句
題
和
歌
』
は
、
「自
己

の
儒
者
的
力
量
の
顕
示
を
目
的
に
」

「佳
句
撰
的
な
章
図
す
ら
包
蔵
し
て
」
編
集

さ
れ
た
も
の
で
、
「歌
の
翻
案
的
態
度
、
和
歌
と
し
て
の
自
立
性

の
乏
し
さ
」
を

　　
　

特
徴
と
し
、
「直
接
的
な
影
響
力
を
同
時
代
に
及
ぼ
す
事
は
な
か

っ
た
」
と
い
う
。

確
か
に
、
千
里
歌
は

『古
今
集
』

に

一
〇
首
入
集
し
て
い
る
が
、
『句
題
和
歌
』

か
ら
は
、

一
首
も
撰
ば
れ
て
い
な
い
。
千
里
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
歌
人
の
句

紙

宏

行

題
歌
は

『古
今
集
』
に
は

一
首
も
な
く
、
句
題
歌
全
般
が
、
単
な
る
漢
詩
句
の
翻

案
と
い
う
こ
と
で
、
和
歌
と
し
て
の
自
立
的
価
値
を
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
ら
し
い
。

　　
　

こ
の

「朧
月
夜
」
歌
と
て
例
外
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
『後
撰
集
』
に
も
取
ら

れ
ず
、
『拾
遺
集
』
以
下
五
集
に
も
な
く
、
『新
古
今
集
』
に
な

っ
て
や
っ
と
勅
撰

集
入
集
を
み
る
。
『源
氏
物
語
』
に
引
歌
さ
れ
、
女
君
の
呼
び
名
の
典
拠
と
も
な

っ
た
歌
で
あ
る
が
、
後
代
は
と
も
か
く
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
当
時
は
、
句
題
歌

全
般

の
評
価
の
低
さ
に
埋
も
れ
て
な
の
か
、
そ
の
評
価
は
低
か

っ
た
。

時
代
が
下
っ
て
、
こ
の
歌
に
対
す
る
評
価
を
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
『古
今
六
帖
』
ほ
か
、
各
種
撰
集
に
も
見
え
ず
、
公
任
撰

『前
後
十

五
番
歌
合
』

『三
十
六
人
撰
』
な
ど
の
秀
歌
撰
に
は
、
こ
の
歌
は
お
ろ
か
、
千
里

歌
そ
の
も
の
が
見
え
な
い
。秀
歌
撰
に
大
江
千
里
歌
が
撰
ば
れ
る
の
は
、
俊
成
撰

『古
三
十
六
人
歌
合
』、
が
初
め
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て

『袋
草
紙
』
は
不
審

　ヨ
　

を
表
明
し
て
い
て
、
千
里
自
身
の
歌
人
と
し
て
の
評
価
は
低
く
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
が
、
し
か
し
こ
の
歌
は
見
え
な
い
。
歌
論
書

・
歌
学
書
の
類
も
と
り
あ
げ
ら
れ

ず
、
ま
た
説
話
な
ど
に
も
な
い
よ
う
な
の
で
、
後
の
時
代
で
も
評
価
は
高
く
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
根
拠
は
や
は
り
漢
詩
句
の
翻
案
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

『新
古
今
集
』

の
現
代
の
諸
注
釈
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
窪
田
空
穂
氏
は
、

「照
り
も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
」
は
、
・「
不
明
不
暗
」

の
逐
語
訳
で
あ
る
。

「春
の
夜
の
朧
月
夜
」
は
、
「朧
朧
月
」
の
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「春
の

夜
の
」
を
添
え
な
け
れ
ば
通
ぜ
ず
、
「
月
」
も

「夜
」
を
添
え
な
け
れ
ば
足
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り
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

の
ご
と
く
、
漢
詩
句
の
直
訳
で
あ
る
と
逐

一
指
搆
し
、
結
句

「し
く
も
の
ぞ
な

き
」
に
つ
い
て
、

こ
の
詠
歎
の
加
わ
っ
た
が
た
め
に
、

一
首
が
説
明
的
気
分
を
帯
び
た
も
の
と

な
り
、
句
の
も
つ
耽
美
気
分
が
そ
が
れ
て
希
薄
と
な

っ
て
い
る
。

　　
　

と
高
い
評
価
を
与
え
な
い
。
評
価
そ
の
も
の
は
的
確
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
歌
が

漢
詩
の
直
訳
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
評
価
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『八

代
集
抄
』
も
、

上
は
詩
の
詞
を
其
の
ま

・
に
て
明
か
也
。

　　
　

と
記
し
て
い
る
。

「朧
月
夜
」
歌
の
評
価
は
、
・詠
作
当
時
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で

一
貫
し
て
漢
詩

句

の
直
訳
と
い
う
点
を
最
大
の
根
拠
と
し
て
、
高
く
な
い
ま
ま
推
移
し
た
よ
う
で

あ
る
。

二

『源
氏
物
語
』
「花
宴
」
巻
に
、
こ
の

「朧
月
夜
」
歌
は
引
か
れ
て
い
る
。

女
御
は
、
上
の
御
局
に
、
や
が

て
参
う
上
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
ヤ
人
少
な
な

る
け
は
ひ
な
り
。
奥
の
枢
戸
も
開
き
て
、
人
音
も
せ
ず
。
「か
や
う
に
て
世

の
中
の
あ
や
ま
ち
は
す
る
ぞ
か
し
」
と
思
ひ
て
、
や
を
ら
上
り
て
の
ぞ
き
た

ま
ふ
。
人
は
み
な
寝
た
る
べ
し
。
い
と
若
う
を
か
し
げ
な
る
声
の
、
な
べ
て

の
人
と
は
聞
え
ぬ
、
「朧
月
夜

に
似
る
も

の
ぞ
な
き
」
と
う
ち
誦
じ
て
、
こ　　

　

な

た

ざ

ま

に

は

来

る

も

の
か

。

い
と

嬉

し

く

て
、

ふ

と

袖

を

と

ら

へ
た

ま

ふ

。

こ

こ
か

ら

、

後

世

の
読
者

は

こ

の
右

大

臣

の
六

の
君

を

朧

月

夜

尚

侍

と
呼

ぶ

。

「
し

く

」

が

「
似

る
」

と

な

っ
て

い
る

こ

と

に

つ
い

て
、

『
湖

月

抄

』

に

「
此

草

　　
　

紙
に
か
や
う

の
事
お
ほ
し
。
女
の
月
を
め
で
て
吟
じ
た
る
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
を

受
け
て
、
玉
上
琢
弥
氏
は

「
『し
く
』

は
漢
文
訓
読
語
な
の
で
、
女
に
ふ
さ
わ
し

　　
　

 く

、

『似

る
』

と

言

い
か

え

た

の
で

あ

ろ
う

」

と

解

説

し

て

い

る
。

『句

題
和

歌

』

『新
古
今
集
』
諸
本
に

「似
る
」
ど
な
っ
て
い
る
も
の
が
見
あ
た
ら
な

い
の
で
、

そ
う
考
え
る
の
が
妥
当
だ
が
、
『奥
入
』
は

「似
る
物
ぞ
な
き
」
と
し
て
お
り
、

『源
氏
物
語
』

の
本
文
に
拠
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
形
の
本
文
も
存
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
伊
行

『源
氏
釈
』
や
定
家

『奥
入
』
は
、・
こ
の
部
分
の
引

歌
と
し
て
正
し
く

「
朧
月
夜
」
歌
を
指
摘
し
て
お
り
、
新
古
今
時
代
に
お
い
て
既

に
こ
の
引
歌
は
周
知

の
こ
と
と
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
に
俊
成
が
、
'こ
の
引
歌
を
指
摘
し
て
い
て
、

そ
の
哥
は
、
源
氏
物
語
に
、
二
月
の
花
の
宴
の
巻
に
」
内
侍
督
に
お
ぼ
ろ
月

夜
と
い
は
せ
て
候
を
、
教
長
も
清
輔
も
源
氏
を
見
候
は
ず
、
ま
し
て
文
集
と

申
文
を
も
見
候
は
で
、
白
楽
天
の
詩
に
、
「不
明
不
暗
朧
々
月
、
非
暖
非
寒

漫
々
風
」
と
申
詩
を
こ
の
哥
に
も
よ
み
て
候
を
、
い
つ
れ
を
も
し
り
候
は
で
、

夏
の
夜
と
か
き
て
夏
の
部
に
入
て
候
。

す
　

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
清
輔
や
教
長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
私
撰
集
に
お
い
て

「朧
月
夜
」
歌
の
部
類
を
誤

っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
糾
弾
す
る
叙
述
で
は
あ
る

が
、
『源
氏
物
語
』
注
釈
史
上
に
お
い
て
も
興
味
深
く
、
ま
た

「朧
月
夜
」
歌

の

評
価
を
め
ぐ

っ
て
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と

い
う
の
は
、
久
保
田
淳
氏

が
、
こ
の
歌
が

『新
古
今
集
』
に
撰
入
さ
れ
た
理
由
と
し
て

「
『源
氏
物
語
』

の

引
歌
と
し
て
の
こ
の
作
に
敬
意
を
表
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で

お
　

あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
俊
成

の

「花
の
宴

の
巻
は
珠
に
艶
な
る
も
の
な

　　
　

り
」
と
い
う
発
言
も
想
起
さ
れ
る
ρ
久
保
田
氏
の
さ
き
の
説
は
、
明
言
さ
れ
て
は

い
な
い
が
、
俊
成
の
こ
の
発
言
も
視
野
に
入
れ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
意
味
で
首
肯
す
べ
き
考
え
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
俊
成
の
発
言
は
、
あ

く
ま
で

「艶
」
と
い
う
美
的
基
準
に
お
い
て

「花
宴
」
巻
の
王
朝
的
色
好
み
の
世

界
が
特
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
「朧
月
夜
」
歌
そ
の
も
の
が

「艶
」

で
あ
る

と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
点
に
は
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

定
家
ら

『新
古
今
集
』
撰
者
も
こ
の
よ
う
な
俊
成
の
考
え
を
継
承
し
て
は
い
た
ろ

う
し
、
彼
ら
と
し
て
も
、
『源
氏
物
語
』
引
歌
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み

「朧
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「朧月夜」歌 の評価 をめ ぐって

月
夜
」
歌
を

『新
古
今
集
』
に
撰
入

し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
後
に
述
べ
る

よ
う
に
、
「朧
月
夜
」
歌
を
本
歌
取
し
た
歌
が
、
い
ず
れ
も
、
『源
氏
物
語
』
の
世

界
を
ふ
ま
え
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ

の
証
左
と
な
る
。

ち
な
み
に
、
『奥
入
』
所
収
歌
の
勅
撰
集
入
集
状
況
を
調
べ
て
み
る
と
、

古
今

=
二
四

後
撰

四
二

拾
遺

四
〇

後
拾
遺

四

金
葉

○
引

詞
花

○

千
載

二

新
古
今

八

新
勅
撰

一
〇

続
古
今

四

風
雅

一

新
千
載

三

入
集
せ
ず

=

一三

　　
　

と
な
る
。
『新
古
今
集
』
よ
り
も
む
し
ろ

『新
勅
撰
集
』
の
方
が

『源
氏
物
語
』

引
歌
を
多
く
入
集
し
て
い
て
、
定
家

の
意
識
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら

『新
勅
撰

集
』
を
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
勅
撰
集
に
入
集
し
な
い

歌
に
比

べ
圧
倒
的
に
少
な

い
。
『古
今
集
』
が
多

い
の
は
引
歌
が
こ
れ
を
規
範
視

し
た
上
で
成
立
し
た
の
だ
か
ら
当
然

と
し
て
、
そ
う
い
う
状
況
を
す
べ
て
対
象
化

し
て
い
る

『新
古
今
集
』

へ
の
入
集

は
や
は
り
少
な
く
思
わ
れ
る
。
量
的
に
処
理

で
き
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
歌
の
重
要
性
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

『源
氏
物
語
』
に
引
歌
さ
れ
た
こ
と
を
唯

一
の
理
由
に
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
和
歌
と
物
語
と
は
多
様
な
局
面
で
深
く
相
互
交
渉
し
て
い

た
が
、

一
方
で
勅
撰
集
撰
集
の
ご
と
き
晴
の
場
に
お
い
て
は
、
両
者
は
画
さ
れ
て

い
た
。

伊
井
春
樹
編

『源
氏
物
語
引
歌
索
引
』
に
よ
れ
ば
こ
の
歌
を
引
歌
す
る
箇
所
は

「花
宴
」
巻
の
こ
の
部
分
以
外
に
は
恋
い
。
「
人
の
親
の
心
は
閑
に
あ
ら
ね
ど
も

子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」

(『後
撰
集
』
雑

一
・
一
一
〇
三
、
兼
輔
朝

臣
)
の
歌
な
ど
は
二
十
六
箇
所
に
も
引
歌
さ
れ
て
い
て
、
引
歌
と
し
て
の

「朧
月

夜
」
歌
は
量
的
に
は
と
る
に
足
り
な
い
。
た
だ
、
こ
の
引
歌
は
、
花
宴
の
後
、
ほ

ろ
酔
い
気
分
の
光
源
氏
が
藤
壺
中
宮
を
求
め
て
宮
中
を
さ
ま
よ
い
朧
月
夜
の
君
に

邂
逅
す
る
、
妖
艶
な
場
面
の
描
写
に
決
定
的
な
意
味

(ま
さ
に
邂
逅
の
契
機
と
な

る
)
を
持

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
女
君
の
呼
び
名
と
も
な
り
、,

さ
ら
に
光
源
氏
の
須
磨

流
謫
の
宮
廷
に
お
け
る
表
向
き
の
原
因
と
な
る
よ
う
に
、
重
要
な
引
歌
に
は
違

い

な
い
。

し
か
し
、
こ
の
引
歌
を
、
『湖
月
抄
』
が
掲
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『玉
の
小
櫛
』
は
認
め
て
い
な
臈
。

『湖
月
抄
』
と
は
注
釈
と
し
て
の
細
密
の
度

に
差
が
あ
る
の
で
即
断
は
で
き
な
い
が
、
「湖
月
抄

の
事
」

の
条
に
い
う

「引
歌

と
は
、
古
き
歌
に
よ
り
て
い
へ
る
詞
に
て
、
か
な
ら
ず
其
歌
に
よ
ら
で
は
、
き
こ

え
ぬ
所
也
」
と
の
限
定
的
概
念
規
定
に
、
こ
の
引
歌
が
該
当
し
な
い
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
か
鵡
確
か
に
、
、「朧
月
夜
」
歌
そ
の
も
の
が
、
物
語
の
構
想
や
プ
ロ
ッ
ト

展
開
に
与
え
る
衝
撃
力
は
何
も
な
か

っ
た
し
、
尾
崎
知
光
氏
の
い
う
引
歌
本
来
の

　ぜ

ド

「
二
重
的
表
現
」
に
す
ら
な
ら
な
い
。
方
法
と
し
て
の
引
歌
で
は
な
く
、
登
場
人

物
が
古
歌
を
口
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

「朧
月
夜
」
歌
を
女
君
が
口
ず
さ
む
の
は
、
春
め

「月
い
と
明
う
さ
し
出
で

て
」

い
た
情
景
に
適
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、
こ
の
歌
が

人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
「朧
月
夜
」
と

い
う
語
句

の
用
例
が
非
常
に
少
な
く
て
、
和
歌
で
は
新
古
今
以
前
に
は
こ
の
千
里
歌
が
唯

一

お
　

例
で
し
か
な
く
、
「朧
月
夜
」
の
語
を
含
み
込
ん
だ
も
の
珍
し
い
歌
と
し
て
こ
こ

に
用

い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
魅
力
的
で
、
奔
放
な
女
君
が
、
耳
新
し

い
歌
を
口
ず
さ
ん
で
み
せ
た
の
で
あ
る
。
男
君
は
そ
れ
と
認
知
し
返
歌
で
応
じ
て
、

二
人
は
契
り
を
交
わ
し
、
「艶
」
な
場
面
が
完
成
す
る
。

『俊
頼
髄
脳
』
は
、
こ
の

「朧
月
夜
」
歌
を
引
き
、
続
け
て

「
か
く
も
詠
め
る

(21)
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は
、
花
を
、
散
る
め
で
た
し
と
詠
め
る
心
は
べ
る
」
と
注
記
す
る
。
原
典
の

『句

題
和
歌
』
以
後
、
『源
氏
物
語
』
を
除
き
、
和
歌
関
係
資
料
で
は
初
出
で
あ
る
。

散
る
花
に
よ

っ
て
月
を
見
る
視
界
が
遮
ら
れ
る
の
を
、
朧
月
に
見
立
て
た
も
の
と

解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
秀
歌
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
ば
な
い
が
、

「花
を
惜
し
み
、
月
を
め
つ
る
こ
と
」
の
項
目
中
の
例
歌
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
俊

頼
の
評
価
は
低
く
な
い
。
付
け
加
え

れ
ば
、
こ
の
歌
の
句
題
と
な
っ
た
白
詩
が
、

同
時
代
の
基
俊
撰

『新
撰
朗
詠
集
』

に
撰
入
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「朧
月
夜
」

歌
の
方
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
「朧
月
夜
」
歌
も
、
俊
頼

・
基
俊
に
顧
み
ら
れ
、

『源
氏
物
語
』
引
歌
と
あ
わ
せ
、
平
安
中
後
期
に
な

っ
て
よ
う
や
く
文
学
史
の
表

面
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三

こ
の

「
朧
月
夜
」
歌
を
本
歌
取
し

て
、
定
家
は
、

大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み

つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春

の
夜
の
月

(『新
古
今
集
』
巻

一
・
春
上

・
四
〇
、
『拾
遺
愚
草
』

一
七
三
二
)

と
詠
ん
で
い
る
。
建
久
九
年
か
ら
正
治
元
年
に
か
け
て
成
立
の

『守
覚
法
親
王
五

十
首
』
春
歌
中
の

一
首
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
建
久
元
年
六
月
の

『
一
字
百

首
』
に
、

さ
ゆ
る
夜
は
ま
だ
冬
な
が
ら
月
影
の
く
も
り
も
は
て
ぬ
け
し
き
な
る
か
な

(『拾
遺
愚
草
員
外
』
二
)

と
同
じ
本
歌
取
を
し
て
い
る
。
主
題
も
同
じ
く
春
の
月
で
あ
ろ
う
し
、
と
も
に
第

四
句
に

「く
も
り
も
は
て
ぬ
」
と
取

っ
て
い
る
な
ど
、
「大
空
は
」
歌
は
、
こ
の

旧
作
を
改
作
す
る
よ
う
に
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
大
空
に
ま
で
風

お
　

 景
を
広
げ
梅
香
を
配
し
て

「春
の
夜

の
官
能
的
な
境
地
を
描
き
出
し
て
い
る
」
作

に
完
成
さ
れ
て
い
る
。
定
家
も
自
信

作
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
『定
家
卿
百
番
自
歌

合
』
に
自
ら
撰
ん
で
い
る
。
「朧
月
夜
」
鹽歌
は
、
同
じ
主
題
で
二
度
本
歌
と
し
て

用
い
ら
れ
て
お
り
、
比
較
的
定
家

の
好
ん
だ
歌
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「

家
隆
に
は
、

5

く
も
る
と
は
雪
げ
の
そ
ら
に
み
し
ほ
ど
に
か
す
み
も
は
て
ず
春
の
夜
の
月

(『壬
二
集
』
四
〇
七
)

と

い
う
歌
が
あ
る
。
正
治
二
年
の

『後
鳥
羽
院
初
度
百
首
』
で
の
詠
で
あ
る
。
こ

れ
も
、
「朧
月
夜
」
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
が
、
定
家
の

「大
空
は
」
歌
を
意
識

し
つ
つ
、
良
経
の

「空
は
な
ほ
か
す
み
も
や
ら
ず
風
さ
え
て
雪
げ
に
く
も
る
春
の

夜
の
月
」

(『六
百
番
歌
合
』
春
上

・
余
寒

・
十
二
番
左
、
『新
古
今
集
』
春
上

・

二
三
)
に
触
発
さ
れ

「雪
げ
の
空
」
を
詠
み
こ
ん
で
完
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
家
隆
に
は
、
詠
作
年
次
は
下
る
が
、

春
は
日
も
く
も
り
も
は
て
ず
て
り
も
せ
ず
か
ろ
も
の
も
な
き
花
の
色
か
な

(『壬
二
集
』

一
二

一
四
)

と
い
う
作
も
あ
る
。
尸承
久
二
年

,『慈
鎮
大
僧
正
四
季
百
首
』
花
題
の
歌
で
あ
る
。

家
隆
と
し
て
も
、
定
家
ら
の
作
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
「朧
月
夜
」
歌
の
本
歌
取

　レ
　

を
好
ん
で
試
み
て
い
る
。
「朧
月
夜
」
歌
も
、
本
歌
取
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
よ
く
流
布
し
て
き
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
《
こ
の

「
朧
月
夜
」
歌
が
、

高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
と
は
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
本
歌
取
の
歌
を
見
る
と
、
取
っ
て
い
る
歌
句
は
、
い
ず
れ
も

「く
も
り

も
は
て
ぬ
」

の
部
分
で
あ

っ
て
、
「朧
月
夜
」
の
部
分
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と

は
、
定
家
ら
は
本
歌
の
主
題
に
惹
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
表
現
の
斬
新
さ
に
意
を

得
て
本
歌
諏
し
た
の
で
は
な
い
か
。
定
家
ら
の
本
歌
取
の
歌
は
、
主
題
は
本
歌
と

同
じ
く
春
の
朧
月
の
情
趣
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
に
依
存
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
「梅

の
に
ほ
ひ
」
や

「
雪
げ
」
な
ど
の
新
し
い
素
材
を
導
入
し
、
本
歌
を
の

り
こ
え
て
、
単
に
朧
月
だ
け
で
は
な
い
初
春
の
優
艶
な
情
趣
の
新
し
い
主
題
を
生

成
し
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
節
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
歌
論
書

・
古
注
類
も
指

摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
定
家
ら
は
、
「朧
月
夜
」
歌
を
本
歌
取
す

る
と
き
に
は
、
こ
の
歌
が
、
『源
氏
物
語
』
「花
宴
」
巻
に
引
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
ふ
ま
え
ず
、
物
語
の
情
景
を
総
体
的
に
含
み
込
ん
で
本
歌
取
し
て
い
な
い
。
た

幽

だ
春

の
朧
月
の
情
趣
の
歌
と
の
み
受
け
と
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
ハ
定
家
ら
分
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「朧 月夜 」歌の評価 をめ ぐって

「朧
月
夜
」
歌
に
対
す
る
評
価
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

新
古
今
に
は

「朧
月
夜
」
歌
と
同
じ
白
詩
を
直
接
に
典
拠
と
し
て
い
る
歌
も
あ

る
。
前
に
引
い
た
良
経
の

「そ
ら
は
な
ほ
」
の
歌
も
そ
の
う
ち

の
一
首
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
首
を
比
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
漢
詩
句
の
摂
取
の
方
法
に

は
歴
然
た
る
相
違
が
あ
る
。
良
経

歌
は
、
「か
す
み
も
や
ら
ず
風
さ
え
て
」
と

「朧
月
夜
」
と
は
逆
の
設
定
を
し
、
.
原
漢
詩
句
の

「朧
月
夜

」
を
ふ
ま
え

つ
つ

「
ゆ
き
げ
に
く
も
る
」
ど
反
転
し
て

「春

の
夜
の
月

」
と
結
ぶ
と
い
う
複
雑
な
構

造
で
、
新
古
今
的
な
漢
詩
句
摂
取
の
最
も
尖
鋭
的
な
方
法
を
試
み
て
い
る
。
新
古

今
当
代
歌
と
古
今
時
代
歌
と
を
同

一
地
平
に
置

い
て
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
し
、

当
時
も
評
価
し
て
い
な
か
つ
た
ろ
う

が
、
「朧
月
夜
」
歌
の
あ
ま
り
に
幼
稚
な
直

訳
的
漢
詩
句
摂
取
で
は
、
相
対
的
に
も
評
価
は
低
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

・つ
。こ

の
歌
は
、
「照
り
も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
」
と

い
う
、
漢
詩
に
典
拠
を
持
ち

そ
の
リ
ズ
ム
と
雰
囲
気
を
伝
え
る
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
意
味
で
は
、
決
し
て
拙
劣
な
歌
と
し
て
葬
り
去
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
し
、
そ
れ
な
り

の
評
価
は
得
て

い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

『百
人

一
首
』
『定
家
八
代
抄
』
や

『近
代
秀
歌
』

『詠
歌
大
概
』
な
ど
の
秀
歌
撰

(例
)
に
は

一
切
撰
ば
れ
て
い
な
い
の
も
、
歌
そ
の
も
の

(主
題
な
ど
)
に
よ

っ

て
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う

(『古
来
風
躰
抄
』
の
秀
歌
例

に
も
な
い
が
、
こ
れ
は

『万
葉
集
』

と

『千
載
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
か
ら
の
抜
粋

と
い
う
編
集
方
針
に
拠
る
)
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「朧
月
夜
」

の
語
の
用
例
は
平
安
時
代
に
は
非
常
に

少
な
く
、
新
古
今
時
代
に
な

っ
て
急

増
し
、
「新
古
今
好
み
の
語
」

で
あ
る
と

い

な
　

う
。
「朧
月
夜
」

の
語
は
、
大
江
千
里

の
、
漢
詩
句
に
基
づ
く
造
語
の
可
能
性
も

あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
新
古
今
歌
人
は
そ
ん
な
こ
と
は
想
到
し
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
「朧
月
夜
」
歌
は
、
「新
古
今
好
み
の
語
」
を
詠
み
、
気
の
き
い
た
表
現

を
持

っ
た
恰
好
の
本
歌
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

「
朧
月
夜
」
歌
と
定
家
・「大
空
は
」
歌
の
、
本
歌
ー
本
歌
取
の
関
係
は
、
次
代

の
歌
論
書
な
ど
に
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『井
蛙
抄
』
に
は
、

「
一
の
や
う
、
本
歌
の
心
に
な
り
か

へ
り
て
し
か
も
そ
れ
に
ま
と
は
れ
ず
し
て
妙

な
る
心
を
よ
め
る
歌
、
こ
れ
遺
拾
遺
愚
草
中
に
つ
ね
に
み
ゆ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と

い
う
項
目
に
続
く
例
歌
の
冒
頭
に
、
こ
の
二
首
を
な
ら
べ
て
掲
げ
る
。
こ
れ
と
同

様
の
書
き
よ
ケ
は

『愚
問
賢
注
』

『近
来
風
躰
抄
』

『歌
林
良
材
集
』
な
ど
に
も
受

け
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
評
に
影
響
さ
れ
て
か
、
『拾
遺
愚
草
抄

お
　

出
聞
書
』
(C
類
注
)
は

「本
歌
を
と
る
手
本
の
歌
と
そ
」
と
称
揚
し
て
い
る
。

本
歌
の
心
を
変
え
な
い
ま
ま
、
ざ
ら
に
新
し
い
心
を
添
え
み
と

い
う
方
法
が
、

「本
歌
を
と
る
手
本
」
と
.い
う

の
だ
ろ
う
か
。
『井
蛙
抄
』

の
同
項
目
に
は
、
こ

の
二
首
の
次
に

「駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の

夕
暮
」
(『新
古
今
集
』
冬

・
六
七

一
)
の
歌
と
そ
の
本
歌
で
あ
る
万
葉
歌
を
挙
げ

て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
、
宗
祗

『自
讃
歌
注
』
に

「本
哥
を
と
れ
る
歌
の
本
」
と

評
さ
れ
て
い
る
歌
で
も
あ

っ
た
。

「
大
空
は
」
歌
が

「本
歌
を
と
る
手
本
の
歌

」
と
評
さ
れ
惹
の
は
、
頓
阿
周
辺

の
よ
う
で
、
時
代
が
相
当
下
り
、
本
歌
取
の
方
法
論
と
実
態
が
整
理
さ
れ
、
形
骸

化
し
た
頃
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
新
古
今
時
代
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
定
家
が
習
作
を
経
た
上
で
完
成
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
家
隆
が
倣

っ
て
同

じ
本
歌
取
を
試
み
て
い
る
こ
と
、
ま
た

『新
古
今
集
』
の
こ
の
歌
の
撰
者
名
注
記

も
家
隆
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
歌
は
、
詠
作
当
時
か
ら
本

歌
取
の
巧
み
な
歌
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
定
家
自
身
に

も
、
「花
の
歌
を
や
が
て
花
に
よ
み
、
月
の
歌
を
や
が
て
月
に
て
よ
む
事
は
、
達

者
の
わ
ざ
な
る
べ
し
」

(『毎
月
抄
』
)
と
述
べ
る
時
の

「達
者
の
わ
ざ
」
に
相
当

す
る
と
い
う
自
負
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
『定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
に
自
ら

撰
ぶ
ほ
ど
の
自
信
作
で
あ

っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
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「朧
月
夜
」
歌
の

『新
古
今
集
』
撰
者
名
注
記
は
、
有
家

・
定
家

・
家
隆

・
雅

経
の
四
人
を
数
え
る
。
彼
ら
や
、
ま
た
後
鳥
羽
院
が
ど
の
よ
う
な
基
準
を
も

っ
て

こ
の
歌
を
撰
ん
だ
か
、
い
ま
明
確
で
は
な
い
が
、
「大
空
は
」
歌
は
じ
め
数
首
の

本
歌
と
し
て
の
意
味
も
あ

っ
た
と
思
う
。
「朧
月
夜
」
歌
は
、
歌
そ
の
も
の
と
し

て
は
、
そ
れ
ほ
ど
評
価
は
高
く
な
い
こ
と
は
、
前
に
確
か
め
た
。
本
歌
取
の
巧
み

な
成
功
例
を
顕
彰
す
る
意
図
で
、
あ
る
い
は
、
本
歌
の
権
威
付
け
の
た
め
に
勅
撰

集
に
収
載
し
た
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
、
「
た
ま
ゆ
ら
の
露
も
な
み
だ
も
と
ど
ま
ら
ず
な
き
人
恋
ふ
る
や
ど

の
秋
風
」

(哀
傷

・
七
八
八
、
定
家
)

の
本
歌
と
し
て
の
、

あ
か
つ
き
の
露
も
涙
も
乏
ど
ま
ら
で
恨
む
る
風
の
声
そ
の
こ
れ
る

(秋
上

・
三
七
二
、
相
模
)

あ
る
い
は
、
「
た
の
め
ず
は
人
を
ま

つ
ち
の
山
な
り
と
寝
な
ま
し
も
の
を

い
ざ
よ

ひ
の
月
」

(恋
三

・
=

九
七
、
後
鳥
羽
院
)

の
本
歌
と
し
て
の
、

た
の
め
こ
し
人
を
ま
つ
ち
の
山
風
に
さ
夜
ふ
け
し
か
ば
月
も
入
り
に
き

(雑
上

・
一
五

一
八
、
よ
み
人
し
ら
ず
)

な
ど
、
今
ひ
と

つ
ひ
と
つ
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
様
の
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
後
者
は
両
歌
と
も
撰
者
名
注
記
は
な
く

(後
鳥
羽
院
歌
は
初
出
不

明
)
、
あ
る
い
は
竟
宴
後
同
時
に
切
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
『新
古
今

集
』
の
歌
の
す
べ
て
、、特

に
数
多

い
古
歌
群
が
、
単
に
秀
歌
と
い
う
こ
と
だ
け
で

(全
て
あ
る
程
度
の
秀
歌
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
)
撰
ば
れ
た
と
は
思
え

な
い
の
で
あ
る
。

(3
)

『袋

草
紙
』

上
巻

「
雑
談
」

」
に

「
自
此
事
起

三
十

六
人
撰
出
来
歟
。
件
撰
有

不
審

。

所

謂
、
深
養

父
、

元
方
、
千
里
、
定
文

等
不
入

之
。

此
人
々
豈
劣
頼
基

、
仲
文
、
元
真

等
之
類
乎
。
」
と
あ
る

(歌
学
大
系
第

二
巻
所
収
本
)
。

(
4
)
窪
田
空
穂

『完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
』
上
巻

(昭
39

・
2
)

の
同
歌

の

「評
」
。

(
5
)
本
文
は
、
山
岸
徳
平

『
八
代
集
全
註
』
所
収
本
に
拠
亀
。

(
6
)
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
る
。

(
7
)
本
文
は
、
『増
注
源
氏
物
語
湖
月
抄
』

(昭
2
、
講
談
社
学
術
文
庫
に
複

製
)

に
拠
る
。

(8
)
玉
上
琢
也

『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
二
巻

の
同
語
の

「語
釈
」
。

(9
)

『正
治

二
年
俊
成
卿
和
字
奏

状
』

(『
歌
論
集

一
』

中
世

の
文
学
、

三
弥
井
書
店
)

所

収

本
。

(10
)

『新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
第

一
巻

(昭
51

・
10
)

の
同
歌

の

「
鑑
賞
」

の
項
。
・

(11
)

『
六
百
番
歌
合
』
冬
上

・
枯
野

・
十
三
番

判
詞
。

(12
)

『奥

入
』

は
、
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成

『源
氏
物
語

上
』
所
収

の
定
家
自
筆
本

に

拠

る
。

歌
謡

な
ど
は
除

い
て
和
歌

に
限
り
、
古
今

・
後
撰
重
出
歌
な
ど
は
両
方
に
計
上
、

引
歌
回
数

の
複
数

の
も

の
は
延

べ
数
と

し
て
計
数
し
た
。

(
13
)

『本
居
宣
長
全
集
』
第

四
巻

(昭
44

、
10
)
所
収
本
。

講

靆
懿

響
覊
綴
孅

遜

...対す.

(16
)

『
新
古

今
集

山
家
集

金
槐
和
歌
集
』

(鑑
賞
日
本
古

典
文
学
)

の
同
歌

の
項
。

(17
)

久
保

田
淳

『新
古
今
歌
人

の
研
究
』

(昭
48

・
3
)
参
照

。

(18
)

注

(15
)

に
同
じ
。

(19
)

石
川
常
彦

『拾
遺
愚
草
古
注

(上
)』

(中
世
の
文
学
、

三
弥
井
書
店
)
所
収
本
。

右

に
注

記
し
な

か

っ
た
作
品

の
本
文

は
、
和

歌
は

『新
編

国
歌
大
観
』

(歌
番

号

も
)
ハ
歌
論
書

は
日
本
古
典
文
学
全
集

『歌
論
集
』

に
拠

っ
た
。

た
だ

し
、
表

記
に

つ

い
て
の
み
私
意
に
よ
り
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。

(24)

(
1
)
吉
川

栄
治

「
大
江

千
里
小
考
-

旬

題
和
歌

の
成
立
を

め
ぐ

っ
て
l

」

(
『国
文

学
研
究
』

66
集

・
昭
和

53

・
10
)

「句

題
和
歌

の
成
立
と
展
開

に
関
す

る
試
論
ー

紀
師

匠
曲
水
宴

.
延
喜

六
年
貞
文
歌
合

の
偽
書
説
と
併
せ

て
ー

」

(同
68
集

・
昭
54

・
6
)

 (2
)
奥
村
恒

哉
氏

は

「
『
照
り
も

せ
ず

曇
り
も

は
て
ぬ
』

情
緒
と

い
う

も

の
が
、

『古
今

集
』

の
嗜
好

に
ま

る
で
合
わ
な

か

っ
た
」

と
述

べ
て

い
る

(新
潮
古
典
集

成

『古
今
和

歌
集
』

解
説
)
。
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