
後
撰
和
歌
集
注
釈

巻

二

春

中

(
3
)

実

川

恵

子

小
弐
に
つ
か
は
し
け
る

①藤
原
朝
忠
朝
臣

〈勘
〉

70

し 時集
し〉
も
あ
れ
花
の
さ
か
り
に
つ
ら
け
れ
ば
お
も
は
ぬ
山
に
い
り
や
し
な
ま

 

【勘
物
】
天
暦
六
年
参
議

応
和
三
中
納
言

応
保
三
薨
五
十
七

【朱
注
】

(71
朱
注
参
照
)

【校
異
】
①
藤
原
朝
忠
朝
臣
ー
朝
忠
朝
臣

(久
)

※
詞
書

・
歌
欠

(堀
片
荒
)

【語
釈
】
○
時
し
も
あ
れ
1
他
の
時

も
あ
る
だ
ろ
う

に
、
選
り
に
選

っ
て
こ
の

時
節
に
。
「時
し
も
あ
れ
秋
や
は
人

の
わ
か
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
ご
ひ
し
き

も
の
を
」

(『古
今
』
哀
傷
跚
)
「時
し
も
あ
れ
秋
し
も
人
の
わ
か
る
れ
ば

い
と
ど

袂
ぞ
露
け
か
り
け
る
」

(『拾
遺
』
別

嬲
)
等
の
よ
う

に
、
凋
落

の
秋
と
別
れ
の

期
の
重
な
り
を
嘆
く
場
合
が
多

い
。

こ
こ
は
花
を
尋
ね
て
山
に
入
る
春
の
折
り

も
折
り
、
冷
淡
な
態
度
を
と
る
女
に
、
今
が
山
に
入
り
出
家
す
る
時
な

の
だ
な

と
そ

の
あ
や
に
く
さ
を
恨
ん
だ
も

の
。

○
お
も
は
ぬ
山
1

「思
は
ぬ
」
に

は
男
女

の
間
で
の

「
思
ふ
・思
は
ぬ
」

の
意

の
場
合
が
あ
る

(「か
く
ば
か
り
お

も
は
ぬ
山
に
白
雲

の
か
か
り
そ
め
け
む
こ
と
そ
く
や
し
き
」
『斎
宮
女
御
集
』
)。

又

「予
期
し
な
い
」
意
で
、
「法

の
師
と
尋
ぬ
る
道
を
し
る
べ
に
て
思
は
ぬ
山
に

踏
み
惑

ふ
か
な
」

(『源
氏
物
語
』
夢

の
浮
橋
)

の
よ
う
に
も
用
い
ら
れ
、
当
歌

/

に
関
し
て
も

「
『思
は
ぬ
山
』
と
い
へ
る
は
、
思

ひ
も
か
け
ぬ
山
、
思
ひ
も
よ
ら

ぬ
山
と

い
ふ
に
聞
え
た
り
」
(『梨
本
集
』
)
と
す
る
解
が
あ
る
。
返
歌
と

の
相

関
、
そ
の
他
の
理
由

(
【評
】
参
照
)
に
よ
り
こ
ご
は

「
予
期
し
な

い
」
意
と

と
る
。

○
山
に
い
る
1
世
を
遁
れ
る
(「み
吉
野
の
山
の
白
雪
ふ
み
わ
け
て

入
り
に
し
人
の
お
と
つ
れ
も
せ
ぬ
」
『古
今
』
冬
脚
)。

【
訳
】

小
弐
に
遣
し
た
、

他
の
時
だ

っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
に
、
選
り
に
選

っ
て
人
が
花
を
尋
ね
て

山
に
入
る
花
盛
り
の
今
、
あ
な
た
が
つ
れ
な

い
も
の
だ
か
ら
、
思
い
も

か
け
な
か

っ
た
山
に
世
を
遁
れ
て
入

っ
て
し
ま
お
う
か
し
ら
。

【評
】
当
歌
を
引
歌
と
す
る
と
見
做
さ
れ
る

『蜻
蛉
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
「五

日
、

な

ほ
雨

止

ま

で
、

つ
れ
ぐ

と

『思

は

ぬ

山

に
』

と

か

や

い
ふ

や
う

に
、

物

の
お
ぼ
ゆ
る
ま

・
に
、
尽
き
せ
ぬ
物
は
涙
な
り
け
り
」
「柱
に
寄
り
立
ち
て
、

思
は
ぬ
山
な
く
思
ひ
立
て
れ
ば
、
入
月
よ
り
絶
え
に
し
人
…
…
」

の
用
例
が
示

す
よ
う

に
、
「思
は
ぬ
」
は

「物
思

い
を
し
な

い

・
悩
ま
な

い
」

の
意
と
な
る
。

こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
当
歌
は

「…
…
つ
れ
な
い
も

の
だ
か
ら
、
も

の
思
い
の

な
い
山
に
篭

っ
て
し
ま
お
う
か
し
ら
」
と
解
さ
れ
る
が
、
「返
し
」
の
71
歌
中
の

「
お
も
は
ぬ
山
」
に
迄
は
適
用
で
き
な

い
の
で
採
ら
な
い
。
上
三
句
に
留
意
す

れ
ば

「春
の
花
盛
に
は
皆
人
山
に
入
る
こ
と
な
る
が
我
は
君
の
つ
れ
な
き
に
よ

り
て
、
花
ゆ
ゑ
に
は
あ
ら
で
思
ひ
も
か
け
ぬ
山
に
入
ん
と
思
ふ
と
な
る
べ
き
か
」

と

『新
抄
』
が
師
説
と
し
て
引
く
所
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
次
歌
参
照
。

(1)



71

返
し

毬
が
た
め
に
お
も
は
ぬ
山
の
漉
)と
に
の
み
花
さ
か
り
ゆ
勲

を

つ
ら
(禦

せ
て
恨
み
の
表
現
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
詰
め
の
対
応
に
女
の
側

の
冷
静
さ
が
感
知
さ
れ
、
逆
に
男
の
深
刻
な
ポ
ー
ズ
と
し
て
、
贈
答

の
遊
戯
性

の
中
に
浮
き
立

っ
て
こ
よ
う
。

【朱
注
】
合
点
ア
リ
。
「三
首
本
無
」
ト
本

文
左
傍

ニ
ア
リ
。

【校
異
】
①
春
-
人

(中
)
君

(荒
)

【語
釈
】
○
わ
が
た
め
に
1
私
に
と

っ
て
。
「
～
が
原
因
で
」
に
相
当
す
る
例
歌

は
三
代
集
に
は
検
索
さ
れ
な
い
。
漢
文
訓
読
体
の
用
法
が
和
歌
に
馴
染
ま
な

い

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て

『新
抄
』
が

「師
云
、
我
ゆ
ゑ
に
思

ひ
が
け
も

な
き
山
に
入
給
は
ば
云
々
」
と
す
る

の
は
不
適
当
。
本
集

の
全
用
例

(鰻
㎜
嫻

㎜
)
に
照
し
て
も
、
主
体
の
位
置
に
よ
り

「私
に
と
っ
て

・
私
に
対
し
て
」
と

訳
に
は
相
違
が
で
て
く
る
が
、
あ
る
作
用
を
被
る
対
象
と
し
て
の

「我
」
を
示

す
語
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

○
お
と
に
の
み
ー

「消
息
を
よ
こ
し

た
だ
け
で
訪
れ
も
せ
ず

に
」
の
意
に
、
「実
際
に
は
見
る
こ
と
な
く
、
花
盛
り
を

う
わ
さ
で
の
み
知
る
」
意
を
掛
け
る
。

○
花
さ
か
り
ゆ
く
ー

「花
盛
り
」

か
ら

「離
り
」
を
導
く
。
「
さ
か
り
ゆ
く
春
」
は
、
離
れ
て
行
く
男
を
寓
す
る
。

【
訳

】

返
歌

(あ
な
た
は
思

い
も
か
け
な

か

っ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
)
私
に
と

っ
て
こ
そ
思

い
も
か
け
ず
、

山
に
篭
る
な
ど
と
消
息
を
下
さ

っ
た
だ
け

で
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
あ
な
た
を
お
恨
み
す
る
こ
と
で
す
、
思

い
が

け
な

い
山
に
花
が
美
し
く
咲
き
盛

っ
て
い
る
と
評
判
を
き
く
だ
け
の
春

を
恨
む
よ
う

に
。

【評
】
贈
歌
の
語
句
を
逆
手
に
と
り

「私
に
と

っ
て
こ
そ
寝
耳
に
水
」
と
驚
い

て
み
せ
な
が
ら
、
手
紙
の
み
で
直
接

の
訪
問
を
欠
い
た
男
の
虚
を
衝
く
形
で
、

逆
に
恨
み
返
し
た
と
こ
ろ
に
詠
者

の
得
意
が
あ
る
。
又
、
贈
歌
が
恨
み
を
春

の

花
に
絡
ま
せ
て
訴
え
る
構
造
を
と
る

の
に
対
応
さ
せ
て
、
返
歌
も
こ
の
季
に
寄

題
し
ら
ず

72

春

の
池
の
玉
も
に
遊

(哉
)

か
な

(
ぶ
)

①

宮
道
高
風

②

に
ほ
ど
り
の
あ
し
の
い
と
な
き
こ
ひ
も
す
る

【
校

異

】
①

高

風

ー

ナ

シ

(片

)

ち

か

・
せ

(
荒

)

②

こ

ひ

ー

か

ひ

(久

)

【
語

釈

】

○

春

の
池

の

玉

も

に
遊

ぶ

仁

ほ

ど

り

の

あ

し

の
1

序

詞

と

し

て

「
い

と

な

き

」

を

導

く

。

「
に

ほ

ど

り

」

は

「
か

い

つ
ぶ
り

」

の
古

名

、

池

・
湖

沼

・

河

川

に
す

む

留

鳥

で
、

泳

い
だ

り

潜

っ
た

り

す

る
水

鳥

。

○

い
と

な

き

ー

いと
ま

暇
が
な

い
。
例
歌
と
し
て

「あ
は
れ
と
も
憂
し
と
も
も
の
を
思
ふ
と
き
な
ど
か

涙
の
い
と
な
か
る
ら
む
」

(『古
今
』
恋
五
蹣
)
・
「夜
は
さ
め
昼
は
な
が
め
に
く

ら
さ
れ
て
は
る
は
こ
の
め
ぞ
い
と
な
か
り
け
る
」

(『
一
条
摂
政
御
集
』)
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。

○
こ
ひ
も
す
る
か
な
ー

『万
葉
』
で
は
す
べ
て

「…
…
こ

ひ
も
す
る
か
も
」

(跚
砺
㎜
粫
麗
蹣
躙
)、
三
代
集
に
な
る
と

「…
…
こ
ひ
も
す

る
か
な
」
(『古
今
』
嫻
繝
螂
葡
鯔
珊
。
本
集
72
餠
㎝
翩
。
『拾
遺
』
袵
泌
)
と
な

っ
て
少
し
変
わ
る
が
、
『万
葉
』
以
来
の

「ど
の
よ
う
な
恋
の
状
態
か
」
を
受
け

る
固
定
化
し
た
言

い
方

(慣
用
句
)

で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、

こ

の
型
が
皆

「
こ
ひ
も
」

で
あ

っ
て

「
こ
ひ
を
」
・で
は
な
く
、
詠
嘆
の
意
の

「
か

も
.か
な
」
で
終
止
す
る
こ
と
は
、
「
も
」
が
強
意

の
係
助
詞
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
各
語
の
機
能
的
効
果
が
、
「慣
用
句
」
と

い
え
る
段
階
と
な

っ
て
も
、
当
初
と
変
わ
ら
ず
当
時

の
人
々
に
感
受
さ
れ
て
い

た
か
は
、
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

【
訳
】
春
の
池
の
藻
に
遊
ぶ
か
い
つ
ぶ
り
の
足
の
動
き
が
絶
え
間
な

い
よ
う

に
、

(2)



心
の
安
ま
る
時
も
な

い
恋
を
す
る
こ
と
よ
。

【評
】
当
歌
は
、
序
で
抽
出
さ
れ
る

の
ど
か
な
春
景
と
対
照
さ
れ
て
、
恋
す
る

者
の
内
面
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
四
句
ま
で
の
叙
景
部
に
関
し
て
も
、

第
三
句
ま
で
が
水
面
上
に
遊
ぶ
鳰
鳥

の
姿
、
第
四
句

が
水
面
下
に
隠
れ
た
所
作
、

と

一
応
の
対
照
を
見
せ
て
お
り
、
あ

る
い
は
こ
れ
は
人
事

の
譬
え

1

恋
す
る

者
の
内
外
両
面
の
暗
示

と
し
て

の
読
み
を
促
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
「鳰
鳥
」
は

『万
葉
』
以
来
歌

材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の

つが
い

大
部
分
は
鳰
鳥
自
体

の
属
性

(潜
水

・
番
)
あ
る
い
は
水
鳥

一
般
と
し
て
の
属

性
を
利
用
し
て
枕
詞
・序
詞
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
「鳰
鳥
」自
体
を
詠
物

(対

象
)
と
し
て
詠
む
こ
と
は
少
例
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
鳥
に
対
し
特
殊
な
観
念

が
付
託
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
当
歌
は
、
本
集
で
は
春
に
収
め
ら
れ
て
い

る
が
、
『六
帖
』
は

「恋
」
の
題

の
も
と
に
配
置
し
、
歌
の
内
容
上
そ
れ
が
適
正

な
扱

い
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
本
集

の
部
類
の
杜
撰
さ
が
窺

い
知
ら
れ
る
。

73

寛
平
緲
時

花
の
解
霞
に
こ
め
て
即
せ
ず
と
い
加

を
募

て
た
て

⑥

ま

つ
れ
、

と

お

ほ

せ

ら

れ

け

れ

ば

藤

原

興

風

⑦
(
・
)
(
・
)

山
風
の
花

の
か
か
と
ふ
ふ
も
と

に
は
春

の
霞
ぞ
ほ
だ
し
な
り
け
る

【朱
】
む

【校
異
】
①
御
時
1
御
時
に

(久
)

②
色
-
色
は

(久
雲
堀
荒
)

③
見
せ

ず
ー
み
え
す
と
も

(堀
Y
み
せ
す
と
も

(荒
)

④
心
を
1
心
は
え
を

(久
)

心

(片
)

⑤
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
ー
ツ
カ
ウ

マ
ツ
レ

(片
)

⑥
お
ほ
せ
ら

れ
ー
あ
り

(中
堀
)
お
ほ
せ
あ
り

(久
)

ハ
ヘ
リ

(片
)

⑦
か
と
ふ
ー
さ
そ

ふ

(荒
)

【
語
釈
】
○
花
の
色
霞
に
こ
め
て
見

せ
ず
ー

『古
今
』
春
下
91

「春

の
歌
と
て

よ
め
る

良
岑
宗
貞

花

の
色
は
霞

に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め

春

の
山
風
L
を
指
す
。
「花

(の
色
)」
は

「
こ
め
て
見
せ
ず
」
の
目
的
語
で
あ

る
が
、
『古
今
』
の
排
列
か
ら
す
る
と

「春

の
花
」
で
名
を
特
定

で
き
な

い
。
「
こ

め
」
は
他
動
詞
下
二
段
活
用
の
連
用
形
で

「閉
じ
込
め
る
」
意
。
主
語
は
判
然

と
示
さ
れ
ず
、
「春
」
と
も

「春
霞
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
と
す
る
の
が

正
し
い
(m
参
照
)
。

○
心
-
趣
意
。
具
体
的
に
は
、
霞
は
花
を
人
目
か
ら

隠
す

・
風
に
香
を
盗
ま
せ
る
、
と
い
う
発
想
や
霞

・
風
の
擬
人
化

(修
辞
)
、
春

花
を
賞
す
風
流
心
な

ど
の
総
合
さ
れ
た
も

の
を
指
し
、
そ
れ
ら
を
抽
象
的
に

「心
」
と
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
と
し
て
は
、
同
じ
興
風

の

『古
今
』
秋

下
鋤
の
詞
書

「寛
平
御
時
、
古
き
歌
奉
れ
、
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
龍
田
川
も

み
ち
ば
流
る
、
と
い
ふ
歌
を
書
き
て
、
そ
の
お
な
じ
心
を
よ
め
り
け
る
」
が
指

摘
で
き
る
(58
66
参
照
)。

○
か
と
ふ
1
平
安
諸
文
献
に
殆
ど
用
例
を
見
な

け
ん

い
語

だ

が
、

『
新

撰

字

鏡

』
は

「
該

」

(①

い
ざ

な

う

②

い

つ
わ

る

、

意

)
を

「
加

こ
う

い
ん

止
不
」
と
訓
ま
せ
、
ま
た
「勾
引
」
(①
引
き
寄
、せ
る
②
誘
拐
す
る
、
意
)
を

「加

度
布
」

(「度
」
は
用
字
法
か
ら
す
れ
ば
清
音
)
と
訓
ま
せ
る
。
ま
た
平
安
末
成

立
し
た

『名
義
抄
』
は

「誘
」
を

「
カ
ト
フ

・
サ
ソ
フ

・
ア
ザ

ム
ク
」
と
訓
ず

る
ゆ
え
、
「
か
と
ふ
」
の
意
は
①

い
ざ
な
う
②
だ
ま
し
て
連
れ
て
行
く

(か
ど
わ

か
す
)
、
に
収
斂
す
る
。
従

っ
て
当
歌
が
宗
貞
の
「香
を
だ
に
ぬ
す
め
春

の
山
風
」

に
答
え
た
趣
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
、
「
か
と
ふ
」
は

「
か
ど
わ
か
す
」
意
に
と
る

の
が
妥
当
と
言
え
る
。
な
お
、
鎌
倉
時
代
に
下
る
と
、
、『海
道
記
』
や

『と
は
ず

が
た
り
』
等
に
用
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、
右

の
両
意
を
出
な
い
。

○
ほ
だ

こ
と

し
1
心
や
行
動
の
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
(「あ
は
れ
て
ふ
言

こ
そ
う
た
て
世
の

中
を
思
ひ
は
な
れ
ぬ
ほ
だ
し
な
り
け
れ
」
『古
今
』
雑
下
蝴
)。

【訳
】

宇
多
天
皇
御
在
位
の
時
、
霞
が
花

の
色
を
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
て

人
に
見
せ
な
い

(よ
う
に
し
よ
う
と
も
、
せ
め
て
香
だ
け
で
も
盗

み
取
れ
、
春

の
山
風
よ
。)
と

い
う
歌
の
趣
意
を
詠
ん
で
献
上

せ

よ
、
と
帝
が
お

っ
し
ゃ

っ
た
の
で
、

山
風
が
花

の
香
を
こ
と
ば
巧
み
に
誘

っ
て
連
れ
出
そ
う
と
し
て
い
る
麓

(3)



で
は
、
春
霞
が
そ
れ
を
引
き
止
め
て
い
る
の
だ

っ
た
よ
。

【評
】
帝
か
ら
興
風
に
呈
示
さ
れ
た
宗
貞
の
歌
と
当
歌
を
比
較
す
る
と
、
両
歌

の
表
現
内
容
で
あ
る
「春
花
を
賞
す

」、
気
持
を
表
わ
す
点
に
強
弱

の
差
が
見
ら

れ
る
が
、
他

の
修
辞
や
発
想
に
関
し

て
は
同
じ
類
の
も
の
で
あ

っ
て
、
結
局
、

同

一
内
容
を
同
じ
技
巧
を
用
い
て
詠

ん
だ
歌
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に

類
す
る
例
と
し
て
は
、
語
釈
に
於
い
て
例
示
し
た
同
じ
興
風
の
歌
、

寛
平
御
時
、
古
き
歌
奉
れ
、
ど
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、・
龍
田
川
も
み
ち

ば
流
る
、
と
い
ふ
歌
を
書
き
て
、
そ
の
お
な
じ
心
を
よ
め
り
け
る
、

み
山
よ
り
落
ち
く
る
水
の
色
見

て
ぞ
秋
は
限
り
と
思
ひ
知
り
ぬ
る

(『古

今
』
秋
下
跚
)

と
、
右
詞
書
中
に
そ
の

一
・
二
句
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
み
人
し
ら
ず

の
歌
、

龍
田
川
も
み
ち
ば
流
る
神
奈
備

の
三
室

の
山
に
時
雨
降
る
ら
し

(『古
今
』

秋
下
謝
)

を
比
較
し
た
場
合
に
も
言
え
よ
う
。

ま
た
、
当
歌
詞
書
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

帝
は
興
風

の
こ
の
よ
う
な
手
腕
を
認
め
て
お
り
、
且

つ
右

『古
今
』
秋
下
跚
の

よ
う

に
自
ら
も
自
発
的
に
詠
ん
で
奉

っ
た
り
し
て
い
る
点
か
ら
み
る
と
、
興
風

の
歌
人
と
し
て
の
自
負
心
は
相
当
な
も

の
と
推
定
で
き
る
。

74

①

②

〈朱
〉

題

し

ら

ず

よ

み

人

も

都
さ
め
の
世
暴

り
に
た
る
心
に
岬
猶
網
た
ら
セ

榊
を
こ
そ
お
も
へ

き
み

(荒
)※

片
仮
名
本
は
当
歌

の
前
に
獅
が
、
「
題
読
人
不
知
」
と
し
て
排
列
さ

れ
て
、
そ
の
次
に
74
が
和
歌

の
み
記
さ
れ
る
。

【語
釈
】
○
春
さ
め
の
ー

「
ふ
り
」
に
か
か
る
枕
詞
。

○
ふ
り
に
た
る
心

ー

「
(春
雨

の
)
降
り
」
が
同
音
の

「
古
り

(古
く
な
る
)」
に
意
味
転
換
し
、

老

い
に
よ
る
感
性

の
衰
え
を
言

っ
て
歌
内
容
を
規
定
し
て
い
く
。
下
句

の

「あ

た
ら
し
く
」
と
こ
と
ば
の
遊
び
と
し
て
対
照
を
な
す
。

○
世
に
ー

「世
の

中
」

の
意
と

「非
常
に
㌧
の
意
を
か
け
る
。

○
あ
た
ら
し
く
1

「
そ
の
ま

は
た
ち

ま
に
し
て
お
く
の
は
惜
し
い
程
す
ば
ら
し
い
」
意

(「
〔玉
鬘

ハ
〕
廿
ば
か
り
に

な
り
給
ふ
ま
ま
に
と
と
の
ひ
は
て
て
、
い
と
ど
あ
た
ち
し
く
め
で
た
し
」
『源
氏
』

玉
鬘
)
。

【訳
】
世
を
暮
ら
し
て
こ
ん
な
に
も
歳
を
と
り
感
性

の
衰
え
た
我
が
心
で
あ

っ

て
も
、
や
は
り
、
散

っ
た
ら
惜
し
い
と
思
う
程
春

の
花
を
す
ば
ら
し
い
と
思
う

こ
と
で
す
。

ヘ

へ

【評
】

『古
今
』
春
下
m
小
町
の
歌
の

「
わ
が
身
よ
に
ふ
る
」
は
容
貌
の
衰
え

を
、
当
歌
の

「
世
に
ふ
り
に
た
る
」
は
感
性

(心
)

の
衰
え
を
言

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
歌
は
そ
れ
に
よ

っ
て
春
花
の
美
し
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ

っ
て
、
同
じ
春
花
を
扱

っ
て
い
て
も
人
事
に
比
重
を
置
く
小
町
の
歌
と
は
そ

の
点
で
異
る
。
な
お
、、
「あ
た
ら
し
」
は

『新
抄
』

の
指
摘

(「
田
に
む
か

へ
て
。

新
の
詞
を
趣
向
と
せ
る
に
は
あ
れ
ど
も
。
そ
は
詞
の
あ
や

の
み
」
)
ど
お
り
、
意

あ
た
ら

は
あ

く

ま

で

「
惜

し

」

で
解
す

べ
き

で
あ

る
。

(4)

 

【朱
注
】
し
ら
す

【校
異
】
①
題
し
ら
ず
ー
ナ
シ

(堀
)
た
い
よ
み
ひ
と
し
ら
す

(荒
)

②
よ

み
人
も
ー
よ
み
人
し
ら
す

(中
久
雲
堀
)
ナ
シ

(荒
)

③
春
さ
め
の
1
春
の

雨
の

(堀
)

④
ふ
り
に
た
る
ー

ふ
り
に
け
る

(久
)
降
わ
た
る

(堀
)

⑤

も
ー
は

(荒
)

⑥
あ
た
ら
し
く
ー

ア
タ
ラ
シ
キ

(片
)

⑦
花
ー
ミ

(片
)

75

①

②
(を
)

京
極
の
み
や
す
ん
所
に
お
く
り
侍

(り
)
け
る

③
④

⑤

は
る
霞
た
ち
て
く
も
ゐ
に
な
り
ゆ
く
は
か
り
の
心
の
か
は
る
な
る
べ
し

【
校

異

】
、①

ん

ー

ナ

シ

(
久

荒

)

②

お

く

り

侍

り

ー

つ
か

は

し

(中

久

)

タ



テ
マ
ツ
リ
タ

マ
ヒ

(片
)

③
は
ー
か

(久
)

④
か
り
1
鷹

(堀
)

⑤

か

は
る
ー
か

へ
る

(久
雲
堀
片
)

【語
釈
】
○
京
極
の
み
や
す
ん
所
ー
時
平
二
女
、
藤
原
褒
子
。
宇
多
天
皇
妃
。

延
喜
年
間
、
所
謂
京
極
御
息
所
褒
子
歌
合
を
主
催
。
本
集
に
は
㎜
に
出
家

の
記

事
が
見
え
、
ま
た
宇
多
院
崩
御
を
悼
む
歌
が
蠅
に
収
め
ら
れ
る
。

○
は
る

霞
た
ち
て
1
春
の
訪
れ
を
言

い
表
わ
し
た
語
句
だ
が
、
同
時
に

「
た
ち
て
」
に

「渡
来
し
て
い
た
雁
が
飛
び
立

つ
」
意
と
、

【評
】
で
述
べ
る
如
く
褒
子
と
元へ

良
親
王
と
の
か
か
わ
り
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
「里
下
り
し
て
い
た
御
息
所
が
里

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
あ
と
に
す
る
」
意
と
を
持
た
せ
て

い
る
。

○
〈
も
ゐ
に
な
り
ゆ
く
1
「く

も
ゐ
」
は

「空
」

(「船
浮
け
て
わ
が
漕

ぎ
来
れ
ば

時

つ
風

雲
居
に
吹
く
に
」

『万
葉
』
巻
二
跏
・
「山
高
み
雲
居
に
見
ゆ
る
桜
花
」
『古
今
』
賀
跚
)
及
び

「宮

中
」

(「
わ
ざ
と
の
御
学
問
は
さ
る
も

の
に
て
、
琴

・
笛
の
音
に
も
雲
井
を
響
か

し
」
『源
氏
』
桐
壷
)
の
両
意
を
表
わ
し
、
従

っ
て

「く
も
ゐ
に
な
り
ゆ
く
」
は

「雁
が
空
遠
く
飛
び
去
る
」
意
と

「
(御
息
所
が
)
参
内
す
る
」
意
と
を
か
け
る
。

○
か
り
の
心
1

「雁

の
心
」
の
他
に

「仮
初
め
の
愛
情
」
を
言
い
、
御
息
所
と

作
者
と
に
交
情
の
あ

っ
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
。

【
訳

】

【
評

】

詞
書
と
歌
と
に
距
離
が
あ

っ
て
必
然
性
に
欠
け
る
こ
と
、

で
き
て
の
ち
に
、

ぬ
れ
ば
今
は
た
お
な
じ
な
に
は
な
る
み
を
つ
く
し
て
も
あ
は
む
と
そ
思
ふ
L

よ

っ
て
、

京
極
の
御
息
所
に
送
り
ま
し
た
、

春
霞
が
か
か
る
時
期
と
な
り
、
雁
が
空
遠
く
飛
び
去

っ
て
い
く
の
は
、

そ
の
心
が
変
わ
っ
た
か
ら
な

の
で
し
ょ
う
。

(春
に
な
る
と
と
も
に
、
貴

女
が
宮
中
に
お
戻
り
に
な
る
の
は
、
仮
初

め
に
思
い
を
寄
せ
て
下
さ

っ
た
貴
女
の
心
が
お
変
わ
り
に
な

っ
た
か
ち

な

の
で
し
よ
う
。
)

一
首
全
体
を
寓
喩
と
解
し
た

の
は
、
帰
雁
を
詠
ん
だ
歌
と
し
た
場
合
、

ま
た
本
集
蠍

「事

い

京
極
御
息
所
に
つ
か
は
し
け
る

も
と
よ
し

の
み
こ

わ
びに

里
下
り
時
に
於
け
る
京
極
御
息
所
と
元
良
親
王
と
の
関
係
が
明
ら
か

で
あ
り
、
当
歌
の
作
者
に
元
良
親
王
と
の
関
係
が
明
ら
か
で
あ
り
、
当
歌

の
作

者
に
元
良
親
王
を
擬
す
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
ゆ
え
、
寓
喩
と
解
す
る
の
が

妥
当
と
み
た
の
で
あ
る
。

76

題

し

ら

ず

(
・
)

①

ね

ら

れ

ぬ

を

し

ひ

て

わ

が

ぬ

る
春

の
夜

の

夢

を
う

つ

つ
に

な

す

よ

し

も

(哉
)

〈朱
〉

が
な

【朱
注
】
見
る

【校
異
】
①
な
す
ー
み
る

(堀
片
荒
)

ヘ

ヘ

ヘ

ア
ヘ

へ

【語
釈
】
・○
ね
ら
れ
ぬ
を
ー

「音
に
の
み
き
く
の
白
露
夜
は
お
き
て
昼
は
お
も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ひ
に
あ

へ
ず
消
ぬ
べ
し
」

(『古
今
』
恋

一
繝
)
・
「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ
か
し
て
は
春

の
も
の
と
て
な
が
め
く
ら
し

つ
」

(同
恋
三
鵬
)
な
ど
か
ち
明
ら

か
な
如
く
、
寝
ら
れ
ぬ
原
因
は
恋
の
懊
悩
と
了
解
さ
れ
る
。

○
よ
し
も
か

な
ー

「よ
し
」
は

「方
法
・手
だ
て
」
の
意
。
「も
が
な
」
は
願
望
を
表
わ
す
終

助
詞
で
あ
る
が
、
特
に

「
実
現
不
可
能
な
こ
と
を
願
う
」
意
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
二
語
が
結
び
付
い
て
「動
詞
+
よ
し
も
が
な
」
(…
…
す
る
手
だ
て
が
あ

っ

た
ち
よ

い
の
に
な
あ
)、
と
い
う
慣
用
句
を
形
成
す
る
。
『古
今
』
で
は
跏
硼
胼

㎜
鰡
に
、
『後
撰
』
で
も
76
搦
跏
瓣
粗
脚
脳
に
そ
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
。

【
訳
】
叶
わ
ぬ
恋

で
寝

つ
か
れ
な
い
の
を
、
無
理
に
も
眠
り
見
た
春
夜
の
逢
瀬

の
夢
を
、
現
実
の
も
の
に
す
る
手
だ
て
が
あ

っ
た
ら
よ

い
の
に
な
・あ
。

う

つ

つ

　

【評
】
当
歌
は
、
「夢
」
を

「現
実
」
に
対
比
し
、
且

つ
.「も
が
な
」
と
い
う
実

現
不
可
能
な
願

い
を
意
と
す
る
語
を
用

い
て
、
非

現
実

(夢
)
の
状
況
を
強
く

願
望
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
に
は
叶
え
ら
れ
ぬ
恋

の
深
い
嘆
ぎ
を
表
わ
し

た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
類
歌
と
し
て
は

『貫
之
集
』

の
、

ね
ら
れ
ぬ
を
し
ゐ
て
ね
て
み
る
春
の
夜

の
夢
の
か
ぎ
り
は
こ
よ
ひ
な
り
け

(5)



り

が
、
指
摘

で
き
る
が
、
や
や
難
解
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
「夢
で
逢
え
る
こ
と
さ
え

今
夜
か
ぎ
り
、
明
日
か
ら
は
季
節
も
移
り
、
『春
の
夜

の
夢
』
で
の
逢
瀬
も
叶
え

ら
れ
な
く
な
る
」
と
い
う
、
三
月
尽
を
利
用
し
た
恋

の
嘆
き
の
歌
と
思
わ
れ
る
。

啝
の
諾

け
る
翅
と
こ
の
も
嘩

犁

幸
絅
る
欧
し
と
聟

て

さ
う
そ
く
ひ
と
く
だ
り
て
う
じ
て

つ
か
は
す
と
て
、
桜
色
の
し
た
が

⑨

さ
ね
に
そ

へ
て
侍

(り
)
け
る

⑩
(
お
)

77

わ
が
や
ど
の
桜
の
色
は
う
す
く

と
も
花
の
さ
か
り
は
き
て
を
ち
な
む

【校
異
】
①
し
の
び
た
り
け
る
ー
シ
ノ
ヒ
テ
ア
リ
ケ
ル
(片
)
し
の
ひ
た
る
(荒
)

②
を
ん
な
ア
リ
、(荒
)

③
あ
る
べ
し
ー
ア
リ

(片
)

④
き
き
て
ー
き
て

(荒
)

⑤
さ
う
そ
く
ー
さ
う
そ
く
を

(久
)
さ
う
す
く

(荒
)

⑥

ひ
と
く
だ
り
て
う

じ
て
ー
て
う
し
て

(雲
)
ひ
と
く
た
り
し
て

(堀
)
ヒ
ト
ク
シ
テ

(片
)
ひ
と

く
た
り

(荒
)

⑦

つ
か
は
す
と
て
ー

お
く
る

(堀
)
お
く
り
は

へ
り
け
る

(荒
)

⑧
桜
色

の
し
た
が
さ
ね
に
ー
ナ
シ

(雲
)
桜
ノ
シ
タ
カ
サ
ネ

ニ

(片
荒
)

⑨

そ

へ
て
侍
り
け
る
ー
ナ
シ

(雲
)

ツ
ケ

・
ル

(片
)

⑩
読
人
不
知
ア
リ

(雲

荒
)

⑪
花
の
さ
か
り
は
1
春

の
か
さ
り
は

(雲
)

【語
釈
】
○
し
の
び
た
り
け
る
を
と

こ
の
も
と
に
1
人
目
を
忍
ん
で
逢

っ
て
い

た
男
の
許
に
。
こ
こ
の

「し
の
ぶ
」

は
行
為
で
は
な
く
状
態
表
現

(ー

珊
珮

珊
鰯
盥
皿
)。
こ
の
部
分
、
次
の
句
を
隔
て
て

「
つ
か
は
す
」
に
係
る
。

○

そ
う
そ
く
ひ
と
く
だ
り
て
う
じ
て
ー

(行
幸
供
奉

の
た
め
の
)
装
束

一
揃

い
を

調
え
て
。

○
桜
色
の
し
た
が
さ
ね
1
淡
紅
色

の
下
襲
。
「桜
色
」
は
、
『抄
』

に

「
一
禅
御
説
表
白
裏
蘇
芳
」、
『古
今
』
春
上
66

「
桜
色
に
衣
は
深
く
染
め
て

着
む
花
の
散
り
な
む
の
ち
の
形
見
に
」

の
顕
注
に
は

「表
白
裏
は
な
だ
」
と
あ

る
。
本
集
で
は
他
に
捌
。
下
襲
は
、
束
帯

の
時
袍

・
半
臂
の
下
に
着
、
背
後
に

引
く
長

い
裾

の
部
分
が
あ
る

(「桜

の
下
襲

い
と
長
う
は
裾
引
き
て
」

(『源
語
』

行
幸
)
。
春
の
桜

・
藤

・
柳
等
、
時
節
に
適
う
色
目
が
用

い
ら
れ
た
。
「今
日
の

御
装
は
皆
直
衣

の
御
衣
ど
も
、
御
供

の
人
例
の
袍
、
桜

の
下
襲
な
ど
着
た
り
」

(『宇
津
保
』
吹
上
上
)。

○
桜
の
色
は
う
す
く
と
も
1
自
邸
の
桜
と
下
襲

の

色
合
と
を
懸
け
る
。

○
き
て
も
を
ら
な
む
ー

一
首

の
対
象
が
表
向
き
は
桜

で
あ
る
か
ら
、
「来
て
も
折
ら
な
む
」
と
解
さ
れ
る
。
「来

て
折
る
」
は
桜
を
賞

美
す
る
心
を
表
象
し
、
同
時
に
訪
れ

へ
の
期
待
を
込
め
て
い
る
。
裏

の
意
と
し

て
は

「着
て
も
居
ら
な
む
」、
即
ち

「行
幸
の
時
着
用
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
こ

と
。【

訳
】

春
に
行
幸
の
予
定
と
聞
い
て
、
人
目
を
忍
ぶ
仲

の
男
の
許
に
、
装

束
を

一
揃

い
調
え
て
送
ろ
う
と
思

い
、
桜
色

の
下
襲
に
添
え
ま
し

た
、

私
の
家
の
桜

の
色
は
薄
く
て
見
所
が
な
い
と
は

い
っ
て
も
、
春

の
花
盛

り
に
は
訪
ね
て
い
ら
し
て
、
枝
を
折
り
花
を
賞
で
て
い
た
だ
き
た
い
も

の
で
す

(見
栄
え
の
し
な

い
衣
装
で
す
け
れ
ど
、
行
幸

の
折
に
は
お
召

し
に
な

っ
て
下
さ
い
ま
せ
)
。

【評
】
男

へ
の
誘
い
と
同
時
に
、
装
束

の
添
え
文
と
し
て
の
至
極
実
用
的
な
用

お
り

途
も
兼
ね
る
二
重
構
造
を
持

つ
。
「折
」
と
い
う
観
点
か
ち
は
無
論
後
者
に
重
点

が
あ
る
が
、
そ
の

「
折
」
を
利
用
し
て
、
「桜
色
」
を
媒
介
に
巧
み
に
恋
歌
的
な

要
素
を
詠

い
込
め
た
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
歌
の
表
面

の
意
は
、
桜
を
表
に
立
て
た
男

へ
の
招
請
と
い
う
こ

と
に
止
ま
る
も

の
の
、
さ
ら
に
踏
み
込
む
な
ら
ば
、
「桜

の
色
」
云

々
に
あ
る
種

の
自
己
表
現
を
嗅
ぎ
取
れ
な
く
も
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
桜
を
代
替
物
と
し

て
措
定

・
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
暗
に
己
れ
の
意
図
を
通
じ
さ
せ
る
と

い
う

一
方
の
目
的
は
十
二
分
に
達
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
上
に
、
「桜
の
色
」

に
二
重
の
寓
意
を
詠
み
こ
む
事
は
、
技
巧
的
に
見
て
も
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を

え
な

い
。
詞
書
の

「し
の
び
た
り
け
る
」
と
い
う
情
況
規
定
も
対
世
間
的

ニ
ュ

い
ざ
な

ア
ン
ス
に
お
い
て
女

の
切
実
な
誘
い
を
歌
の
表
現
に
読
み
取
ら
せ
こ
そ
す
れ
、

(6)



当
事
者
間

の
心
意
の
応
酬
と

い
う
と

こ
ろ
ま
で
の
解
決
を
要
求
す
る
も

の
で
は

な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
、
装
束
に
こ
と
よ
せ
て
男
の
訪
れ
を

催
し
た
歌
と
い
う
に
す
ぎ
な

い
。

①

②

わ
す
れ
侍

(り
)
に
け
る
人
の
家
に
花
を
こ
ふ
と
て

か
ね
み
の
お
ほ
き
み

③

(事
)

(・
)

(・)

78

年
を

へ
て
花

の
た
よ
り
に
言
と

は
ば
い
と
ど
あ
だ
な
る
名
を
や
立

(ち
)

な
む

【校
異
】
①
わ
す
れ
侍
り
に
け
る
ー
わ
す
れ
に
け
る

(中
片
荒
)
わ
す
ら
れ
て

侍
け
る

(堀
)

②
花
1
は
る

(堀
)

③
た
よ
り
ー
た
も
と

(久
)
あ
た
り

(荒
)

【語
釈
】
○
わ
す
れ
侍
り
に
け
る
ー
主
語
は
作
者
兼
覧
王
。
「わ
す
る
」
は
、
男

女
間
に
あ

っ
て
は
愛
情
が
失
せ
自
然

に
男
の
足
が
遠

の
く
こ
と
。
他
に
胼
跚
弸

詞
書
。

○
花
を
こ
ふ
ー

『古
今
』
夏
蠏

「隣
よ
り
常
夏
の
花
を
こ
ひ
に
お

こ
せ
た
り
け
れ
ば
」
の
場
合
は
、
歌

に
恋
愛
を
暗
示
す
る
も
の
が
な
い
の
で
、

単
な
る
社
交
的
行
為
に
止
ま
る
が
、

こ
こ
で
は
よ
り
を
戻
す
き

っ
か
け
と
い
う

意
図
が
あ
る
か
。

○
花

の
た
よ
り
1
花
を
乞
う
、
そ
の
つ
い
で
。
花

の
賞

頑
を
契
機

(な
か
だ
ち
)
と
す
る
意
味
で
、
「
と
ふ
人
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
し
山
里

、に
花
の
た
よ
り
に
人
目
見
る
か
な
」

(『拾
遺
』
春

51
)
・
「
を
さ
な
く
そ
春

の
み

と
ふ
と
思
ひ
け
る
花
の
た
よ
り
に
見

ゆ
る
な
り
け
り
」

(『重
之
集
』)

の
ご
と

く
、
熟
語
化
し
て
い
る
。

○
言
と
は
ば
ー

「言
と
ふ
」
は

「言
葉
を
か
け

る
」
。
こ
こ
で
は

「花
を
こ
ふ
」
と

い
う

こ
と
以
上

の
内
容
で
は
な
か
ろ
う
が
、

「人
妻
に
我
も
交
は
ら
む
我
が
妻
に
人
も
言
問

へ
」
(『万
葉
』
巻
九
㈱
)

の
よ

う
な

「
言
い
寄
る
」

の
語
感
が
感
得
さ
れ
な
く
も
な

い
。

○

い
と
ど
あ
だ

な
る
名
を
や
立
ち
な
む
1

一
層
浮
気
者
の
評
判
を
立
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
β
「あ

だ
」
と
い
う
認
識
は
、
「花

の
た
よ
り
」
即
ち
移
ろ
い
易

い
花
を
介
在
さ
せ
る
事

に
よ

っ
て
生
ず
る
も
の
で
、
そ
の
背
景
に
は

『勢
語
』
十
七
段

の
読
人
知
ら
ず

歌
が
あ
る

(
【評
】
参
照
)
。
ま
た
、
「
い
と
ど
」
は

「わ
す
れ
侍
り
に
け
る
」

行
為
を
前
提
と
し
て
の
言
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

「あ
だ
な
る
名
」
は
作
者
自
身

の
そ
れ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
底
本
の

「立
な
む
」
と

い
う
表
記
は

「立
て
な
む
」
と
読
め
な
く
も
な

い
が
、
諸
本

「
た
ち
な
む
」
で

一
致
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「名
ヲ
ト
イ

ヘ
バ
必
ズ
タ
テ
ナ

ン
ト
云
ベ
キ
言

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ノ
定

マ
リ
也
、
此
歌

モ
タ
テ
ナ

ン
ナ
ラ
バ
、
彼
方

ヨ
リ
我
が
名
ヲ
タ
テ
ナ

ン
ト

云
也
、
但
シ
、
名
ヲ
ト
云
テ
タ
チ
ナ
ン
ト
云
事

モ
フ
ル
ク
例
ア
リ
、
タ
チ
ナ
ン

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ノ
ト
キ

ハ
名
ヲ
ヤ
取
リ
ナ
ン
ト
云
意

ニ
テ
、
此
方
ノ
名
ガ
立

ツ
ニ
テ
ア
ラ
ン
ノ

意

ニ
ナ
ル
也
」

(道
麿

『疑
問
』)

の
両
解
は
ど
ち
ら
も
正
し
く
な
い
。
、例
え
ば

『古
今
』
秋
上
謝

「
女
郎
花
お
ほ
か
る
野
辺
に
宿
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
だ
の
名

を
や
立
ち
な
む
」
に
つ
い
て
、
従
前
は
こ
の

「を
」
を
間
投
助
詞
と
見
る
向
が

多
か

っ
た
が
、
『大
系
』
は
、
「
香
を
だ
に
に
ほ

へ
」
(『古
今
』
冬
蹣
)
・
「根
を

絶
え
て
」
(同
雑
下
嬲
)

の

「
に
ほ
ふ
」
「絶
ゆ
」
を
他
動
詞
的
用
法
と
解
し
た

上
で
、
㎜
を
も
同
様

に
処
理
し
、
現
在
は
こ
の
見
方
が
優
勢

に
な

っ
て
い
る
。

四
段
活
用

「立

つ
」
の
他
動
詞
的
用
法
に
は
、
他
に
も

「き
て
帰
る
名
を
の
み

ぞ
立

つ
」

(本
集
恋
五
盥
)
・
「
ぬ
ぎ
か

へ
っ
て
ふ
名
を
立
た
め
や
は
」

(『源
語
』

夕
霧
)
等
見
え
、
特
に

「我
も
つ
れ
な
き
名
を
ぞ
立
ち
ぬ
る
」

(『玉
葉
』
恋
二

㎜
、
相
模
)
は
、
他
動
詞
説
の
明
証
と
な
ろ
う
。

【訳
】

い
つ
し
か
気
持
も
冷
め
、
忘
れ
て
し
ま

っ
て
お
り
ま
し
た
人
の
家

に
、
花
を
頂
き
た
い
と
い
っ
て
、

久
し
く
お
逢

い
し
な
い
で
、
今
更
花
に
こ
と
よ
せ
て
言
葉
を
お
か
け
し

た
ら
、
余
計
不
実
者
と
の
評
判
を
立
て
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
か
。

【評
】
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
、
歌

の
表
現
と
い
い
、
『勢
語
』
十
七
段

(『古

今
』
春
上
62
)、

年
ご
ろ
お
と
つ
れ
ざ
り
け
る
人
の
、
桜
の
盛
り
に
見
に
来
た
り
け
れ
ば
、

あ
る
じ
、

(7)



あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
立

て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
待
ち
け
り

を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
移
ろ
い
易

い
花
よ
り
も
な
お
浮
華
な
男
を
譏

る
女
の
言

い
様
と
、
男
自
身
が
い
さ
さ
か
弁
解
じ
み
た
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
と

の
間
に
、
幾
ば
く
か
の
距
離
は
あ
る
も
の
の
、
花
を
媒
介
と
す
る
発
想
の
根
底

は
同
じ
も

の
で
あ
る
。
即
ち

「あ
だ
な
る
」
花
に
か
こ
つ
け
て
訪
ね
て
く
る
男

は
い
ち
だ
ん
と

「あ
だ
」
、
と
い
う

認
識
で
あ

っ
て
、
「あ
ぢ
き
な
く
花
の
た
よ

り
に
と
は
る
れ
ば
我
さ

へ
あ
だ
に
な

り
ぬ
べ
ら
な
り
」
(『躬
恒
集
』
)
・
「
と
は
る

ノ

る
に
あ
だ
に
は
あ
れ
ど
ζ
の
春
は
花

の
た
よ
り
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る
」
(『六
帖
』

五
)
の
よ
う
に
、
「花

の
た
よ
り
」
と

い
う
語
自
体
が
、
花
を
機
縁
と
し
た
交
渉

と
い
う
点
に
、
す
で
に

「
あ
だ
」
と
.い
う
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
原
形
質
は

『勢
語
』
に
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
す

る
と
、

こ
れ
も
単
に
花
を
求
め
る
た
め
の

断
り
め
い
た
挨
拶
、
あ
る
い
は
久
濶
を
叙
し
た
だ
け

の
歌
と
と
る
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
表
現
は
婉
曲
な
が
ら
、
言
外

に
復
縁
を
ほ
の
め
か
せ
て
い
る
と
見
た
方

が
、
詞
書
の
状
況
設
定
に
は
ふ
さ
わ
し

い
と
言
え
る
。
「花
の
た
よ
り
」
と
い
う

恋
愛
的
語
感
の
濃
厚
な
措
辞
が
、
そ
う

い
う
作
者
の
姿
勢
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
よ
う
。

79

(
こ

②

③
(を
)

よ

ぶ

こ

ど

り

を

き

き

て

、

と

な

り

の
家

に

お
く

り

侍

(り

)

け

る(木
)

は

る

み

ち

の

つ

ら

き

⑤

④
(
・
)

わ

が

や

ど

の
花

に

な

な

き

そ
喚

子

鳥

よ

ぶ

か

ひ
有

(
り
)

て

君

も

こ

な

く

に

【校
異
】
①
ノ

コ
ヘ
ァ
リ

(片
)

②

家
i
人

(堀
片
)

③
お
く
り
侍
り
け
る

ー
つ
か
は
し
け
る

(中
久
堀
片
荒
)

④
な
な
き
そ
ー
な
き
て
そ

(堀
)

⑤

よ
ぶ
ー
鳴

(堀
)
き
く

(荒
)

【語
釈
】
○
よ
ぶ
こ
ど
り
ー

『古
今
』
伝
授
三
鳥

の

一
(「を
ち
こ
ち
の
た
づ
き

も
知
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か
な
く
も
呼
子
鳥
か
な
」
春
上
29
)
。
秘
説
・臆
説
入

り
乱
れ
、
新
注
で
も

『余
材
抄
』
な
ど
か
な
り
詳
し
く
考
証
し
て
い
る
が
、
実

体
は
不
明
。
『万
葉
』
で
は
、
巻
八
跏
凹
・
巻
九
㎜

・巻
十
㎜
㎜
鰡
㎜
が
全
て
春

の
雑
歌
、
巻

一
70
が
季
不
明
で
巻
十
凹
の
み
夏
に
置
き
、
中
古
に
は

「六
月
の

な
こ
し
の
山

の
呼
子
鳥
」

(『六
帖
』
二
)
・
「紅
葉
見
て
か

へ
ら
む
方
も
お
ぼ
え

ぬ
を
呼
子
鳥
さ

へ
鳴
く
山
路
か
な
」

(『恵
慶
集
』)
等
も
見
え
る
も

の
の
、
大
体

は
春

の
鳥
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
を
呼
ぶ
と
い
う
見
立
て

は
上
代
以
来

の
も
の
。
本
集

で
は
恋
部

に
多
く
、
他

に
砌
嬲
脳
鰤
に
出
る
。

○
よ
ぶ
か
ひ
有
り
て
君
も
こ
な
く
に
ー

「な
く
に
」
は

「
よ
ぶ
か
ひ
有
り
て
君

も
こ
」
全
体
を
打
ち
消
す
。
喚
子
鳥
に
呼
び
か
け
る
態
で
あ
る
か
ら
、
「君
」
は

第
三
人
称
的
表
現
と
見
ら
れ
る
。

【訳
】

喚
子
鳥

の
声
を
聞

い
て
、
隣
の
家
に
送
り
ま
し
た
、

我
が
家
の
花
蔭
で
鳴
い
て
く
れ
る
な
、
喚
子
鳥
よ
、
呼
ん
だ
か
い
が
あ

っ
て
あ
の
人
が
来
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
ろ
う
に
。

【評
】
喚
子
鳥
に
語
り
か
け
る
形
で
隣
人
の
疎
遠
を
恨
ん
だ
歌
。
社
交
上

の
挨

拶
と

い
っ
た
感
が
強
、い
が
、
人
を

「
喚
」
ぶ
と
い
う
固
定
化
し
た
連
想
と
、
恋

情
や
孤
独
感

・
寂
寥
感
を
募
ら
せ
る
媒
介
と
し
て
詠

み
こ
ま
れ
る
場
合
が
多

い

(『古
今
』
29
の
外
、
『万
葉
』
巻
八
跚
呶
等
)
こ
と
な
ど
か
ら
、
喚
子
鳥
と
い

う
素
材
が
当
歌
の
よ
う
な
場
面
で
要
請
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
あ

っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

80

①

(お
)

③

(を
)

壬
生
中心
岑
が
左
近
の
つ
跡
ひ
の
を
さ
に
て
、
ふ
魂

こ
晦
て
侍
(り
)

け
る
つ
い
で
に
、
身
を
う
ら
み
て
侍

(り
)
け
る
返
事
に

⑧紀
貫
之

(
・
)

ふ
り
ぬ
と
て
い
た
く
な
わ
び
そ
は
る
さ
め
の
た
だ
に
や
む
べ
き
物
な
ち
な

(8)



〆

く

に

【校
異
】
①
壬
生
ー
ナ
シ

(荒
)

②
が
ー
ナ
シ

(中
雲
堀
荒
)

③
侍
け
る

と
き
ア
リ

(中
久
片
荒
)
侍
時
ア
リ

(雲
)

④

ふ
み
ー
ふ
み
を

(中
堀
)

⑤
う

ら
み
て
侍
り
け
る
ー
う
ら
み
た
り
け

る

(久
片
荒
)

⑥
返
事
-
返
し

(中
)

⑦
に
ー
ナ
シ

(堀
)

⑧
紀
貫
之
1

つ
ら
ゆ
□

(荒
)

【語
釈
】
○
左
近
の
つ
か
ひ
の
を

さ
ー
左
近
番
長
。
近
衛
府
は
本
来
禁
中
警
衛

や
行
幸
時

の
警
護
を
職
分
と
す
る
が
、
実
際
に
は
宮
中
儀
式

の
儀
仗

・
舞
楽

の

務
め
を
専
ら
と
し
た
。
左
近
衛
府

は
上
東

・
陽
明
門
の
間
に
在

っ
て
、
禁
内

の

詰
所

(陳

の
座
)
は
日
華
門
の
内

に
あ
る
。
番
長
は
左
右
の
近
衛
各
三
百
人
の

上
位
、
府
生

の
下
位
で
あ
る
。

○
ふ
こ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
つ
い
で
に
ー

用
件

の
奥

に
で
も
書
き
添
え
て
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
つ
い
で
」
は
40
参
照
。

○
身
を
う
ら
み
て
1
我
が
身

の
不
遇
を
恨
ん
で
。
19

「し
づ
め
る
よ
し
を
な
げ

き
て
」
に
同
じ
。

○
ふ
り
ぬ
と

て
ー

(立
身
も
思
う
に
ま
か
せ
な

い
ま
ま
)

年
老
い
た
か
ら
と
い
っ
て
。
「春
雨
」
の
縁
で

「隣
り
」

↓

「古
り
」
と
措
か
れ

た
も
の
だ
が
、
む
な
し
く
人
生
を
過

ご
し
卑
官
に
甘
ん
じ
て
き
た
と
い
う
語
感

が
あ
る
。

○
春
雨
の
ー

「や

む
」
に
係
る
枕
詞
。
「
ふ
り
」
「
や
む
」
と
共

に
縁
語
を
構
成
す
る
。
時
節
が
春

で
あ
る
事
を
示
唆
し
よ
う
。

○
た
だ
に

や
む
べ
き
ー
む
な
し
く
生
涯
を
終
え

て
し
ま
う
は
ず

の
。
忠
岑
が
老
境
に
あ
る

事
を
前
提
と
し
た
言
辞
。

【
訳

】

【
評

】

壬
生
忠
岑
が
左
近
番
長

で
あ

っ
た
頃
、
手
紙
を
よ
こ
し
て
き
ま
し

た
時
そ
の
奥
に
、
今

の
身
分
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
お
り
ま
し
た
、

そ
の
返
事
に
、

は
か
ば
か
し

い
こ
と
も
な

い
ま
ま
老
い
て
し
ま

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
う
悲
観
し
た
も
の
で
も
あ

り
ま
す
ま

い
。

こ
の
ま
ま
終
わ
る
は
ず

の

も
の
で
も
な

い
で
し
ょ
う

に
。

ふ
る
う
た

古
歌
に
添
え
た
長
歌
の

一
節

「
照
る
光
近
き
ま
も
り

の
身
な
り
し
を
誰

か
は
秋
の
く
る
方

に
あ
ざ
む
き
出
で
て
御
垣
よ
り
外
の
重
も
る
身

の
御
垣
守
L

(『古
今
』
雑
躰
㎜
)
に
よ
れ
ば
、
忠
岑
が
左
近
番
長
か
ら

「秋

の
く
る
方
」
つ

ま
り
右
衛
門
府
生
に
昇
任
し
た
の
は
延
喜
五
年

(509
)
前

の
こ
と
で
、
当
然
そ

れ
よ
り
前
の
も

の
に
な
る
が
、
上
限
は
い
つ
と
定
め
ら
れ
な

い
。
た
だ
、
『俊
頼

髄
脳
』
に
見
え
る
敏
行
と
の
連
歌
は
、
「忠
岑
が
右
近

(『俊
頼
口
伝
抄
』

に
は

「左
近
」)

の
番
長
に
あ
り
け
る
時
、
敏
行
の
少
将
の
L
云
々
と
の
事
な
の
で
、

敏
行
が
左
少
将
で
あ

っ
た
仁
和
二
年

(688
)
か
ら
寛
平
六
年

(蹴
)

の
間
の
あ

る
時
期
に
、
既
に
左
近
番
長
で
あ

っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。

年
齢
に

つ
い
て
は
、
現
在
は
偽
書
説
の
強
い

『和
歌
体
十
種
』

の
天
慶
入
年

撰
と
い
う
識
語
は
参
考
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
後
年
の
忠
岑
の
記
録
は
延
喜
末

年
、
村
瀬
敏
夫

の
考
証

(『紀
貫
之
伝

の
研
究
』
第
四
章
⑧
)
を
是
と
し
て
も
、

せ
い
ぜ
い
延
長
末
年
あ
た
り
を
下
限
と
し
て
お
り
、
先

の
長
歌
の
後
半

「か
か

る
わ
び
し
き
身
な
が
ら
に
つ
も
れ
る
年
を
し
る
せ
れ
ば
五
つ
の
六

つ
に
な
り
に

け
り
こ
れ
に
そ
は
れ
る
私
の
老

い
の
数
さ

へ
や
よ
け
れ
ば
身
は

い
や
し
く
て
年

高
き
」
か
ら
も
、
延
喜
初
年
に
は
も
う
老
齢
、
延
長
頃
没
し
た
と
し
て
も
こ
の

頃
五
十
歳
前
後
に
は
届
い
て
い
た
と
し
て
も

こ
の
頃
五
十
歳
前
後
に
は
届
い
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
忠
岑
の
訴
嘆
、
そ
れ
を
受
け
た
貫

之

の
慰
籍
も
そ
れ
な
り
の
切
実
味
を
帯
び
て
響

い
て
く
る
。
の
ち
の
延
喜
十
七

年

(719
)
頃
、
甲
斐

に
あ

っ
た
忠
岑
に
、

甲
斐
が
嶺

の
松

に
手
ふ
る
君
ゆ
え
に
我
は
な
げ
き
と
な
り
ぬ
べ
ら
な
り

、
(『貫
之
集
』
)

と
真
率
な
友
情
を
詠
み
示
し
た
貫
之
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
さ
え
縁

語
や
掛
詞
の
技
法
が
骨
格
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
歌
が
そ
れ
ら
を

い
か
に

血
肉
化
し
て
い
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
表
立

っ
て
は
こ
の
種
の
詠
を
採
ら
な
い

『古
今
』
に
較
べ
れ
ば
、
既

出

の
19
と
併
せ
て
、

こ
の
集

の
包
蔵
す
る
和
歌
世
界
の
幅
広
さ
を
窺
わ
せ
る
歌

で
も
あ
る
。

(9)
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