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一

堀
河
百
首
題
の
四
季
題
は
、
屏

風
歌
や
初
期
百
首
歌
の
影
響
や
関
連
に
つ
い

て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
堀
河
百
首
題
と
初
期
百
首
歌
の
主
題
や

屏
風
歌
の
画
題
が
単
に
共
通
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
歌
題
設
定

の
過
程

へ
の

　
　

　

影
響
や
詠
作
方
法
に
も
影
響
が
見

ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
今
回
は
夏
季
の
歌
題

の
な
か
で
屏
風
歌
の
画
題
や
初
期
百
首
歌
の
主
題
に
み
ら
れ
る
歌
題
で
あ
る
年

中
行
事
に
関
わ
る

「荒
和
祓
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
殊
に
、
『堀
河
百
首
』

の
詠
出
歌
人
達
が
ど
の
よ
う
に
歌
題
を
捉
え
詠
じ
た
か
と
い
う
題
詠
方
法
を
捉

え
、
歌
題

の
特
質

や
詠
法

の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
堀
河
百
首
題

「荒
和
祓
」

の
特
徴
や
歌
題
の
本
意
を
探

っ
て
み
た
い
。

二

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お

い
て

「荒
和
祓
」
は
歌
題
と
し
て
見
出
す
こ

と
が
出
来
ず
、
新
奇
な
歌
題
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「荒
和
祓
」
は
、
大
祓

の

一
つ
で
六
月

の
晦
日
に
行
わ
れ
る

「
六
月
祓
」
「夏
越
祓
」
の
異
称

で
あ
り
、

屏
風
歌
や
定
数
歌
で
は

「
六
月
祓
」

「夏
越
祓
」
と

い
う
画
題
や
主
題
と
し
て

散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
堀
河
百
首
題
に
お
い
て

「荒
和
祓
」
と
歌

題
設
定
な
さ
れ
に
は
、
な
ん
ら
か

の
意
図
を
基
に
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
行
事
と
し
て
の

「六
月
祓
」

「夏
越
祓
」
は
諸
人

の
罪
状
を
贖

っ
て
、

家
々
を
守
護
す
る
荒
神
を
怒
り
の
表
情
を
和
ま
す
た
め
半
年
毎
に
祓
を
行

い
、

そ
の
祓
の
方
法
は
様
々
な
方
法
で
行
事
が
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お
い
て

「六
月
祓
」
「夏
越
祓
」
が
ど

の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
た
か
を
行
事
と
し
て
の
荒
和
祓
と
の
関
係
を
踏
ま
え

な
が
ら
検
証
し
歌
題
化
の
変
遷
を
具
体
的
に
辿

っ
て
み
た
い
。

「六
月
祓
」
「
夏
越
祓
」
は
屏
風
歌
や
定
数
歌
に
お

い
て
夏
の
画
題
、
主
題
と
し

て
あ
り
、
屏
風
歌
や
定
数
歌
と

の
影
響
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
み
て
い
こ
う
。

殊
に
、
月
次
屏
風
歌
で
は
六
月
の
画
題
と
し
て

「六
月
祓
」
が
数
多
く
見
出
さ

れ
る
。
ま
た
、
初
期
百
首
歌
や
定
数
歌
に
お
い
て
夏
の
主
題
と
し
て
は

『好
忠

百
首
』
や
が
初
出
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
六
月
祓
、
夏
越
祓
を
画
題
と
し
た
屏
風
歌
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

数
多
く
の
屏
風
歌
を
詠
じ
た
歌
人
を
中
心
に
抽
出
し
て
み
る
と

「六
月
祓
」

の

屏
風
歌
が
貫
之
、
躬
恒
、
元
輔
、
順
、
忠
見
、
能
宣
、
中
務

の
歌
集
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の

「六
月
祓
」
「
夏
越
祓
」

の
画
題
は
月
次
屏
風
歌

に
数
多
く
を
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
集
を
検
索
し
て
み
る
と
、
多
数
の
屏

風
歌
を
詠
じ
た
貫
之
が
や
は
り

「
六
月
祓
」
を
詠
じ
た
屏
風
歌
も
多
数
挙
げ
ら

れ
る
。
ち
な
み
に
、
『貫
之
集
』

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
57
)
か
ら

「六
月

・

祓
」
の
屏
風
歌
を
抽
出
し
て
み
る
と
次

の
五
首
が
挙
げ
ら
れ
る
。

11
み
そ
き
す
る
河
せ
み
れ
は
か
ら
衣
ひ
も
ゆ
ふ
く
れ
に
波
も
立
ち
け
る

(延
喜
六
年
月
な
み
の
屏
風
八
帖
が
料

の
歌

六
月
祓
)

聊
比
か
は
に
は
ら

へ
て
な
か
す
こ
と
の
は
は
浪
の
花
に
そ
た
く
ふ
へ
ら
な
る

入
延
喜
十
八
年
四
月
東
宮

の
御
屏
風

祓

へ
し
た
る
と
こ
ろ
)

麗
お
ほ
ぬ
さ
の
河
の
瀬
こ
と
に
流
れ
て
も
千
と
せ
の
夏
は
な

つ
は
ら

へ
せ
ん

(9)
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(延
喜
十
九
年
東
宮
の
御
屏
風
う
ち
よ
り
十
六
首

六
月
祓
)

謝
み
そ
き

つ
・
思
ふ
心
は
こ
の
川
の
そ
こ
の
深
さ
に
か
よ
ふ
べ
ら
な
り

(天
慶
三
年
閏
七
月
右
衛
門
督
殿
屏
風
の
料
十
五
首

六
月
祓
)

躅
う
き
人

の
つ
ら
き
心
を
比
川

の
波
に
た
く

へ
て
は
ら
へ
て
そ
や
る

(天
慶
八
年
う
ち
の
御
屏
風
の
れ
う
廿
首

は
ら

へ
)

こ
れ
ら
は
、
五
首
い
ず
れ
も
屏
風
絵
と

の
関
係
か
ら
か
、
六
月
祓
が
行
わ
れ

る
場
所
で
あ
る
河
川
が
詠
み
入
れ
ら
れ
、
「
川
瀬
」
、
「波
」
等
の
河
川
に
関
連

す
る
歌
材
や
縁
語
に
拠

っ
て
詠
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
挙
げ
て

み
る
と
初
め
の
三
首

(11

・
聊

・
魏
)
は
河
で
行
わ
れ
る
六
月
祓
を
主
と
し
て

詠
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
、
聊
の
屏
風
歌
は
罪
や
穢
れ
と
な

っ
た
言
葉
を
幣
に

書

い
て
水
に
清
め
て
流
す
儀
式
を
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
二
、
三
句

目

「は
ら

へ
て
な
か
す
こ
と
の
は
」

に
拠

っ
た
屏
風
歌
と
し
て

『信
明
集
』
36

(『私
家
集
大
成
中
古

1
』
78
)

の
六
月
の
屏
風
歌
が
み
ら
れ
、
明
ら
か
に
、
貫

之
の
詠
歌
の
表
現
を
摂
取
し
た
も

の
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

36
み
な
か
み
に
は
ら

へ
て
流
す

言
の
葉
を
お
り
な
か
く
こ
そ
せ
せ
の
し
ら
波

ま
た
、
㎜
の
詠
歌
は
行
事

の
祓
具

で
あ
る
大
幣
を
歌
材
と
し
た
詠
歌
で
あ
る
。

そ
れ
は
川
瀬
の
白
波
と
幣
で
川
が
白
く
描
か
れ
た
様
子
か
ら
発
想
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
。
同
様
に
六
月
祓
の
道
具
で
あ
る
大
幣
に
拠

っ
て
詠
じ
た
屏
風
歌
が
二
首

挙
げ
ら
れ
る
。
『能
宣
集
』

12

(
『
私
家
集
大
成
中
古
1
』
87
)、
『元
真
集
』
W

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
81
)
に
見
出
せ
る
。

12
み
そ
き
す
る
川
の
淵
瀬
に
引
き
網
を
お
お
ぬ
さ
な
り
と
人
や
み
ゆ
ら
ん

卿
お
ほ
ぬ
さ
に
は
ら

へ
や
る
と
も
こ
の
川
に
波
は
し
る
ら
ぬ
ふ
か
き
心
と

こ
れ
ら
の
屏
風
歌
は
い
ず
れ
も

貫
之

の
歌
を
基

に
し
た
詠
歌
と
捉
え
ら
れ

る
。
殊
に
、
元
真
の
詠
歌
は
貫
之

の
詠
歌

(493
)
典
拠
と
し
、
六
月
祓
を
恋
歌

な
ど
想
起
さ
せ
る
人
事
詠

で
あ
ろ
う
。

次
の
二
首

(
4

震U

9

・
り4

3

戻」)
は
六
月
祓

に
恋
の
思
い
を
寄
せ
た
人
事
詠
の
で
あ
る
。

謝
の
詠
歌
は

「
み
そ
ぎ
」
「
川
」

に
拠

っ
た
恋

の
歌
で
あ
る

『
古
今
集
』
の
恋

一
に
読
み
人
知
ら
ず

の
歌

(105
)
を
発
想
の
基
と
し
て
恋
す
る
思
い
の
深
さ
を

詠
じ
て
い
る
。

刪
恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
川
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
ぞ
な
り
に
け
ら
し
も

ま
た
、
謝
の
詠
歌
は

「憂
き
」
を

「浮
き
」
に
掛
け
、
六
月
祓
に
事
寄
せ
て

恋
の
恨
み
を
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貫
之

の
屏
風
歌
に
お
け
る
六
月
祓
を
年
代
順
に
挙
げ
て
み
て

み
る
と
、
措
か
れ
た
屏
風
絵
と
の
関
係
を
無
視
で
き
な
い
が
、
明
ら
か
に
発
想

の
変
化
を
看
取

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
屏
風
歌
に
お
け
る

「
六
月
祓
」
は
貫
之
の
発
想
や
歌
材
、
技
巧
等

の
詠
作
方
法
の
影
響
関
係
が
み

ら
れ
、
貫
之
の
六
月
祓

の
屏
風
歌
が
基
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

次
に
、
定
数
歌
に
お
け
る

「六
月
祓
」
「
夏
越
祓
」
を
取
り
挙
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
『好
忠
集
』
(『
私
家
集
大
成
中
古
1
』
鵬
)
を
み
て
み
る
と
、
好
忠
百

首
の
夏
の
十
首
に

巍
み
な
つ
き
の
な
こ
し
と
お
も
ふ
ご

・
ち
に
は
あ
ら
ふ
る
か
み
そ
か
な
は
さ

り
け
り

と
あ
り
、
順
百
首
歌
に

鵬
ゆ
ふ
た
ち
に
や

・
く
れ
に
け
り
み
な
つ
き
の
な
こ
し
の
は
ら

へ
せ
て
や
す

ご
さ
ん

・

と
あ
り
、
『毎
月
集
』
三
百
六
十
首
和
歌
に
は
六
月
の
は
し
め
に

燭
け
ふ
よ
り
は
な
こ
し
の
つ
き
に
な
り
ぬ
と
て
あ
ら
ふ
る
か
み
に
も

の
な
あ

る
な
ひ
と

と
あ
り
、
六
月
中
に

躙
み
そ
ぎ
す
る
か
も
の
河
風
ふ
く
ら
し
も
す

・
み
に
ゆ
か
ん
い
も
を
と
も
な
ひ

(10)



堀河百首題 「荒和祓」をめ ぐって

と
あ
る
。
謝

・
鵬
は
六
月

の
夏
越
祓
と
表
現
し
、
夏
越
祓
を
夏
の
歌
材
と
し
て

用

い
て
い
る
。
「な
こ
し
」
は
同
時

代
の
屏
風
歌
に
、
六
月
夏
越
祓
の
表
現
も

散
見
さ
れ
る
。
殊
に
、
詠
歌

(
履1
)
は
六
月
中
に
中
に
配
列
さ
れ
、
「禊
す
る
」

と
あ
り
、
川
辺
で
行
う
こ
と
か
ら
夏
越
祓
を
背
景
に
し
涼
し
さ
を
主
題
と
し
て

い
る
が
詠
歌
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
「
六
月
祓
」
の
画
題
で
、
涼

し
さ
を
詠
み
入
れ
た
屏
風
歌
と
し

て
は

『元
輔
集
』
67

(
『私
家
集
大
成
中
古

1
』
聡
)
や

『兼
盛
集
』
即

・
避

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
皿
)
に

67
河
波

の
た
ち
か
え
り

つ
・
禊

し
て
千
代
の
み
か
げ
に
す
ず
し
か
ら
な
ん

即
河
風
吹
く
る
か
け
に
ふ
き

つ
く
し
祓
ふ
る
こ
と
そ
涼
し
か
り
け
る

鵬
河
風
の
涼
し
か
ら
す
は
み
な

月
の
祓
は
か
り
に
も
の
う
か
ら
ま
し

と
あ
り
、
そ
れ
ら
は
祓
を
行
う
こ
と
に
拠

っ
て
心
が
清
澄
に
な
る
こ
と
を
涼
し

と
し
、
そ
れ
に
涼
し
さ
を
掛
け
た
屏
風
歌
で
あ
る
。
67
は
実
頼
公
五
十
算
賀
の

屏
風
歌

(969
)
で
、
『毎
月
集
』
の
成
立
は
天
禄
二
～
三
年

(
腑
～
軅
)
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
好
忠
の
翅
の
歌
は
こ
れ
ら
の
詠
歌
を
基
に
し
た
詠
歌
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『毎
月
集
』

　　
　

と
屏
風
歌
と

の
影
響
関
係
が
こ
の
詠

歌
に
お

い
て
も
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

好
忠
の
詠
歌

(8

冖0

8

0
匚」

90

1
)
は

い
ず

れ
も
、
荒
ぶ
る
神
を
詠
み
入
れ
て
い
る
の

は
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「荒
ぶ

る
神
」
は

『古
事
記
』
、
『風
土
記
』
に
求

め
た
歌
材
で
あ
り
、
「荒

ぶ
る
神
」
を

「夏
越
祓
」
に
詠
み
入
れ
た
例
歌
は
み

え
ず
好
忠
が
初
出
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
好
忠
百
首
躙
の
歌
は

「な
こ
し
」
に

「和
し
」
を
懸
け
、
「荒
ぶ
る
」
に
呼
応
し
た
技
巧
に
富
ん
だ
機
智
的
な
歌
で
あ

る
。
し
か
も
、
「
夏
越
祓
」
は
荒
ぶ

る
神
を
和
す
と

い
う

こ
と
を
行
事
と
し
て

詠
じ
て
い
る
。
,

「荒
ぶ
る
神
」
を
詠
み
入
れ
て

い
る
歌
を
挙
げ
て
み
る
と
、
『源
順
集
』
瑠

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』
鵬
)
の
屏
風
歌
や

『藤
原
長
能
集
』
66

(
『私
家
集

大
成
中
古
1
』

蜘
)
の
月
次
屏
風
歌

に
見
出
せ
る
。

認
よ
き

こ
と
を
き
か
ず
荒
ふ
る
神
た
に
も
今
日
は
あ
ら
じ
と
人
は
知
ら
な
ん

66
さ
は

へ
な
す
荒
ふ
る
神
も
お
し
な

へ
て
け
ふ
は
夏
越
の
は
ら

へ
な
り
け
り

「荒
ぶ
る
神
」

の
詠
歌
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
順
の
屏
風
歌

(371
)
は
好
忠
百
首
の
詠
歌

(
謝
)

の
影
響
で
あ
り
、
好
忠

の
三
百
六
十
首
和

　ヨ
　

歌
の
詠
歌

(
551
)
は
順
の
屏
風
歌
を
踏
ま
え

て
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
。
殊

に
、

長
能

の
詠
歌

(
66
)
は
好
忠

の
詠
歌
と

の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
、
『日
本
書

紀
』
や

『万
葉
集
』
に
求
め
た

「さ
ば

へ
な
す
」
と
言
う
歌
語
に
拠

っ
て
夏
越

祓
を
詠
ん
だ
特
徴
的
な

一
首
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
好
忠
百
首
の
夏
越
祓
の
詠
歌
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
好
忠

は
夏
越
祓
を
荒
ぶ
る
神
を
和
す
行
事
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
推
測
出
来
よ
う
。

ま
た
、
好
忠
百
首
以
後
、
百
首
歌
や
定
数
歌
に
お

い
て
夏

の
主
題
と
し
て

「
六
月
祓
」
「夏
越
祓
」
を
主
題
と
し
た
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
看
取
さ
れ

る
。
そ
れ
ら
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
千
穎
や
加
茂
保
憲
女
や
重
之

女
の
百
首
歌
、
和
泉
式
部
の
定
数
歌
、
百
首
歌
や
相
模
の
湯
走
百
首
に

「六
月

　　
　

祓
」
「夏
越
祓
」
を
主
題
と
し
た
歌
見
出
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
、
『千
穎
集
』

21

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
鵬
)
に

21
み
な

つ
き

の
な
こ
し
の
は
ら

へ
す
る
せ

・
に
あ
さ
は
な
た
な
る
そ
ぬ
き
み

ゆ
ら
し

と
あ
り
、
好

忠

の
歌

(
88
)

の

「
み
な

つ
き

の
な
こ
し
」

を
典
拠
と
し
、

ヨ

「
瀬
々
」
と

い
う
祓
を
行
う
場
と
祓

の
道
具

で
あ

る
幣
と

し
て
使
用
さ
れ
る

「麻
葉
」

の
物
名
歌

の
よ
う
に
詠
み
入
れ
た
か
、
「
そ
」
を
麻
の
別
称
と
解
す
る

こ
と
も
出
来
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
技
巧
に
よ

っ
て
夏
越
祓
の
様
子
を
詠
じ

て

い
る
。
ま
た
、
そ

の
歌
を
基

に
し
た
と
思
わ
れ
る

『
和
泉
式
部
集
』

39

(『私
家
集
大
成
中
古
H
』
1
)
の
百
首
に

「麻
葉
」
を
詠
み
入
れ
た
歌
が
見
出

さ
れ
る
。
そ
の
歌
は

「六
月
」
に

「
み
な

つ
き
」
を
掛
け
、
思
い
を
祓
う
と
し
、

人
事
詠
と
捉
え
る
こ
と
も
で
あ
ろ
う
。

(11)
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39
思
う
こ
と
み
な

つ
き
ね
と
て
あ
さ

の
は
を
き
り
き
り
て
も
は
ら
ひ

つ
る
か

な
ま
た
、
『重
之
女
集
』
31

・
97

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
即
)
の
百
首
歌
や

月
次
歌
に
や
は
り
、
川
に
関
わ
る

「岩
瀬
」
、
「水
上
」
「
岩
の
上
水
」
や
六
月

祓
の
道
具
で
あ
る
大
幣
や
幣
を
作
る
木
綿
が
詠
み
入
る
と
い
う
詠
作
方
法
に
よ

っ
て
罪
を
祓

い
流
す
と
い
う
行
事

に
視
点
を
置

い
た
詠
歌
で
あ
る
。

31
お
ほ
ぬ
さ
に
は
ら

へ
た
れ
と
も
お
ち
て
ゆ
く
は

つ
せ
の
な
み
こ

・
ろ
あ
ら

な
ん

97
み
な
か
み
に
は
ら

へ
て
け
ふ
は
く
ら
し
て
ん
ゆ
ふ
つ
け
わ
た
り

い
は
の
う

へ
の
水

同
様
に

「
大
幣
」
を
詠
み
入
れ
、
「な
こ
し
」
に

「和
し
」
を
懸
け
た
歌
と

し
て

『相
模
集
』

(『
私
家
集
大
成
中
古
H
』
29
)
の
湯
走
百
首

の
終
夏
に

胴
お
ほ
ぬ
さ
に
ち
と
せ
を
か
け

て
い
の
る
か
な
神
の
心
も
な
こ
し
と
思
え
ば

と
あ
り
、
好
忠
の
詠
歌
と
同
様
に
荒
ぶ
る
神
の
心
を
和
す
こ
と
に
視
点
を
置
き

な
が
ら
、
大
幣
に
千
歳
延
命
祈
願

し
た
詠
歌
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え

る
と
百
首
歌
や
定
数
歌
に
お

い
て

「夏
越
祓
」

が
主
題
と
し

て
定
着
す
る
に
は
好
忠
百
首

の
詠
歌
が
基
で
あ
り
、
特
に
、
「み

な

つ
き
」
や

「な
こ
し
」

の
技
巧

に
拠
る
詠
歌
は
好
忠
が
荒
ぶ
る
神
を
和
す
こ

と
を
主
と
し
た
行
事
と
捉
え

て
い
た
と
推
測
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
詠
出

方
法
は
屏
風
歌
と
同
様
に
、
祓
の
場
と
し
て
の
川
や
川
に
関
連
す
る
歌
材
や
六

月
祓
や
夏
越
祓
の
道
具
に
拠

っ
て
延
命
や
罪
を
祓

い
流
す
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り

心

の
清
澄
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
定
数
歌
と
屏
風
歌
と
の
影
響
関
係
を

無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
堀
河
百
首
題
と
共
通
項
目
が
多
く
み
ら
れ
る

『古
今
和
歌
六
帖
』
に

お
い
て
は
歳
時
部
、
夏
に

「夏
越
祓
」
の
項
目
が
み
ら
れ
十
二
首
が
配
列
さ
れ

て
い
る
。

鵬
み
な
月
の
な
ご
し
の
は
ら

へ
す
る
人
は
ち
と
せ
の
命
の
ぶ
と
い
ふ
な
り

m
お
ほ
ぬ
さ
の
河
の
せ
ご
と
に
流
れ
て
も
ち
と
せ
の
な

つ
は
夏
は
ら

へ
せ
ん

覧
m
み
そ
ぎ

つ
つ
思
う
事
を
ぞ

い
の
り

つ
る
入
百
万
代
の
神
の
ま

に
ま
に

皿
此
河
に
は
ら
え
て
な
が
す
こ
と

の
は
は
浪

の
花
に
ぞ
た
ぐ
ふ
べ
ら
な
る

コ3
み
そ
ぎ
つ
る
河
の
せ
み
れ
ば
か
ら
衣
ひ
も
ゆ
う
ぐ
れ
に
波
ぞ
た
ち
け
る

拠
そ
ら
見
え
て
流
る
る
河
の
さ
や
か
に
も
は
ら
ふ
る
こ
と
を
神
は
き
か
な
ん

鮖
み
み
と
河
き
け
ば
お
な
じ
く
お
ほ
ぬ
さ
に
か
く
は
ら
ふ
る
を
神
は
聞
く
ら

ん
鵬
と
し
な
か
に
わ
が
な
げ
き
と
は
な
り
ぬ
れ
ば
み
そ
ぐ
と
も
よ
に
う
せ
じ
と

そ
思
ふ

m
君
に
よ
り
こ
と
の
し
げ
き
に
故
郷
の
あ
す
か
の
河
に
み
そ
ぎ
し
に
ゆ
く

認
み
そ
ぎ
す
る
な
ら
の
小
河
の
河
風
に
い
の
り
ぞ
わ
た
る
下
に
た
え
じ
と

㎜
た

つ
た
河
滝
の
せ
ぎ
り
に
は
ら

へ
つ
つ
い
は
ひ
く
ら
す
は
君
が
た
め
と
そ

伽
ね
ぎ
ご
と
も
き
か
で
あ
ら
ぶ
る
神
だ
に
も
け
ふ
の
な
ご
し
の
は
ら

へ
と

い

ふ
な
り

こ
れ
ら
は
祓
、
禊
、
夏
越
祓
、
夏
祓
が
詠
み
入
れ
て
い
る
。
こ
の
十
二
首
の

う
ち
六
首

(0

1

94

3

4

0

1

・
1

.
1

0
1

●
1

●
2

1

1

1

1

11▲

-
)
は
屏
風
歌
に
拠
る
詠
歌
で
占
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
祓
、
禊
に
よ

っ
て
人
々
の
罪
や
穢
れ
を
贖
う
と
と
も
に
、
荒

ぶ
る
神
を
和
す
行
事
と
し
て
詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
鵬
の
歌
の
よ
う
に
千
歳
延

寿
を
基
と
し
た
行
事
と
し
た
詠
歌
で
あ
る
。齟

ま
た
、
四
首

(
震U

7

8

9

1

0
1ーム
0
1ー亠
●
1

1

1

1童一

-ー轟)
は
禊
、
祓
う
と

い
う
行
為
に
沿

っ
て
、

そ
れ
に
恋
歌
な
ど
の
人
事
詠
を
寄
せ
た
歌
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
、
m
の
歌
の

出
典
は

『万
葉
集
』
の
詠
歌

(硼
)
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
よ
う
に

「禊
」
に
よ

る
詠
歌
の
発
想
や
詠
作
方
法
が

「六
月
祓
」
詠
出
に
際
し
て
基
と
し
て
い
る
こ

と
を
看
取
で
き
る
。

こ
の
よ
う

に
、
『古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
い
て

「夏
越
祓
」
の
歌
の
半
分
が

(12>
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屏
風
歌
で
あ
り
、
屏
風
歌
と
同
様

に
恋
歌
な
ゼ
の
人
事
詠
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
「夏
越
祓
」
項
目
に
は
や
は
り
屏
風
歌
を
踏
ま
え
、
恋
歌
等

の
人
事

詠
を
含
ま
れ
た
も

の
と
し
て
項
目
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

堀
河
百
首
題
と
共
通
歌
題
が
見
出
さ
ら
れ
る

『和
漢
朗
詠
集
』
に
主
題
と
し

て

「六
月
祓
」
「夏
越
祓
」
の
主
題
は
な
い
が
夏

の
主
題
で
あ
る

「晩
夏
」
に
、

順
の
月
次
屏
風
歌
で
あ
る

一
首

(
071
)
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　
ら

　

m
ね
ぎ
ご
と
も
き
か
で
荒
ぶ
る
神
た
ち
も
今
日
は
な
ご
し
と
人
は
い
ふ
な
り

こ
の
よ
う
に
、
『和
漢
朗
詠
集
』
に
お
い
て
夏
越
祓
は
晩
夏

の
主
題
と
し
、
そ

の
詠
歌
か
ら
、
荒
ぶ
る
神
を
和
す
行
事
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『和
漢
朗
詠
集
』
に
お
い
て
も
や
は
り
屏
風
歌
の
影
響
が
捉
え

る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
勅
撰
集
を
取
り
上
げ
て

み
よ
う
。
勅
撰
集

に
お

い
て

「
六
月
祓
」

「夏
越
祓
」
を
歌
題
と
し
て
初
出
は

『後
拾
遺
集
』
で
あ
り
、
夏
部
立
に

一
首

(
432
)
配
列
さ
れ
て
い
る
。

脳
み
な
か
み
も
あ
ら
ぶ
る
心
あ
ら
じ
か
し
波
も
な
ご
し
の
は
ら

へ
し

つ
れ
ば

こ
の
詠
歌
は

「水
上
」

に

「皆
神
」

を
掛
け
、
荒
ぶ
る
神
の
心
を
和
す
こ
と
を

詠
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
詠
歌

は

『伊
勢
大
輔
集
』
40

(『私
家
集
大
成
中

古
H
』
24
)
の
詞
書
に

「歌
合
」
と
あ
り
、
歌
合

の
歌
題

「六
月
祓
」
の
詠
歌

と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。

だ
が
、

『後
撰
集
』

に
お

い
て
は
夏
部

に

「
夏
祓
」
を
詠
じ
た
歌

(512
)
が

一
首
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

躅
か
も
河
の
み
な
そ
こ
み
て
て
る
月
を
ゆ
き
て
見
む
と
や
夏
ば
ら

へ
す
る

ま
た
、
『拾
遺
集
』
に
お

い
て
は
夏
部
に
二
首

(塒

・
悩
)
配
列
さ
れ
、
題

知
ら
ず
と

い
う
詞
書
が
付

い
て
い
る
が
い
ず
れ
も

「六
月
祓
」
の
月
次
屏
風
歌

で
あ
り
、
躬
恒
と
長
能

の
詠
歌
で
あ

る
。
ま
た
、
賀

の
部
に
お
い
て

一
首
、
題

知
ら
ず
、
詠
み
人
知
ら
ず
で

一
首

(292
)
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。

塒
そ
こ
き
よ
み
流
る
る
河
の
さ
や
か
に
も
は
ら
ふ
る
こ
と
を
神
は
き
か
な
ん

嫐
さ
ば

へ
な
す
荒
ぶ
る
神
も
お
し
な
べ
て
け
ふ
は
な
こ
し
の
祓
な
り
け
り

説
み
な
月
の
な
ご
し
は
ら

へ
す
る
人
は
千
と
せ
の
い
の
ち

の
ぶ
と
い
う
な
り

以
上
の
こ
と
か
ら
、
勅
撰
集
に
お
い
て

「
六
月
祓
」
が
夏

の
歌
題
と
し
て
定
着

す
る
に
は
屏
風
歌
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、

『堀
河
百
首
』
成
立
以
降
の
勅
撰
集
に
お

い
て
は

『金
葉
集
』
三
奏
本
に

一
首

(
741
)
、
『千
載
集
』

に
夏

の
歌
題
と
し
て
三
首

(嬲

・
泌

・
躅
)
配
列
さ
れ
、

夏
の
歌
題
と
し
て
定
着

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前

に
お

い
て

「六
月
祓
」
「夏
越
祓
」
が
歌
題
と
し

た
歌
合
を

『平
安
朝
歌
合
大
成
』
拠

っ
て
み
て
み
る
と
、
天
喜
四
年
七
月
六
条

斎
院
楳
子
内
親
王
歌
合
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
初
出
の
歌
合
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
歌
題
は
六
月
祓

・
立
秋

・
夜
虫
鳴
初

・
七
夕

・
祝

・
恋
の
六
歌

題
で
終
夏
か
ら
初
秋

の
歌
題
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
合
の
歌
題

と
し
て
六
月
祓
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な

い
歌
題
で
あ
り
、
し
か
も
比
較
的

新
し
い
歌
題
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に

『堀
河
百
首
』
成
立
以
前
に
お
け
る

「六
月
祓
」
「夏
越
祓
」

を
み
て
み
る
と
、
や
は
り
、
屏
風
歌
や
定
数
歌
に
お
け
る

「六
月
祓
」
「夏
越

祓
」
は
画
題
や
主
題
の
影
響

の
大
き
さ
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
勅

撰
集
や
歌
合
に
お

い
て
、
夏
の
歌
題
と
し
て
定
着
す
る
に
あ
た

っ
て
影
響
を
与

え
、
ま
た

『古
今
和
歌
六
帖
』
や

『和
漢
朗
詠
集
』
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
と
厂

は
看
守
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
歌
題
と
し
て
定
着
化
す
る
だ
け

で
な
く
、
発
想
や
詠
出
方
法
に
も
影
響
を
与
え
、
殊
に

「六
月
祓
」
「夏
越
祓
」

に
お
い
て
屏
風
歌
や
百
首
歌
、
定
数
歌

の
影
響
関
係
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
表
現

な
ど
の
詠
出
方
法
が
指
摘
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

三

『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
は
歌
題

「荒
和
祓
」
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
、
ど

う
詠
じ
た
か
歌
を
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

(13)
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先
ず
は
詠
み
入
れ
た
歌
材
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
『堀
河
百
首
』
十
六
首

の
う
ち
、
儀
式
を
行
う
場
所
で
あ

る

「川
」
「川
瀬
」
「川
原
」
「沢
辺
」
、
河
川

及
び
川
に
関
連
し
た
歌
材
を
詠
み

入
れ
た
歌
は
十
借

(
矚

・
躅

・
鵬

・
珊

・

鯤

・
鵬

・
鰯

・
鵬

・
珊

・
勁
)
と
多
数
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
儀
式
を
行

う
場
で
あ
り
、
屏
風
歌
以
来

の
伝
統
的
な
歌
材
を
用

い
た
詠
法
と
言
え
る
。
そ

の
十
首
う
ち
の
三
首

(瓜U

O

農U

騒

.
55

.
55
)
は
歌
枕
や
川
名
に
拠

っ
た
詠
歌
で
あ
る
。

具
体
的
に
み
て
み
る
と
匡
房

の
詠
歌

(6
)
が
十
六
首

の
中
で
唯

一
歌
枕
を
詠

み
入
れ
ら
れ
、
歌
枕
に
拠
る
六
月
祓
、
夏
越
祓
を
詠
ん
だ
例
歌
は
数
多
く
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
詠
法
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

躅
松
陰

の
と
な
せ
の
水
に
み
そ
ぎ
し
て
ち
と
せ
の
命
の
べ
て
か
え
ら
ん

コ
尸
名
瀬
」
は
山
城
国
の
歌
枕

で
あ
り
、
歌
枕
と
し
て
は

『堀
河
百
首
』
詠

出
時
代
以
前

に
は
例
歌
が
な
く
、

新
奇
な
歌
枕
で
あ
り
、
『堀
河
百
首
』
詠
出

時
代

の
歌
人
達
の
例
歌
が
多
数
あ

る
こ
と
か
ら
、
注
目
さ
れ
た
歌
枕
と

い
え
よ

う
。
例
え
ば
、
公
実
や
俊
頼
の
詠

歌
に
み
ら
れ
る
。

躅
惜
し
め
ど
も
よ
も

の
紅
葉
は
散

り
は
て
て
戸
名
瀬
ぞ
秋
の
と
ま
り
な
り
け

る

(『金
葉
集
』
二
度
本
)

絣
風
ふ
け
ば
と
な
せ
に
お
と
す

い
か
だ
し
の
あ
さ
の
衣
に
に
し
き
お
り
か
く

(『散
木

奇
歌
集
』

(『私
家
集
大
成
中
古
H
』
62
))

戸
名
瀬
は
紅
葉
と
共
に
詠
ま
れ

る
歌
枕
で
あ
り
、
戸
名
瀬
と
禊
の
組
み
合
わ

せ
に
よ

っ
て
、
千
歳
延
命
を
詠
じ

て
い
る
。
そ
の
発
想
は

『古
今
和
歌
六
帖
』

鵬

(『拾
遺
集
』
説
)
の
詠
歌
を
典

拠
と
し
た
詠
歌
と
い
え
る
。

㎜
み
な
月
の
な
ご
し
の
は
ら

へ
す

る
人
は
千
歳
の
い
の
ち
の
ぶ
と

い
ふ
な
り

こ
の
よ
う
に
、
匡
房
の
詠
歌
は
新
奇
な
歌
枕

コ
尸
名
瀬
」
や
縁
語

の
松
を
用

い

て
千
歳
延
命
を
技
巧
的
に
仕
上
げ

て
い
る
。

源
顕
仲
の
詠
歌

(
055
)
の
夏
川
は
夏
の
降
雨
量
に
よ

っ
て
様
相
の
変
化
す
る

川
で
、
単
な
る
夏

の
季
節
の
川
で
あ
る
。

勁
夏
川
に
な
が
す
み
そ
ぎ
の
お
ほ
ぬ
さ
は
た
ぎ
つ
い
は
ね
の
浪
か
と
そ
み
る

夏
川
を
詠
じ
た
歌
例
は
少
な
く
、
歌
例
と
し
て
は

『好
忠
集
』
齠
や

『忠
岑

集
』
14

(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』

37
)
が
挙
げ
ら
れ
、
し
か
も

「
六
月
祓
」

や

「
夏
越
祓
」
の
詠
歌
に
は
み
え
ず
、
そ
れ
ら
を
典
拠
と
し
た
歌
材
と

い
え
よ

・つ
。rB

な
つ
か
わ
の
瀬
瀬
に
あ
ゆ
つ
る
ま
す
ら
を
も
我
う
き
か
け
は
み
つ
か
ら
ぞ

お
も

ふ

14
な

つ
か
わ
の
い
は
ま
を
わ
く
る
い
は
ち
と
り
つ
い
に
さ
て
や
は
よ
お
は

つ

く
さ
む

ま
た
、
夏
川
は

『永
久
百
首
』

の

「樹
陰
」
兼
昌
の
歌
に
み
ら
れ
、
『堀
河

百
首
』
詠
出
当
時
に
は
夏
の
歌
材
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

繝
夏
川
の
き
し
の
柳

の
葉
を
し
げ
み
な
み
も
木
陰
に
よ
う
に
ぞ
有
け
る

こ
の
よ
う
に
、
源
顕
仲

の
歌
は
た
ぎ

つ
浪
を
大
幣
に
見
立
て
と

い
う
伝
統
的
な

'
詠
法
を
摂
取
し
な
が
ら
夏
川
と
い
う
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
歌
語
を
用
い
る
と

い
う
工
夫
に
よ

っ
た
詠
歌
で
あ
る
。

永
縁
の
詠
歌

(655
)
の

「
み
な
川
」
は

「
み
な
川
」
の
み
な
は
掛
詞
で
あ
り
、

初
句

の

「憂
き
事
」
に
呼
応
さ
せ
て
、
技
巧
的
に
夏
越
祓
を
背
景
に
人
事
を
連

想
さ
れ
る
詠
歌
で
あ
る
。

鰯
憂
き
事
を
み
な
川
の
瀬
に
な
が
す
て
ふ
な
ご
し
の
祓
誰
か
せ
ざ
ら
む

管
見
の
範
囲
で
は

「
み
な
川
」
を
詠
み
入
れ
た
例
歌
は
数
少
な
く
、
『道
済
集
』

80

(『私
家
集
大
成
中
古
1
』
嵶
)
に
六
月
祓
の
屏
風
歌
に
詠
じ
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
典
拠
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

80
み
な
川
の
た
ゆ
る
世
も
あ
ら
し
年
こ
と

の
な
こ
し
の
は
ら

へ
こ

・
に
き

て

せ
ん

ま
た
、
永
縁
の
歌

の

「
み
な
川
」
は
諸
本
に
よ

っ
て
異
な
り
、
群
書
類
従
本

(14)
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系

の
伝
本

に
は

「み
な
川
」
で
は
な
く
、
「早
川
」
と
な

っ
て
い
る
。
「早
川
」

は
祝
詞
の
六
月
晦
大
祓
に

「高
山
短
山

の
末
よ
り
さ
く
な
だ
り
に
落
ち
た
ぎ

つ

速
川
の
瀬

に
坐
す
瀬
織

つ
姫
と

い
う
神
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「早
川
」
と

い

う
歌
枕
に
よ
る
詠
歌
と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
道
済
の
詠

歌
の
初
句

「
み
な
川
」
も
諸
本
に
よ

っ
て
異
な
り
、
群
書
類
従
本
に
は

「水
上
」

と
な

っ
て
い
る
た
め
疑
問
が
残
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
憂
き
こ
と
を
流
す
と

い
う
人
事
的
要
素
を
含
ん
だ
詠
歌
と
し
て
河
内

の
歌

(065
)
が
あ
る
。

弸
川
水
に
う
き
こ
と
の
葉
は
六
月
の
み
そ
ぎ

の
瀬
瀬
に
な
が
す
け
ふ
か
な

こ
の
よ
う
に
川
お
よ
び
川
に
関
す
る
歌
材
を
詠
み
入
れ
る
と
い
う
詠
法
は
六

月
祓
や
夏
越
祓
の
行
事

の
場
で
あ

る
と
共
に
六
月
祓
の
屏
風
絵
と
の
関
係
か
ら

出
来
上
が

っ
た
詠
出
方
法
を
用

い
、
新
奇
な
歌
枕
や
歌
材
に
る
工
夫
が
成
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次

に
、
六
月
祓
や
夏
越
祓

の
祓

旦
ハで
あ
る

「大
幣
」

「麻

の
葉
」

「斎
串
」

「菅
抜
」
を
歌
材
と
し
た
詠
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「大
幣
」
に
拠

っ
た
詠

歌
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

珊
夏
川
に
な
が
す
み
そ
ぎ

の
お

ほ
ぬ
さ
は
た
ぎ

つ
い
は
ね
の
浪
か
と
そ
み
る

跚
思
う
事
大
ぬ
さ
に
て
ぞ
夏
は

つ
る
川
の
瀬
ご
と
に
御
祓
を
ば
す
る

「大
幣
」
は
貫
之
の
屏
風
歌

(
231
)
以
来
詠
じ
ら
れ
た
伝
統
的
な
歌
材
で
あ

り
、
源
顕
仲

の
歌

(055
)
は
大
幣
を
た
ぎ

つ
波
に
見
立
て
て
お
り
、
伝
統
的
な

発
想
に
よ
る
詠
歌
と

い
え
よ
う
。
紀
伊

の
歌

(955
)

の
思
う
事
は

『
伊
勢
集
』

の
屏
風
歌

(82
)
に
表
現
素
材
を
求
め
、
六
月
祓

の
行
事
に
沿

っ
て
恋
愛
を
想

起
さ
せ
る
人
事
詠
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、
師
時
の
歌

(355
)
や
国
信

の
歌

(
7
)
に
思
う
事
が
詠
ま
れ

て
い
る
。

82
み
そ
ぎ

つ
つ
思
ふ
事
を
ぞ

い
の
り

つ
る
八
百
万
代

の
神
の
ま
に
ま
に

ま
ず
、
師
時
の
歌

(
355
)
は
思
う

事
を
同
様
に
屏
風
歌
の
歌
材
で
あ
る

「麻

の
葉
」

に
よ

っ
た
詠
歌
で
あ
る
。

鵬
麻
の
葉
に
お
も
ふ
事
を
ば
な
で
つ
け
て
六
月
は

つ
る
御
禊
を
ぞ
す
る

こ
の
詠
歌
は

『和
泉
式
部
集
』

39
の
歌
の
上
句
の
語
句
を
摂
取
し
、
儀
式
と
し

て
麻
の
葉
に
撫
で
付
け
る
と
言
う
儀
式
の
行
為
に
寄
せ
て
恋
愛
を
想
起
さ
せ
る

人
事
を
詠
じ
て
い
る
。

39
思
う

こ
と
み
な

つ
き
ぬ
と
て
麻

の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
は
ら
ひ
つ
る
か

な
ま
た
、
国
信
の
歌

(7
)
も
や
は
り
思
う
事
と
同
様
に
屏
風
歌
に

「
夏
祓
」

を
歌
材
と
し
て
求
め
て
い
る
。

嬲
夏
は
ら

へ
天

つ
社

の
神
う
け
ば
わ
が
お
も
ふ
事
を
空
に
か
な
へ
よ

と
あ
り
、
「夏
は
ら

へ
」

に
拠
る
歌
例
は
少
な
く
、
や
は
り
前
掲
の
貫
之
の
屏

風
歌

(
231
)
に
よ
る
歌
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
天
つ
社
」
は

『
日
本

書
紀
』
の
神
武
記
を
典
拠
と
し
、
歌
例
が
挙
げ
ら
れ
な
い
新
奇
な
歌
語
を
用

い

て
い
る
。
「神
う
け
」
は

『古
今
集
』

の
詠
歌

(団
)
を
発
想

の
基
と
し
、
夏

祓
を
背
景
に
恋
の
思
い
を
詠
ん
だ
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

硼
恋
せ
じ
七
み
た
ら
し
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
受
け
ず
そ
な
り
に
け
ら
し
も

十
六
首
の
中
に

「神
う
け
」
に
拠

っ
た
歌
と
し
て
基
俊
の
詠
歌

(
155
)
が
挙
げ

ら
れ
る
。

「麻
」
を
歌
材
と
し
た
の
は
肥
後

の
詠
歌

(855
)
が
あ
り
、
「麻
」
に
朝
を

懸
け
て
朝
夕
と
対
応
さ
せ
、
「
六
月
」

「は
つ
る
」
は
伝
統
的
な
掛
詞
に
拠

っ
て

技
巧
的
に
仕
上
げ
て
い
る
。

鵬
夏
は

つ
る
夕
に
な
れ
ば
川
浪
に
あ
さ
の
み
そ
ぎ
を
せ
ぬ
人
ぞ
な
き

師
時
の
詠
歌

(
355
)
と
同
じ
く
六
月
祓
の
儀
式
の

一
つ
で
あ
る

「
な
つ
る
」

と

い
う
行
為
を
詠
じ
た
歌
と
し
て
俊
頼
の
歌

(255
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

覦
沢
辺
な
る
あ
さ
ち
を
か
り
に
人
な
し
て
い
と
ひ
し
身
を
も
な
つ
る
け
ふ
か

な

(15)
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こ
の
詠
歌
は
浅
茅
刈

っ
て
人
形
を
作
り
、
そ
れ
に
厭
な
事
を
避
け
た
い
と

い

う
自
分
を
な
で
付
け
る
と
し
、
六
月
祓
に
お
け
る
人
形
を
作
り
そ
れ
に
罪
や
穢

れ
を
撫
で
付
け
て
流
す
と

い
う
儀
式
の
行
為
を
背
景
と
し
て
述
懐
的
発
想
で
詠

じ
て
い
る
。
ま
た
、
『俊
頼
髄
脳
』

に
長
能

の
詠
歌

(66
)
が
取
り
上
げ

て
い

る
こ
と
か
ら
、
長
能
の
歌
を
意
識
し
、
「さ
は

へ
」
に

「沢
辺
」
「
五
月
蝿
」
を

掛
け
、
機
知
に
富
ん
だ
詠
歌
と

い
え

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
十
六
首
の
中
で
こ
の

詠
歌
の
み

「祓
」
「禊
」
と
言
う
歌

語
を
用

い
る
こ
と
な
く
、
六
月
祓
を
具
体

的
で
独
創
的
に
表
現
し
た
特
徴
的

な

一
首
と

い
え
よ
う
。

次
に
、
「斎
串
」
に
拠

っ
た
の
は
基
俊

の
詠
歌
で
あ
る
。

躅
六
月
の
清
き
川
原
に
い
く
し
た
て
は
ら
ふ
る
事
を
神
受
け
つ
ら
し

こ
の
歌
以
前
に

「斎
串
」
に
拠

る
六
月
祓
の
例
歌
は
見
え
ず
新
奇
な
歌
材
に

拠
る
詠
歌
で
あ
り
、
斎
串
を
立
て
、
祓
い
を
す
る
こ
と
拠

っ
て
神
が
受
け
て
く

れ
た
ら
し
い
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
詠
歌
以
降
、
斎
串
に
拠

っ
て
六
月
祓

を
詠
じ
た
歌
と
し
て
は

『隆
信
集
』
盥

(『私
家
集
大
成
中
世
1
』
82
)
に

盥
さ
ほ
川
の
た
え
ぬ
な
が
れ
に

い
ぐ
し
た
て
い
の
る
御
祓
も
君
が
代
の
た
め

と
あ
り
、
こ
の
詠
歌

の
影
響
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「菅
抜
」
に
拠
る
詠
歌
と
し
て
は
三
首

(嬲

・
胴
・
駢
)
挙
げ
ら
れ
る
。

鵬
わ
ぎ
も
子
か
打
ち
た
れ
が
み
の
う
ち
な
び
き
す
が
ぬ
き
か
く
る
夏
祓
か
な

珮
八
百
万
神
も
な
ご
し
に
成
り

ぬ
ら
む
け
ふ
す
が
ぬ
き
の
み
そ
ぎ
し

つ
れ
ば

研
ち
と
せ
ま
で
人
な
か
ら
め
や
六
月

の
み
た
び
す
が
ぬ
き

い
の
る
御
祓
に

こ
の
三
首
以
前
に

「菅
抜
」
に
よ

っ
て
六
月
祓
や
夏
越
祓
が
詠
ま
れ
た
例
歌

は
管
見

の
範
囲
お

い
て

『為
信
集
』
蜘

(『私
家
集
大
成
中
1
』
93
)
に

一
首

挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

即
は
ら

へ
す
る
く
さ
ひ
と
か
た

の
す
か
ぬ
き
は
し
り
そ
き
そ
ま
つ
せ
ら
れ
け

る
菅
抜
は
茅
輪
と
も

い
わ
れ
《
そ

の
材
料
は
稲
藁
や
茅
や
菅
で
作
ら
れ
、
こ
れ

ら
を
編
ん
で
輪
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

菅
抜

に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
大
江
匡
房
の

『江
家
次

第
』

(『増
補
故
実
叢
書
』
十
七
)
に

「延
久
四
年
六
月
、
依
勅
定
改
直
御
座
敷

〔東
面
、
〕
今
夜
殿
上
并
大
盤
所
料
令
進
人
形

・
菅
抜
等
」
と
あ
り
、
菅
抜

の
行

事
が
六
月
祓
の
儀
式

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
菅
抜
は
、
お
そ
ら
く

　　
　

延
喜
天
暦
年
中
に
存
在
し
て
い
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

『堀
河
百
首
』
詠
出
時
期
に
菅
抜

の
詠
歌
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
百

首
詠
出
以
前
か
ら
六
月
祓
に
菅
抜

の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
祓
具
と
し
て
菅
抜
が

『堀
河
百
首
』
詠
出
以
前
に
は
詠
出
し
た
例
歌
が
為

信
の
詠
歌

の
み
で
そ
れ
以
降
詠
歌
が
な
く
、
『同
百
首
』
詠
出
詠
出
歌
人
達
に

よ

っ
て
採
用
ざ
れ
た
歌
材
と
言
え
よ
う
。

こ
の
三
首
の
詠
歌

の
う
ち
、
仲
実

の
詠
歌

(
155
)
お

い
て
八
百
万
神
が
詠
ま

れ
、
そ
れ
は
前
掲
の
伊
勢
の
屏
風
歌

(82
)
を
曲
ハ拠
と
し
、
「な
ご
し
」
に
和
し

を
懸
け
て
、
神
々
を
和
ま
す
た
め
の
儀
式
と
詠
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
「夏
越
」

に
は

「祓
」
と
共
に
詠
じ
た
歌
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ

の
詠
歌
の
「禊
」
は
や
は
り
伊
勢
の
歌
を
踏
ま
え
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
隆
源
の
歌

(
755
)
は
屏
風
歌
や
初
期
百
首
歌
を
み
ら
れ
る
延
寿
を
主

題
と
し
て
い
る
が
、
三
度
の
菅
抜
に
よ

っ
て
祓
う
こ
と
に
よ

っ
て
千
歳
延
命
を

願
う
儀
式
を
詠
じ
て

い
る
。
師
頼

の
歌

(8
)
は
好
忠
百
首

の
歌

(
姐
)

に

「
我
妹
子
が
ゆ
ら
の
た
ま
す
じ
」
が

「う
ち
な
び
き
」

の
序
詞
と

い
う
技
巧
を

求
め
、
菅
抜
を
か
け
て
祓
う
様
子
に
拠

っ
て
夏
祓
を
詠
じ
て
い
る
。

姐
我
妹
子
が
ゆ
ら
の
た
ま
す
じ
う
ち
な
び
き
こ
ひ
し
き
か
た
に
よ
れ
る
こ
い

か
な

「打
ち
た
れ
髪
」
は
靡
く
を
想
起
す
る
も
の
と
し
、
堀
河
百
首
題

「柳
」

の

匡
房
の
歌

(
411
)
に
も
用
い
ら
れ
、
詠
出
時
代
に
は
注
目
さ
れ
た
歌
材
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

(16)
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珥
さ
ほ
ひ
め
の
う
ち
た
れ
が
み

の
玉
柳
た
だ
春
風
に
け
つ
る
な
り
け
り

ま
た
、
菅
抜
を
か
け
て
祓
う
様

子
は

『法
性
寺
関
白
御
集
』

(『群
書
類
従
』

第
九
巻
)

の
六
月
祓
詩
に

「世
上
久
為
流
熊
。
林
鐘
晦
日
祓
除
衆
。
詠
無
他
詠

千
年
興
。

(中
略
)
未
知
何
物
號
菅
抜
。
結
草
如
輪
令
首
蒙
。」
と
あ
り
、
菅
抜

を
頭
髪
に
蒙
う
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
師
頼
の
歌
は
我
妹
子
の
靡

い
て
い
る
頭
髪

に
菅
抜
を
掛
け
て
祓
を
行
う
様
子
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
首

の
よ
う
に
、
六
月
祓

や
夏
越
祓
を
菅
抜
と

い
う
祓
具
に
よ
る
儀
式

を
詠
じ
て
い
る
が
菅
抜
と

い
う
祓
具
に
よ
る
行
事
が
実
際
に
ど
の
よ
う

に
行
わ

れ
て
い
た
か
当
時

の
文
献
上
に
は
見
当
た
ら
ず
、
具
体
的
に
は
解
ら
な
い
が
こ

れ
ら

の
詠
歌
か
ら
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
菅
抜
に
よ
る
こ
の
三

首
は
顧
み
ら
れ
な
か

っ
た
歌
材
に
よ
る
特
徴
的
な
詠
歌
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
菅
抜
に
拠

っ
て
六
月
祓

の
詠

歌
は

『堀
河
百
首
』
成
立
以
降
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
『金
葉
集
』
三
奏
本
に

一
首

(即
)
挙
げ
ら
れ
、

菅
抜
は
歌
材
と
し
て
定
着
が
看
取

で
き
る
だ
ろ
う
。

断
み
そ
ぎ
す
る
川
瀬
に
た
て
る

い
く
ひ
さ

へ
す
が
ぬ
き
か
け
て
み
ゆ
る
け
ふ

か
な

こ
の
こ
と
か
ら
、
六
月
祓
、
夏
越
祓

の
祓
具
や
儀
式
の
行
為
に
拠

っ
た
詠
作

方
法

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
屏
風
歌
や
初
期
定
数
歌
の
詠
作
方
法
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
屏
風
歌

や
初
期
定
数
歌
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
祓
具

で
あ
る
斎
串
、
菅
抜
と
言
う
歌
材
を
用

い
、
儀
式
に
沿

い
な
が
ら

の
詠
作
は
特

徴
的
な
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
菅
抜
に
拠
る
詠
作
は
顧
み
ら
れ
な
か

っ
た

歌
材
で
あ
り
、
『堀
河
百
首
』
以
降
、
定
着

の
傾
向
が
伺
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
「
六
月
祓
」
「夏
越
祓
」

の
屏
風
歌
を
典
拠
と
し
て
い
る
詠
歌
は
挙
げ

て
み
よ
う
。
ま
ず
、
公
実

の
歌

(
5
)
、
藤
原
顕
仲

の
歌

(
刪
)

の
二
首
は
長

能
の
詠
歌

(66
)
の

「さ
ば

へ
」
を

典
拠
と
し
た
詠
歌
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
こ
の
長
能
の
詠
歌
は
好
忠
百
首

の
歌

(
155

)
を
念
頭
に
置

い
た
詠
歌
と
言

え
よ
う
。

獅
川
の
瀬
に
な
こ
し
の
は
ら

へ
す
る
け
ふ
や
さ
ば

へ
の
神
も
心
よ
す
ら
む

弸
沢
辺
な
る
あ
さ
ち
を
か
り
に
人
な
し
て
い
と
ひ
し
身
を
も
な
つ
る
け
ふ
か

な
飄
い
に
し
へ
の
さ
ば

へ
な
し
け
る
神
だ
に
も
け
ふ
の
御
祓
に
な
ご
む
と
そ
聞

く
こ
の
三
首
は

い
ず
れ
も
長
能

の
詠
歌

(66
)
の
発
想
を
基
と
し
た
詠
歌
で
、

し
か
も

「
さ
ば

へ
」
は

『万
葉
集
』

『
日
本
書
紀
』
に
歌
語
を
求
め
、
掛
詞

「な
こ
し
」
を
用

い
、
祓

に
よ

っ
て
荒
ぶ
る
神
を
和
す
行
事
と
し
て
捉
え

て
、

六
月
祓
、
夏
越
祓
を
詠
じ
て
い
る
。

66
さ
は

へ
な
す
あ
ら
ふ
る
神
も
お
し
な

へ
て
な
こ
し
の
は
ら

へ
な
り
け
り

こ
の
よ
う

に
、
荒
ぶ
る
神
を
和
す
行
事
と
し
て
た
発
想
に
拠
る
類
歌
と
し
て

仲
実
の
詠
歌

(155
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

繃
八
百
万
神
も
な
ご
し
に
成
り
ぬ
ら
む
け
ふ
す
が
ぬ
き

の
み
そ
ぎ
し
つ
れ
ば

次
に
、
河
内
の
歌

(065
)
は
貫
之
や
信
明
の
屏
風
歌
を
基
と
し
、
歌
語
を
求

め
て
、
詠
作
し
た
人
事
詠
で
あ
る
。

獅
川
水
に
う
き

こ
と
の
葉
は
六
月
の
み
そ
ぎ
の
瀬
瀬
に
な
が
す
け
ふ
か
な

跚
は
貫
之
の
詠
歌

(
701
)
に
発
想
や
表
現
を
求
め
、
「
こ
と
の
葉
」
の

「
こ

と
」
は

「事
」
に
掛
け
、
し
か
も

「う
き
」
は

「憂
き
」
と
川
の
縁
語
で
あ
る

「浮
き
」
に
掛
け
、
「六
月
」
は

「み
な

つ
き
」

に
掛
け
る
と

い
う
縁
語
、
掛
詞

に
よ
る
技
巧
的
な
詠
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う

に

『信
明
集
』

36
」(
『私
家
集
大
成
中
古
1
』

78
)

の
屏
風
歌
に
も
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、

罪
や
穢
れ
を
言
葉
に
書
い
て
祓

い
流
す
と
言
う
儀
式
に
そ

っ
て
人
事
的
要
素
を

含
ん
だ
詠
歌
に
仕
上
げ

て
い
る
。

聊
此
か
は
に
は
ら

へ
て
な
か
す
こ
と
の
は
は
浪
の
花
に
そ
た
く
ふ
へ
ら
な
る

(17)
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36
み
な
か
み
に
は
ら

へ
て
流
す
言
の
葉
を
お
り
な
か
く
こ
そ
せ
せ
の
し
ら
波

次
に
、
十
六
首
の
中
に
お
い
て
序
詞
と
言
う
修
辞
に
よ
る
類
型
歌
と
し
て
師

頼
の
歌

(8
)
と
顕
季

の
歌

(蹲
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。

鵬
わ
ぎ
も
子
が
打
ち
た
れ
が
み
の
う
ち
な
び
き
菅
抜
か
く
る
夏
祓
か
な

盥
六
月
の
川
ぞ

い
柳
う
ち
な
び
き
な
ご
し
の
は
ら
ひ
せ
ぬ
人
ぞ
な
き

「わ
ぎ
も
子
が
う
ち
た
れ
か
み
」
「六
月
の
川
ぞ

い
柳
」
は

「う
ち
な
び
く
」

の
序
詞
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
、
靡
く
も
の
か
ら
の
想
定
で
あ
り
、
春
季
の
堀
河

百
首
題

「柳
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
材
で
も
あ
る
。
前
掲
の
よ
う
に
師
頼

の
歌

(嬲
V
は
好
忠
の
歌

(姐
)
を
念
頭

に
置

い
て
、
「打
ち
垂
れ
髪
」
は
詠
出
当
時

注
目
さ
れ
た
歌
語
に
拠
る
詠
歌
で
あ
る
。
殊
に
、
「
川
ぞ

い
柳
」
は
歌
例
の
少

な
い
表
現
で
あ
る
が
や
は
り
、
堀

河
百
首
題

「
柳
」
に
四
首

(
㎜

・
麗

・
鵬

・

伽
)
み
え
る
こ
と
か
ら
、
詠
出
当

時
注
目
さ
れ
た
新
奇
な
表
現
で
あ
り
、
し
か

も
季
節
を
変
え
て
使
用
し
た
特
徴

的
な
詠
歌
で
あ
り
、
詠
出
の
試
み
が
伺
え
る

で
あ
ろ
う
。

㎜
藻
か
り
舟
ほ
つ

つ
し
め
な
は
心
せ
よ
川
ぞ
ひ
柳
風
に
波
よ
る

囲
つ
な
で
ひ
く
川
ぞ
ひ
柳
春
く

れ
ば
水
と
と
も

に
ぞ
岸
に
波
よ
る

鵬
春
風
に
な
み
よ
る
い
と
と
み
ゆ
る
か
な
川
ぞ
ひ
柳
水
に
ひ
か
れ
て

伽
河
ぞ
い
の
柳
の
い
と
は
打
ち

は

へ
て
な
み
よ
る
事
の
た
え
ず
も
有
る
か
な

ま
た
、
「う
ち
な
び
く
」
は
兼
盛

の
屏
風
歌

(即
)
に

「河
風
に
吹
く
」
と

あ
り
、
河
風
か
ら

の
を
連
想
に
拠
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
序
詞
と

い
う
修

辞
に
よ
る
詠
歌
は
屏
風
歌
や
初
期
百
首
歌
に

見
出
せ
ず
、
新
し
い
詠
作
方
法
で
あ
り
、
歌
人
達
の
工
夫
よ
る
特
徴
的
な
詠
歌

と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『拾
遺
愚
草
』
鰤

(
『私
家
集
大
成
中
世
H
』
3
)
に

聯
誰
が
み
そ
ぎ
お
な
じ
浅
茅

の
ゆ
ふ
か
け
て
ま
つ
打
ち
な
び
く
か
も

の
川
風

と
あ
り
、
『千
五
百
番
歌
合
』
の
六
月
祓
の
詠
歌
で
、
「う
ち
な
び
く
」
と

い
う

表
現
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
詠
歌
を
意
識
し
た
詠
歌
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
堀
河
百
首
』
成
立
以
降
に
お
い
て
詠
出
方
法
の
定
着
が
看

取

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

今
回
取
り
上
げ
た
年
中
行
事
題
で
あ
る

「荒
和
祓
」
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
歌
題
設
定
や
詠
出
方
法
に
屏
風
歌
や
初
期
百
首
歌
の
影
響
が
捉
え

ら
れ
、
具
体
的
に
調
査
し
て
み
る
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
屏
風
歌
、
初
期
百
首
歌

の

「
六
月
祓
」
「夏
越
祓
」

の
発
想
、
表
現
、
技
巧
な
ど

の
詠
作
方
法
を
基
と

　ヱ

し
て
の
詠
歌
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
年
中
行
事
題
と
言
う
こ
と

で
行
事
や
儀
式
に
沿

っ
て
詠
じ
る
と

い
う
限
定
が
考
え
ら
れ
、
新
し
い
発
想
に

よ
る
詠
歌
は
み
ら
れ
な

い
。
だ
が
、
歌
材
に
お
い
て
は
禊
や
祓
え
を
行
う
場
と

し
て
の
川
や
川
に
関
連
す
る
場
所
や
儀
式
の
祓
具
に
拠

っ
た
伝
統
的
な
詠
作
が

多
く
を
占
め
て
い
る
が
そ
の
な
か

で
新
奇
な
歌
枕

で
あ
る
戸
名
瀬
を
用
い
た

り
、
斎
串

の
よ
う
な
新
奇
な
歌
材
や
菅
抜
の
よ
う
な
顧
み
ら
れ
な
か

っ
た
歌
材

を
用

い
技
巧
の
拡
張
の
試
み
が
成
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
、
菅
抜
を
歌
材
と
し
て

用

い
た
詠
歌
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『堀
河
百
首
』
以
降
、
歌
材
と
し
て
定

着
化

の
傾
向
が
看
守

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『堀
河
百
首
』
詠
出
歌
人
達
は

複
数
の
屏
風
歌
や
初
期
百
首
歌
に
歌
材
や
表
現
を
求
め
て
詠
作
す
る
傾
向
が
指

摘
で
き
る
。
特
徴
的
な
詠
出
方
法
と
し
て
は
、
序
詞
に
よ
る
詠
作
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
屏
風
歌
、
初
期
百
首
歌
の

「六
月
祓
」
「夏
越
祓
」
み
る
こ
と
の

出
来
な
い
新
し
い
方
法
で
、
好
忠
詠
歌
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
『
堀
河
百
首
』
の
特
徴

の

一
つ
と
し
て
は

「荒
和
祓
」
か
ら
荒

ぶ
る
神
を

和
す
行
事
と
捉
え
た
発
想
に
拠
る
詠
歌
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
は
歌
題
と

の
関
係

が
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
堀
河
百
首
題

「荒
和
祓
」
は
屏
風
歌
、
初
期
百
首
歌
の

「六
月

(18)
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祓
」
「
夏
越
祓
」

の
詠
出
方
法
を
基
と
し
な
が
ら
詠
出
歌
人
達
の
工
夫
が
随
所

に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う

。

〔注
〕

(1
)
三
原
ま
き
は
氏

「
歌
題
の
確

立
と
変
遷
」

(「学
習
院
大
学
国
語
国
文
学

会
誌
」
第

38
号

H
七

・
三
)

家
永
香
織
氏

「
『堀
河
百
首
』
と
屏
風

歌

.
初
期
定
数
歌
」

(「
国
語
と
国
文
学
」
H
十
年
四
月
号
)

(
2
)
松
本
真
奈
美
氏

「曾
禰
好
忠

「毎
月
集
」
に
つ
い
て
i
屏
風
歌
受
容
を

中
心
に
i
」

(「国
語
と
国
文

学
」
旦

二
年
九
月
号
)

(3
)
西
山
秀
人
氏

「
源
順
の
歌
風

に
つ
い
て
i
源
高
明
大
饗
屏
風
歌
を
中
心

に
i
」

(「古
典
論
叢
」
22
H
二

・
八
)
、
(2
)
の
論
文
と
同
じ
。

(4
)
(1
)

の
三
原
三
原
ま
き
は
氏

の
論
文
に
同
じ
。

(
5
)

『順
集
』

12

(『
私
家
集
集
大

成
中
古

1
』
94
)
で
は
第
二
、
三
句

が

「き
か
す
あ
ら
ふ
る
か
み
た

に
も
」
、
第
五
句
が

「人
は
し
ら
な
む
」
と

あ
る
。

(
6
)
菅
原
嘉
孝
氏

「
六
月
祓

の
本
質
に

つ
い
て
」

(「す
み
の
え
」

巻
2
号

H
5
)

(7
)
(1
)
の
論
文
に
同
じ
。

な
お
、
本
文
に
引
用
し
た

『万
葉
集
』
、
『古
今
和
歌
六
帖
』
、
『和
漢
朗
詠
集
』

『和
漢
朗
詠
集
』
、
『堀
河
百
首
』
、
『
永
久
百
首
』
、
勅
撰
集
は

『新
国
歌
大
観
』

(歌
番
号
も
同
本
に
拠
る
)
に
拠

っ
た
。
た
だ
し
、
表
記
に

つ
い
て
は
改
め
た

と
こ
ろ
が
あ
る
。

(19)
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