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【
論
文
】和

歌
教
材
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て

―
―
『
古
今
和
歌
集
』
歌
か
ら

 

青　

木　

太　

朗

　
　
　
　

は
じ
め
に

現
行
の
『
国
語
総
合
』
の
教
科
書
に
は
い
ず
れ
も
和
歌
単
元

が
あ
り
、
主
に
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集
に
所
載
の
和
歌

表　『国語総合』掲載　古今集歌一覧

歌
番
号

（
初
句
）

教
育
出
版

桐
原
数
研

第
一
学
習
社

三
省
堂

大
修
館
筑
摩

東
京
書
籍

明
治
書
院

2 袖ひちて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 あさ緑 ○
53 世の中に ○ ○ ○ ○ ○ ○
56 見わたせば ○
84 ひさかたの ○
89 桜花 ○ ○
139 さつき待つ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
145 夏山に ○
157 暮るるかと ○
169 秋来ぬと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
193 月見れば ○
272 秋風の ○
277 心あてに ○
296 神なびの ○
304 風吹けば ○
315 山里は ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
330 冬ながら ○
337 雪降れば ○ ○ ○
349 桜花 ○
391 君が行く ○
404 むすぶ手の ○
406 天の原 ○ ○ ○ ○
469 ほととぎす ○
478 春日野の ○ ○
552 思ひつつ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
553 うたたねに ○
616 起きもせず ○
625 ありあけの ○
797 色見えで ○
829 泣く涙 ○
847 みな人は ○
872 天つ風 ○
933 世の中は ○ ○

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
古
今
集
の
歌

に
注
目
し
、
授
業
で
扱
う
際
の
切
り
口
や
広
げ
方
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
。
各
教
科
書
会
社
が
掲
載
す
る
古
今
集
歌
を
歌
番

号
で
示
す
と
左
表
の
よ
う
に
な
る
（
注
一
）。
い
ず
れ
の
会
社
も
二

種
及
び
三
種
の

教
科
書
を
用
意

し
て
い
る
が
こ

こ
で
は
そ
の
区

別
は
せ
ず
、
教

材
と
し
て
取
り

上
げ
た
も
の
の

み
を
示
す
。
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ど
の
出
版
社
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
三
九
「
さ
つ

き
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」（
夏
・

よ
み
人
知
ら
ず
）
と
五
五
二
「
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え

つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を
」（
恋
二
・
小
野
小
町
）

の
二
首
で
あ
っ
た
（
注
二
）。
他
に
も
比
較
的
多
く
の
社
に
共
通
し

て
見
ら
れ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
一
方
、
独
自
に
注
目

し
た
歌
を
用
意
し
て
い
る
社
の
多
い
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
出
そ
う
と
工
夫
し
て
い
る
様
子
が
伝
わ
る
。

二
〇
一
六
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申

「
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
」

（
注
三
）
で
は
、
国
語
科
に
つ
い
て

創
造
的
・
論
理
的
思
考
を
高
め
る
た
め
に
、「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
「
情
報
を
多
面
的
・
多
角
的
に

精
査
し
構
造
化
す
る
力
」
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
さ

れ
る

と
し
た
上
で
、「
目
標
の
在
り
方
」
の
一
つ
に
「
言
葉
を
通
じ

て
伝
え
合
う
力
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
「
国
語
科
に
お
け
る

『
見
方
・
考
え
方
』」
を

自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
た
め
、
対
象
と
言
葉
、
言

葉
と
言
葉
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
な

ど
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味

づ
け
る
こ
と
を
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
と
し

て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
ま
と
め
る
。
そ
し
て
、
二
〇
二
二
年
度
の
学
習
指
導
要
領
の

改
定
で
現
行
「
国
語
総
合
」
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
共
通
必

履
修
科
目
「
言
語
文
化
」
に
対
し
て
は

上
代
（
万
葉
集
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
）
か
ら
近
現
代
に

つ
な
が
る
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
科
目

と
し
て
、「
知
識
・
技
能
」
で
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化

に
関
す
る
理
解
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
各

事
項
も
含
み
、「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
で
は

全
て
の
力
を
総
合
的
に
育
成
す
る

こ
と
を
求
め
る
。
授
業
で
は
「
言
語
能
力
を
育
成
す
る
国
語
科

に
お
い
て
は
、
言
語
活
動
を
通
し
て
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
」

こ
と
に
留
意
し
、

国
語
科
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点
か

ら
の
授
業
改
善
と
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視

点
か
ら
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
の

過
程
の
更
な
る
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る

と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
、
こ
れ
か
ら
の
教
科
指
導
に
求
め
ら
れ
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る
事
柄
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
に
、
ど
う
い
っ
た
教
材
研
究
が

必
要
な
の
か
、
ま
た
、
ど
う
い
っ
た
授
業
展
開
が
考
え
ら
れ
る

の
か
。

稿
者
は
こ
れ
ま
で
古
今
集
時
代
の
和
歌
を
研
究
対
象
と
し
、

『
新
撰
和
歌
』
や
『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
い
っ
た
、
従
来
注
目

さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
私
撰
集
に
つ
い
て
、
配
列
に
関
す

る
論
考
を
重
ね
て
き
た
。
ま
た
、
紀
貫
之
が
恋
歌
で
多
用
す
る

「
わ
ぶ
」「
わ
び
し
」
と
い
う
特
定
の
語
に
注
目
し
て
詠
歌
方
法

の
一
端
を
考
察
し
た
こ
と
も
あ
る
（
注
四
）。
一
方
で
、
中
高
一

貫
校
に
所
属
し
、
国
語
科
の
教
員
と
し
て
古
文
の
授
業
を
受
け

持
つ
機
会
も
少
な
く
な
い
。
研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
た
こ
の
、

隣
り
合
う
歌
同
士
に
注
目
す
る
視
点
と
、
一
つ
の
語
に
注
目
す

る
視
点
と
を
、
高
等
学
校
の
授
業
に
活
か
す
こ
と
は
で
き
な
い

か
。
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
和
歌
作
品
を
通
し
て
提
案
し
て
み

た
い
。

必
修
科
目
で
あ
る
「
国
語
総
合
」
を
通
し
て
多
く
の
高
校
生

が
古
今
集
の
歌
と
出
会
う
。
全
社
共
通
し
て
扱
う
二
首
に
つ
い

て
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
当
該
教
科
書
の
世
界
か
ら

外
へ
広
が
る
こ
と
が
な
い
。
古
今
集
の
魅
力
を
よ
り
多
く
の
歌

か
ら
汲
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
、
筑
摩
書
房
と
東
京

書
籍
が
取
り
上
げ
た
八
九
番
歌
と
、
こ
の
二
社
以
外
の
全
社
に

載
る
三
一
五
番
歌
の
二
首
を
対
象
と
す
る
。
い
ず
れ
の
教
科
書

を
使
用
す
る
立
場
か
ら
も
、
当
該
教
科
書
以
外
の
歌
に
触
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
　
　

一　
「
桜
花
散
り
ぬ
る
…
…
」
歌
に
つ
い
て

古
今
集
八
九
番
歌
「
桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
名
残
に
は
水
な
き

空
に
波
ぞ
立
ち
け
る
」（
春
下
・
紀
貫
之
）
は
、
詞
書
に
「
亭

子
院
歌
合
歌
」
と
あ
る
。
亭
子
院
こ
と
宇
多
上
皇
が
主
催
し
た

こ
の
歌
合
は
延
喜
十
三
（
九
一
三
）
年
に
行
わ
れ
た
。
仮
名
序

が
奏
上
さ
れ
た
延
喜
五
（
九
〇
五
）
年
よ
り
も
後
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
い
っ
た
ん
出
来
上
が
っ
た
歌
集
に
後
か
ら
補
入
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。

現
代
語
訳
は
「
桜
の
花
の
散
っ
て
し
ま
っ
た
風
の
名
残
と
し

て
、
水
の
な
い
空
に
波
が
立
っ
て
い
る
よ
」
と
な
る
。
な
お
、

古
典
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
桜
は
現
在
の
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
比

定
さ
れ
る
。
花
は
白
色
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

前
半
の
三
句
で
は
、
桜
を
散
ら
せ
て
し
ま
っ
た
風
の
吹
き
去
っ

た
あ
と
に
花
び
ら
が
ひ
と
ひ
ら
ふ
た
ひ
ら
残
っ
て
い
る
、
と
い

う
現
実
の
世
界
を
示
す
。
こ
の
時
の
「
な
ご
り
」
と
は
、
風
の
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残
し
た
余
韻
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
「
水
」
と
い
う
語
を
続
け

る
こ
と
で
「
な
ご
り
」
に
も
う
一
つ
の
意
味
が
加
わ
る
。
海
上

な
ど
で
、
風
が
静
ま
っ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
立
ち
続
け
る
波
を

い
う
「
な
ご
り
」
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
残
っ
た
白
い
花
び
ら
を

波
頭
や
波
し
ぶ
き
の
白
さ
に
見
立
て
る
の
だ
。
お
の
ず
と
空
は

海
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
「
波
ぞ
」
と
強
調
す

る
こ
と
で
、
大
空
に
は
な
い
は
ず
の
「
波
」
の
存
在
を
際
立
た

せ
る
。
今
、
目
の
前
に
あ
る
の
は
花
び
ら
で
は
な
く
波
な
の
だ

と
、
自
ら
が
こ
と
ば
の
力
で
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
す
る
想
像
の

世
界
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。
歌
末
「
け
る
」
は
詠

嘆
。
本
来
立
つ
は
ず
の
な
い
と
こ
ろ
に
波
を
見
つ
け
た
驚
き

を
、
感
動
を
こ
め
て
う
た
い
上
げ
る
。
風
が
吹
き
抜
け
、
わ
ず

か
に
残
る
花
び
ら
の
舞
う
光
景
が
、「
な
ご
り
」
と
い
う
一
語

を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
水
の
な
い
大
空
の
大
海
に
、
風
が
残
し

た
余な
ご
り波
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
幻
想
的
な
世
界
へ
と
化
し
て
い

る
の
だ
。

桜
花
と
の
色
の
類
似
で
は
、
当
時
の
歌
人
た
ち
は
雪
に
見
立

て
る
歌
を
好
ん
で
詠
ん
だ
。
古
今
集
に
も
「
み
吉
野
の
山
辺

に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
」（
春
上
・

六
〇
・
紀
友
則
）
や
「
桜
散
る
花
の
と
こ
ろ
は
春
な
が
ら
雪
ぞ

降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る
」（
春
下
・
七
五
・
承
均
法
師
）

な
ど
と
あ
る
。
そ
れ
を
、
大
海
に
か
い
ま
見
え
る
波
、
と
い
う

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
想
像
の
世
界
を
つ
く
り
上
げ
る
と
こ
ろ
に

歌
人
と
し
て
の
貫
之
の
力
量
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
員
用
指
導
書
で
の
「
鑑
賞
」
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
東
京

書
籍
『
精
選
国
語
総
合
』
で
は

風
に
吹
か
れ
て
散
っ
た
桜
の
花
び
ら
が
大
空
に
舞
い
散
る

様
子
を
、
空
を
海
に
見
立
て
、
散
る
桜
の
花
び
ら
を
波
に

た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。「
な
ご
り
」は「
名
残
」の
他
に「
余

波
」
を
掛
け
て
い
る
。「
余
波
」
は
波
が
完
全
に
静
ま
っ

て
し
ま
う
ま
で
小
さ
く
立
ち
残
っ
て
い
る
波
の
こ
と
で
あ

る
。空
に
桜
の
花
び
ら
が
舞
い
、ま
る
で
小
さ
な
波
が
立
っ

て
い
る
よ
う
な
情
景
に
発
想
を
得
て
、「
波
ぞ
立
ち
け
る
」

か
ら
「
余
波
」、
そ
し
て
「
名
残
」
と
い
う
表
現
に
つ
な

が
り
、「
風
の
名
残
」「
水
な
き
空
」に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

と
説
明
す
る
。
ま
た
筑
摩
書
房
『
国
語
総
合
』
で
は
「
鑑
賞
」

と
は
別
に
「
桜
に
つ
い
て
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
用
意
し
、

『
古
今
集
』
に
は
、
桜
の
歌
が
す
こ
ぶ
る
多
く
、
と
り
わ

け
そ
の
散
る
さ
ま
を
詠
む
歌
が
多
い
。
散
る
こ
と
を
直
接

表
現
し
な
い
ま
で
も
、
は
じ
め
か
ら
桜
の
花
は
す
ぐ
に
散
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る
も
の
だ
と
い
う
観
念
が
先
行
し
て
い
る
歌
も
少
な
く
な

い
。
そ
う
し
た
発
想
が
一
般
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
華

麗
で
あ
る
と
と
も
に
、
ど
こ
か
に
愁
い
や
か
げ
り
を
含
ん

だ
も
の
と
い
う
の
が
桜
花
へ
の
共
通
し
た
美
意
識
と
な
っ

て
い
る
。右
の
歌
も
桜
吹
雪
の
華
麗
さ
に
隣
り
合
わ
せ
の
、

一
抹
の
憂
愁
、
空
虚
感
を
直
感
さ
せ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。「
愁
い
や
か
げ
り
を
含
ん
だ
も
の
」
を
古
今

集
の
桜
の
歌
に
見
出
す
点
や
、
こ
の
歌
か
ら
「
一
抹
の
憂
愁
、

空
虚
感
を
直
感
」
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
読
者
各
自
に
よ
っ

て
差
異
が
あ
り
、
こ
の
読
み
方
が
万
人
に
共
通
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
一
首
の
理
解
の
あ
り
方
の
一
つ
と

し
て
参
考
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

こ
れ
ら
指
導
書
の
説
明
で
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
一
首
の
歌
を

理
解
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
古
今
集
を

嚆
矢
と
す
る
勅
撰
和
歌
集
で
は
秀
歌
を
集
め
て
事
足
れ
り
と
す

る
の
で
は
な
く
、
収
集
し
た
歌
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
る
か
に
つ

い
て
相
当
な
腐
心
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
桜
の
歌
で
あ
れ
ば
咲

き
始
め
か
ら
満
開
を
経
て
散
り
ゆ
く
ま
で
と
い
っ
た
、
時
の
流

れ
に
沿
っ
た
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
置
い
て
い

る
。
こ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見

た
上
で
理
解
し
て
は
じ
め
て
、
古
今
集
の
歌
と
し
て
理
解
し
た

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

二　

古
今
集
の
中
で
読
む

古
今
集
の
巻
一
・
春
上
か
ら
巻
六
・
冬
ま
で
は
季
節
の
歌
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
新
年
か
ら
年
末
ま
で
の
時
間
の

流
れ
に
沿
っ
て
、
折
々
に
ふ
さ
わ
し
い
景
物
や
時
間
を
意
識
し

た
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
季
節
感
が
、
以
後

の
勅
撰
集
に
踏
襲
さ
れ
、
ま
た
日
本
人
の
季
節
感
に
大
き
く
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
古
今
集
の
歌
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
配
列
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
不
可
欠
と

な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
中
村
佳
文
氏
は

『
古
今
集
』
が
表
現
し
た
「
季
節
観
念
」
は
、
個
々
の
和

歌
に
よ
り
支
え
ら
れ
つ
つ
も
、
詞
華
集
と
し
て
和
歌
の
部

立
・
配
列
を
有
機
的
な
も
の
と
し
た
こ
と
に
よ
り
成
り

立
っ
て
い
る
。（
略
）
こ
れ
は
、『
古
今
集
』
研
究
で
は
、

常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
教
科
書
教
材
の
採

録
と
い
う
意
味
で
は
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
指
摘
し
（
注
五
）、
こ
の
「
季
節
観
念
」
を
享
受
す
る
こ
と
で
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「
文
法
的
な
知
識
の
獲
得
」
の
み
や
「
現
代
語
訳
の
暗
記
」

か
ら
脱
し
て
、
学
習
者
自
身
の
現
在
に
お
け
る
問
題
意
識

か
ら
始
発
し
、
生
活
や
文
化
の
背
景
を
考
え
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は

何
よ
り
日
本
で
生
活
す
る
こ
と
の
「
今
」
を
「
古
典
教
材
」

で
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

と
論
じ
て
い
る
。

福
田
孝
氏
は
そ
の
著
書『
古
文
を
楽
し
く
読
む
た
め
に
』（
注
六
）

の
中
で
古
今
集
の
梅
の
歌
群
に
注
目
し
、
全
十
七
首
に
つ
い
て

咲
く
梅
か
ら
散
る
梅
へ
と
歌
が
並
ん
で
い
る
こ
と
を
確
か
め

「
時
の
流
れ
に
し
た
が
っ
て
歌
々
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
味
わ
っ
て
読
み
進
め
て
い
く
の
も
『
古
今
和
歌
集
』
の
面
白

い
と
こ
ろ
で
す
」
と
読
者
に
語
り
か
け
る
。

ま
た
古
今
集
の
研
究
者
で
あ
る
鈴
木
宏
子
氏
は

た
と
え
ば
学
習
者
に
、『
古
今
集
』
の
中
で
連
続
し
て
並

べ
ら
れ
て
い
る
十
首
あ
る
い
は
二
十
首
程
度
の
歌
を
提
示

し
て
、
配
列
上
の
工
夫
と
思
わ
れ
る
点
を
自
分
な
り
に
説

明
し
て
も
ら
う
。
一
つ
の
正
解
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
指
摘
が
あ
り
得
る
は
ず
で
あ

る
。
配
列
の
工
夫
を
考
え
る
こ
と
は
、
古
典
和
歌
を
主
体

的
・
多
角
的
に
読
む
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
和
歌
の
中
で
培

わ
れ
て
き
た
美
意
識
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ

ろ
う
。

と
述
べ
（
注
七
）、
恋
歌
を
取
り
上
げ
た
実
践
例
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。そ

こ
で
、
こ
う
し
た
観
点
に
沿
っ
て
当
該
歌
・
八
九
番
歌
を

古
今
集
の
配
列
に
戻
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
（
注
八
）。

桜
の
歌
は
春
上
・
四
九
番
歌
か
ら
始
ま
る
（
詞
書
と
左
注
は

省
略
し
、
現
代
語
訳
を
付
す
）。

四
九　

今
年
よ
り
春
知
り
そ
む
る
桜
花
散
る
と
い
ふ
こ
と
は

な
ら
は
ざ
ら
な
む
（
紀
貫
之
）

今
年
に
な
っ
て
初
め
て
春
を
知
っ
た
桜
の
花
よ
、
ど
う
か

散
る
こ
と
は
見
習
わ
な
い
で
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

五
〇　

山
高
み
人
も
す
さ
め
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見

は
や
さ
む
（
よ
み
人
知
ら
ず
）

山
高
く
に
咲
く
の
で
人
も
来
な
い
桜
の
花
よ
、
そ
ん
な
に

悲
し
ま
な
い
で
お
く
れ
よ
、
私
が
見
に
行
っ
て
ほ
め
て
や

る
の
で
。
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五
一　

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

く
し
つ
つ
（
よ
み
人
知
ら
ず
）

山
桜
を
見
に
来
た
の
に
春
霞
が
山
一
面
に
立
ち
こ
め
て
隠

し
て
い
る
よ
。

五
二　

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し

見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
（
藤
原
良
房
）

年
を
経
た
の
で
年
齢
は
老
い
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
桜
の

花
を
見
る
と
（
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
）
物
思
い
を
す
る
こ

と
も
な
い
。

　
四
九
は
、
今
年
初
め
て
咲
い
た
桜
に
向
け
て
、「
散
る
と
い

う
こ
と
は
今
ま
で
の
桜
に
見
習
わ
な
い
で
も
ら
い
た
い
」
と
呼

び
か
け
て
い
る
。
咲
い
た
ば
か
り
の
時
点
で
も
う
散
る
こ
と
の

心
配
を
し
て
い
る
の
だ
。
五
〇
も
、
山
高
く
に
咲
い
た
の
で
人

の
訪
れ
も
な
い
桜
に
向
け
て
、
そ
ん
な
に
悲
し
む
な
、
私
が

行
っ
て
ほ
め
て
や
る
か
ら
と
、
や
は
り
呼
び
か
け
の
歌
で
あ

る
。
五
一
は
こ
の
歌
を
承
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
い
よ
い
よ

山
桜
を
尋
ね
こ
と
に
な
る
。
せ
っ
か
く
や
っ
て
来
た
の
に
、
あ

た
り
一
面
に
霞
が
立
ち
こ
め
て
満
足
に
花
が
見
え
な
い
と
不
平

を
か
こ
つ
。
五
二
は
詞
書
に
「
染
殿
の
后
の
御
前
に
、
花
瓶
に

桜
の
花
を
さ
さ
せ
給
へ
る
を
見
て
よ
め
る
」
と
あ
る
。「
染
殿

の
后
」
と
は
文
徳
天
皇
の
皇
后
で
、こ
の
歌
の
作
者
良
房
の
娘
・

明あ
き
ら
け
い
こ
子
。
山
桜
か
ら
一
転
し
て
目
の
前
に
置
か
れ
た
花
に
注
目

す
る
。
桜
へ
の
思
い
も
ま
た
一
転
し
、
眼
前
の
桜
に
す
っ
か
り

満
ち
足
り
た
気
分
で
い
る
さ
ま
を
詠
じ
て
い
る
。

以
下
、
咲
く
桜
の
歌
が
巻
末
ま
で
十
六
首
続
く
。
巻
二
・
春

下
に
入
る
と
散
る
桜
の
歌
に
な
る
。
巻
頭
か
ら
四
首
を
示
す
。

六
九　

春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
花
う
つ
ろ
は
む
と
や
色
か
は

り
ゆ
く
（
よ
み
人
知
ら
ず
）

春
霞
の
た
な
び
く
山
の
桜
は
、
散
ろ
う
と
い
う
の
で
色
が

変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

七
〇　

待
て
と
い
ふ
に
散
ら
で
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
な
に

を
桜
に
思
ひ
ま
さ
ま
し
（
よ
み
人
知
ら
ず
）

「
待
て
」
と
言
っ
た
ら
散
ら
ず
に
留
ま
る
も
の
だ
と
し
た

ら
、
ど
う
し
て
桜
に
思
い
を
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

七
一　

の
こ
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中

は
て
の
憂
け
れ
ば
（
よ
み
人
知
ら
ず
）

残
ら
ず
す
っ
か
り
散
る
の
が
素
晴
ら
し
い
の
だ
、
桜
の
花

は
。
そ
の
ま
ま
生
き
な
が
ら
え
て
も
こ
の
世
の
中
は
い
つ
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ま
で
も
つ
ら
い
の
で
。

七
二　

こ
の
里
に
旅
寝
し
ぬ
べ
し
桜
花
散
り
の
ま
が
ひ
に
家

路
忘
れ
て
（
よ
み
人
知
ら
ず
）

こ
の
里
に
旅
の
宿
り
を
と
り
た
い
も
の
だ
。
桜
が
散
り
交

う
の
に
紛
れ
て
家
路
を
忘
れ
て
。

六
九
で
は
桜
の
色
変
わ
り
に
め
ざ
と
く
注
目
し
、
散
る
こ
と

へ
の
懸
念
を
う
た
う
。
続
く
七
〇
を
見
る
と
、
そ
う
は
言
っ
て

も
「
待
て
」
と
言
っ
た
ら
散
る
の
を
た
め
ら
う
よ
う
で
は
桜
に

思
い
を
寄
せ
た
り
は
し
な
い
と
、
散
る
の
が
良
い
と
す
る
。
桜

へ
寄
せ
る
複
雑
な
心
情
が
伝
わ
る
よ
う
な
並
び
で
あ
る
。
七
一

は
、
生
き
な
が
ら
え
て
い
て
も
つ
ら
い
こ
と
が
多
い
世
の
中
な

の
だ
か
ら
残
り
な
く
散
る
の
が
素
晴
ら
し
い
と
、
七
〇
と
同
様

に
散
る
桜
を
た
た
え
、
七
二
で
は
家
に
帰
る
の
も
忘
れ
散
る
桜

を
心
ゆ
く
ま
で
満
喫
し
た
い
と
い
う
思
い
を
詠
じ
て
い
る
。

そ
し
て
次
の
四
首
で
桜
の
歌
群
は
閉
じ
ら
れ
る
。

八
六　

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
桜
花
い
か
に
散
れ
と
か

風
の
吹
く
ら
む
（
凡
河
内
躬
恒
）

雪
と
ば
か
り
に
降
り
散
る
だ
け
で
も
十
分
な
の
に
、
こ
れ

以
上
ど
う
や
っ
て
散
れ
と
い
っ
て
風
は
吹
い
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

八
七　

山
高
み
見
つ
つ
わ
が
来
し
桜
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ

ら
な
り
（
紀
貫
之
）

山
高
く
に
咲
く
の
で
遠
く
か
ら
見
な
が
ら
私
は
過
ご
し
て

き
た
が
、
そ
の
桜
を
風
は
心
の
ま
ま
に
散
ら
す
よ
う
だ
。

八
八　

春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な

け
れ
ば
（
一
本
、
大
伴
黒
主
）

春
雨
が
降
る
の
は
涙
な
の
か
。
桜
の
花
を
散
る
の
を
惜
し

ま
な
い
人
な
ど
い
な
い
の
で
。

八
九　

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
波
ぞ

立
ち
け
る
（
紀
貫
之
）

八
六
は
雪
に
見
立
て
た
歌
の
ひ
と
つ
。
雪
の
よ
う
に
散
る
だ

け
で
す
で
に
十
分
な
の
に
、
こ
れ
以
上
ど
う
や
っ
て
散
れ
と

い
っ
て
風
は
吹
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
無
理
に
散
ら
せ
よ

う
と
す
る
風
に
文
句
を
言
う
。
八
七
で
は
山
高
く
に
咲
く
桜
な

の
で
そ
ば
ま
で
行
け
な
い
自
分
は
遠
く
か
ら
見
て
過
ご
し
て
き

た
が
、
風
は
そ
れ
を
思
い
の
ま
ま
に
散
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る

よ
う
だ
と
、
意
の
ま
ま
に
で
き
な
い
我
が
身
と
対
比
さ
せ
、
風
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を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
。
八
八
は
桜
を
散
ら
す
春
雨
を
、
花

を
惜
し
む
涙
に
た
と
え
る
。

こ
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
八
九
番
歌
を
見
る
。
直
前
の
三
首
で

す
で
に
風
や
雨
に
よ
っ
て
桜
は
散
り
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

愛
惜
の
涙
も
流
し
た
。
ま
た
、
八
六
や
八
七
で
は
散
る
桜
を
目

に
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
た
の
に
対
し
、
八
九
で
は
花
自
体
を

見
る
こ
と
は
も
う
出
来
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
残
っ
た
わ
ず
か
な

花
び
ら
に
、ほ
ん
の
前
ま
で
咲
き
誇
っ
て
い
た
桜
の「
な
ご
り
」、

面
影
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
ま
だ

ま
だ
桜
へ
の
思
い
は
残
っ
て
い
る
の
だ
、
と
言
い
た
げ
な
配
列

と
な
っ
て
い
る
。

八
九
番
歌
一
首
の
理
解
だ
け
で
は
桜
を
惜
し
む
歌
に
す
ぎ
な

い
。
と
こ
ろ
が
古
今
集
の
中
で
は
、
春
上
・
春
下
の
二
巻
、
計

四
十
一
首
に
及
ぶ
桜
の
歌
群
の
最
後
に
位
置
す
る
。
仮
名
序
の

奏
上
か
ら
八
年
後
の
歌
を
あ
え
て
こ
の
位
置
に
配
し
て
い
る
の

だ
。
撰
者
た
ち
、
と
り
わ
け
こ
の
歌
の
作
者
で
も
あ
り
、
撰
者

の
代
表
格
で
も
あ
る
紀
貫
之
に
と
っ
て
は
思
い
入
れ
が
強
か
っ

た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
貫
之
に
限
ら
ず
、
古
今
集
に
関
心

を
寄
せ
る
当
時
の
人
々
に
共
通
す
る
、
最
後
ま
で
飽
く
こ
と
の

な
い
桜
へ
の
思
い
を
凝
縮
し
た
一
首
で
も
あ
る
の
だ
。

勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
歌
の
場
合
に
は
、
歌
一
首
の
解
釈
で
終

わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、隣
接
す
る
歌
と
一
緒
に
見
る
こ
と
で
、

一
首
の
理
解
だ
け
で
は
見
え
な
か
っ
た
世
界
が
新
た
に
獲
得
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
後
の
歌
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
な
が
ら

読
む
こ
と
で
、
編
纂
の
過
程
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

歌
を
詠
ん
だ
人
へ
の
共
感
に
加
え
て
、
歌
を
並
べ
た
撰
者
た
ち

の
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
共
通
す
る
こ

と
ば
を
見
つ
け
た
り
、
こ
と
ば
の
連
想
に
よ
る
つ
な
が
り
に
気

づ
い
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
世
界
の
類
似
や
差
異

を
発
見
す
る
こ
と
で
、
こ
と
ば
同
士
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
描

き
出
さ
れ
た
、
さ
な
が
ら
絵
巻
物
を
見
る
よ
う
な
世
界
に
入
り

込
む
こ
と
が
で
き
る
。

歌
一
首
を
味
わ
う
面
白
さ
だ
け
で
な
く
、
歌
集
を
読
む
面
白

さ
が
待
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
分
け
入
る
こ
と
で
は
じ
め
て
古
今

集
の
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
　
　

三　
「
山
里
」
と
い
う
こ
と
ば

次
に
、
配
列
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
一
首
の
和
歌
を
眺
め
て

み
た
い
。

一
つ
の
こ
と
ば
に
注
目
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
を
用
い
た
和
歌
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を
い
く
つ
か
集
め
て
み
る
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
の
か
を
踏
ま
え
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
当
該
歌
を
理

解
す
る
。
す
る
と
、
当
該
歌
一
首
だ
け
の
読
み
取
り
と
は
違
っ

た
世
界
が
広
が
る
。
そ
の
こ
と
を
、
三
一
五
番
歌
「
山
里
は

冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」

（
冬
・
源
宗
于
）
を
通
し
て
確
か
め
て
い
き
た
い
。
現
代
語
訳

は「
山
里
で
は
冬
の
さ
び
し
さ
が
と
り
わ
け
厳
し
い
も
の
だ
よ
。

人
も
離
れ
て
い
き
草
も
枯
れ
て
し
ま
う
か
と
思
う
と
」と
な
る
。

ま
ず
は
「
山
里
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
。
三
省
堂
『
精
選

国
語
総
合
』
の
教
員
用
指
導
書
に
は
「
鑑
賞
」
と
し
て

　

本
来
「
山
里
」
は
、
山
の
中
の
人
里
の
意
で
あ
っ
た
。

平
安
時
代
に
は
貴
族
が
こ
の
よ
う
な
里
に
別
荘
を
建
て
、

ま
た
里
の
山
荘
風
に
邸
宅
を
建
て
る
こ
と
な
ど
が
流
行
し

た
が
、「
万
葉
集
」
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
「
山
里
」

が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
の
は
中
国
六
朝
の
隠

思
想
の
影
響

が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
「
古
今
和
歌
集
」
で
は
好
ん
で
詠
ま
れ
、「
ひ
ぐ
ら
し
の

鳴
く
山
里
の
夕
暮
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し
」
の

よ
う
に
人
の
訪
れ
が
な
く
、「
白
雪
の
降
り
て
つ
も
れ
る

山
里
は
住
む
人
さ
へ
や
思
ひ
き
ゆ
ら
む
」
の
よ
う
に
冬
に

な
れ
ば
耐
え
き
れ
ぬ
思
い
を
か
み
し
め
る
場
所
な
ど
の
よ

う
に
「
山
里
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
く
。

と
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
歌
に

対
し
て
用
意
さ
れ
た
発
問
は

・
係
り
結
び
を
指
摘
し
、
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

・
こ
こ
で
の
掛
詞
に
つ
い
て
説
明
せ
よ
。

・「
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」
を
口
語
訳
せ
よ

の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
授
業
で
消
化
す
る
だ
け
で
は
「
鑑

賞
」
で
紹
介
さ
れ
た
「
山
里
」
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
出
来
な

い
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

古
今
集
で
の
用
例
を
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。「
山
里
は

も
の
の
わ
び
し
き
こ
と
こ
そ
あ
れ
世
の
憂
き
よ
り
は
住
み
よ
か

り
け
り
」（
雑
下
・
九
四
四
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
で
は
、
わ
び

し
い
所
で
は
あ
る
が
俗
世
間
で
辛
く
悲
し
い
思
い
を
す
る
よ
り

も
住
み
良
い
と
詠
む
。
都
で
の
生
活
に
伴
う
わ
ず
ら
わ
し
さ
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
か
、
山
で
の
暮
ら
し
に
あ
こ
が
れ
を
持
つ

歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
出
家
を
し
、
俗
世
と
の
関
わ
り
を
断
っ
て
暮
ら
す
の
も
山
里

で
あ
る
。「
山
里
」
の
語
は
な
い
も
の
の
、同
じ
巻
に
入
る
「
わ

が
庵
は
都
の
た
つ
み
し
か
ぞ
住
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
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り
」（
九
八
三
・
喜
撰
法
師
）
の
後
半
で
、
世
間
で
は
私
の
こ

と
を
「
世
を
憂
」
し
、
つ
ま
り
世
の
中
で
暮
ら
し
に
く
く
な
っ

た
か
ら
、
宇
治
山
で
暮
ら
し
て
い
る
と
言
う
よ
う
だ
、
と
う
た

う
の
も
「
山
里
」
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
性
質
を
踏
ま
え
て
は
じ

め
て
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
季
節
の
歌
を
春
か
ら
順
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、
必

ず
し
も
住
み
心
地
の
良
い
場
所
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

「
春
立
て
ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
は
も
の
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ

鳴
く
」（
春
上
・
一
五
・
在
原
棟
梁
）
で
は
、
立
春
を
過
ぎ
た

と
い
う
の
に
山
里
で
は
ま
だ
花
は
咲
か
ず
、
鶯
も
物
憂
げ
に
鳴

い
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
桜
が
咲
い
た
と
し
て
も
「
見
る
人

も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
後
ぞ
咲
か
ま
し
」（
春

上
・
六
八
・
伊
勢
）
と
、
山
里
は
「
見
る
人
も
な
き
」
所
な
の

で
、
ど
う
せ
咲
く
の
な
ら
ほ
か
の
所
の
桜
が
散
っ
て
か
ら
咲
け

ば
い
い
の
に
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
時
期
を
ず
ら
せ
ば
訪
れ
る
人

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
だ
。
こ
の
歌
は
咲
く
桜
を
集

め
た
歌
群
の
末
尾
に
位
置
し
て
い
る
。
桜
が
最
後
に
咲
く
の
が

山
里
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
る
。

秋
に
な
っ
て
も
こ
の
雰
囲
気
は
変
わ
ら
な
い
。「
鑑
賞
」
に

も
紹
介
さ
れ
た
「
ひ
ぐ
ら
し
の
…
…
」（
秋
上
・
二
〇
五
・
よ

み
人
知
ら
ず
）
の
よ
う
に
「
と
ふ
人
も
な
し
」
と
い
っ
た
場
所

で
あ
り
、
た
と
え
分
け
入
っ
た
と
し
て
も
「
山
里
は
秋
こ
そ
こ

と
に
わ
び
し
け
れ
鹿
の
鳴
く
音
に
目
を
さ
ま
し
つ
つ
」（
秋
上
・

二
一
四
・
壬
生
忠
岑
）
と
、
鹿
の
鳴
く
音
に
わ
び
し
さ
を
感
じ

る
場
所
の
よ
う
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
見
て
い
く
と
、歌
の
中
で
の
「
山
里
」
は
、

隠

の
地
で
あ
る
一
方
、
人
の
訪
れ
の
な
い
さ
び
し
い
場
所
で

あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
見
て
と
れ
る
。
こ
の
傾
向
を

知
っ
た
上
で
当
該
歌
に
接
す
る
と
「
山
里
は
」
と
あ
る
だ
け
で

す
ぐ
に
、
人
の
訪
れ
の
な
い
さ
び
し
い
場
所
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
に
な
る
。
続
く
「
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
」
で
は
、

今
ま
で
見
て
来
た
春
や
秋
の
さ
び
し
さ
に
も
ま
し
て
、
と
り
わ

け
冬
が
さ
び
し
い
の
だ
と
い
う
。「
冬
ぞ
」
と
係
り
結
び
で
の

強
調
が
上
三
句
に
響
き
渡
り
、
歌
全
体
に
緊
張
感
を
も
た
ら
し

て
い
る
。

小
町
谷
照
彦
氏
は
こ
の
一
連
の
「
山
里
」
歌
に
つ
い
て

『
古
今
集
』
で
描
き
出
さ
れ
た
「
山
里
」
は
、
か
な
り
単

一
な
旋
律
の
も
の
と
し
て
整
理
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
都
の
華
や
か
な
貴
族
の
生
活
と
は
対
極
的
な

暗
鬱
の
世
界
と
言
っ
て
よ
い
。
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と
整
理
さ
れ
て
い
る
（
注
九
）。
そ
し
て
。

日
常
語
と
形
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
意
味
内
容
や
用
法
が
固
定
化
・
類
型
化
し
、

情
趣
や
美
意
識
が
付
加
し
た
語
の
体
系
を
さ
す

い
わ
ゆ
る「
歌
語
」を「
歌
こ
と
ば
」と
い
う
場
合
も
あ
る
と
し
、

「
山
里
」も
こ
の「
歌
こ
と
ば
」の
ひ
と
つ
に
数
え
あ
げ
て
い
る
。

「
歌
こ
と
ば
」
と
い
う
と
ら
え
方
を
知
る
こ
と
で
、
日
常
の

言
語
生
活
と
は
違
っ
た
、
和
歌
独
特
の
こ
と
ば
の
世
界
が
あ
る

こ
と
が
理
解
出
来
る
。
一
つ
一
つ
の
「
歌
こ
と
ば
」
に
注
目
し
、

そ
れ
が
が
古
今
集
以
降
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
に

つ
い
て
関
心
を
向
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
新
古
今
集
の
歌
や
、

小
学
校
以
来
教
材
と
し
て
お
な
じ
み
の
小
倉
百
人
一
首
の
歌
へ

の
興
味
や
理
解
を
、
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
の
面
か
ら
深
め
る
こ

と
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

一
つ
の
こ
と
ば
に
注
目
し
他
の
用
例
に
十
分
に
触
れ
た
上

で
、
あ
ら
た
め
て
当
該
の
歌
に
立
ち
戻
る
と
い
う
作
業
は
、
和

歌
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
こ
と
ば
の
歴
史
や
、
和
歌
が
長
い
歴
史

を
か
け
て
つ
く
り
上
げ
た
美
意
識
に
向
き
合
う
第
一
歩
に
も
な

る
の
だ
。

　
　
　

四　

類
例
を
探
す

三
一
五
番
歌
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
の
が
掛
詞
で

あ
る
。「
か
れ
」
に
「
人
が
離か

れ
る
」
と
「
草
が
枯
れ
る
」
の

二
つ
の
意
味
を
持
た
せ
る
。
山
里
の
冬
の
様
子
に
思
い
を
馳
せ

た
と
き
に
、
草
だ
け
で
な
く
人
目
も
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
う

こ
と
を
思
う
と
、
ま
す
ま
す
さ
び
し
さ
の
度
合
い
が
増
し
て
い

く
こ
と
だ
と
い
う
。
自
然
と
人
事
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
っ
た

要
素
を
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で
言
い
当
て
る
点
に
こ
の
歌
の
趣
向

が
あ
る
。

こ
の
語
に
つ
い
て
も
他
の
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
古
今

集
内
か
ら
見
出
せ
る
の
は
、
こ
の
歌
と
は
対
照
的
に
夏
の
草
に

寄
せ
た
用
例
で
あ
る
。

六
八
六　

枯
れ
は
て
む
の
ち
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人

の
思
ほ
ゆ
る
か
な
（
恋
四
・
凡
河
内
躬
恒
）

す
っ
か
り
枯
れ
て
し
ま
う
後
々
の
こ
と
も
知
ら
ず
に
夏
草

が
深
く
生
い
茂
る
よ
う
に
、
離
れ
て
し
ま
う
後
の
こ
と
な

ど
知
ら
ず
に
深
く
あ
の
人
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。

七
〇
四　

里
人
の
言こ
と

は
夏
野
の
し
げ
く
と
も
か
れ
行
く
君
に

あ
は
ざ
ら
め
や
は
（
恋
四
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
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里
人
の
噂
は
夏
草
の
よ
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
聞
こ
え

て
く
る
が
、
草
が
枯
れ
る
よ
う
に
離
れ
て
い
っ
た
あ
な
た

に
逢
わ
ず
に
い
て
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

六
八
六
で
は
、
夏
草
も
季
節
が
進
む
と
す
っ
か
り
枯
れ
て
し

ま
う
よ
う
に
、
今
は
足
繁
く
通
っ
て
く
る
人
も
や
が
て
す
っ
か

り
訪
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
こ
と
も
思
わ
ず
に
、
夏

草
が
ど
ん
ど
ん
と
茂
る
よ
う
に
あ
な
た
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
て

い
た
こ
と
で
す
、
と
、
繁
茂
し
た
夏
草
に
か
つ
て
の
自
ら
の
思

い
を
重
ね
合
わ
せ
、
過
ぎ
去
っ
た
恋
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
ま

た
、七
〇
四
で
「
夏
野
の
」
草
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
は
「
里

人
の
言
」
で
あ
る
。「
言
」
は
噂
の
意
。
夏
草
が
絶
え
ず
茂
り

続
け
る
よ
う
に
、
里
人
の
噂
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
耳
に
届
く

と
い
う
。だ
が
夏
草
は
や
が
て
枯
れ
て
ゆ
き
、噂
も
下
火
に
な
っ

て
い
く
。
噂
が
立
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
離
れ
て
ゆ
く
あ
な
た
に

逢
わ
ず
に
い
て
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
今
と
な
っ
て
は
な

す
す
べ
の
な
い
喪
失
感
を
う
た
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
夏
草
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
繁

茂
し
た
草
が
や
が
て
枯
れ
る
と
い
う
時
間
の
流
れ
に
合
わ
せ
る

よ
う
に
、
相
手
が
離
れ
て
い
っ
た
状
況
を
う
た
っ
て
い
る
。
夏

草
の
枯
れ
果
て
た
こ
と
が
相
手
の
不
在
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に

な
る
。

宗
于
歌
は
古
今
集
で
は
冬
歌
の
二
首
目
に
位
置
す
る
。
草
の

生
い
茂
っ
て
い
た
夏
を
連
想
し
た
り
引
き
合
い
に
出
し
た
り
す

る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
「
人
目
も
」
と
い
う
語
を
加

え
た
と
こ
ろ
に
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
季
節
に

関
わ
り
な
く
人
目
の
多
い
都
や
、
あ
る
い
は
風
流
な
生
活
を
求

め
て
都
か
ら
や
や
距
離
を
置
い
た
里
居
を
す
る
人
々
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
に
あ
る
多
く
の
「
人
目
」
を
思
い
浮
か
ば
せ
て

お
き
な
が
ら
、
そ
う
し
た
人
さ
え
も
い
な
い
の
が
冬
の
山
里
な

の
だ
、
と
い
う
。
夏
草
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
の
掛
詞
で
は
、

自
然
の
変
化
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
人
が
遠
ざ
か
り
そ
し
て
不
在

と
な
っ
た
状
態
を
表
わ
し
て
い
た
。
対
し
て
こ
の
歌
で
は
、
掛

詞
と
し
て
は
同
じ
用
法
な
の
だ
が
、
も
と
も
と
い
な
い
人
を
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
喚
起
し
た
上
で
、
や
は
り
い
な
か
っ
た
の
だ
、

と
す
る
こ
と
で
、
変
わ
り
よ
う
の
な
い
厳
し
い
自
然
を
、
そ
し

て
そ
の
中
で
の
人
間
不
在
の
寂
寥
感
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。

古
今
集
が
編
纂
さ
れ
る
十
年
ほ
ど
前
に
催
さ
れ
た
「
是
貞
親

王
家
歌
合
」（
注
一
〇
）
に
「
秋
く
れ
ば
虫
と
と
も
に
ぞ
な
か
れ
ぬ
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る
人
も
草
葉
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」
と
い
う
一
首
が
あ
る
。
下

二
句
が
宗
于
歌
に
類
似
す
る
。「
人
も
草
葉
も
か
れ
ぬ
」
と
、

そ
れ
ま
で
通
っ
て
い
た
人
も
離
れ
て
い
き
草
葉
も
枯
れ
て
し

ま
っ
た
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
虫
が
鳴
く
の
に
合
わ
せ
て
泣
い

て
い
る
人
が
最
後
に
残
る
。「
山
里
は
」
の
歌
と
の
前
後
関
係

は
不
明
だ
が
、
こ
の
歌
と
比
べ
て
み
る
と
、
宗
于
歌
で
の
山
里

の
、
人
の
気
配
さ
え
残
ら
な
い
厳
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
。

宗
于
歌
で
用
い
ら
れ
た
「
山
里
」
や
「
か
れ
」
と
い
う
語
に

注
目
し
、
古
今
集
や
周
辺
の
作
品
か
ら
同
じ
語
を
用
い
た
歌
を

集
め
、
そ
れ
ら
の
中
に
当
該
歌
を
置
く
こ
と
で
、
一
首
だ
け
を

見
て
い
て
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
読
み
が
可

能
に
な
る
。
古
今
集
で
そ
れ
ら
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
世
界
を

つ
く
り
出
し
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
に
も
な
る
。「
古
今
集

の
歌
」
と
し
て
の
一
首
の
理
解
に
留
ま
ら
ず
、
作
品
と
し
て
の

古
今
集
の
世
界
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
し

て
、
類
例
を
探
す
と
い
う
作
業
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　

ま
と
め

以
上
、
古
今
集
の
歌
の
理
解
に
つ
い
て
ふ
た
つ
の
切
り
口
を

示
し
た
。
ひ
と
つ
は
隣
り
合
う
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
た
う
え
で

の
理
解
。
配
列
の
妙
味
に
歌
集
と
し
て
の
魅
力
を
汲
み
取
る
こ

と
が
出
来
、
一
首
の
理
解
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
世
界
が

開
け
て
く
る
。
ま
た
、
特
定
の
語
に
注
目
し
、
そ
の
語
の
使
わ

れ
た
用
例
を
集
め
、
そ
れ
ら
と
比
較
し
な
が
ら
歌
を
理
解
す
る

方
法
。
歌
集
内
で
の
こ
と
ば
の
用
い
方
や
、
類
似
表
現
と
比
較

す
る
こ
と
で
、
当
該
歌
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
の
つ
く
り
出
す

世
界
へ
の
理
解
が
よ
り
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
大
き
な
課
題
が
残
る
。
い
ず
れ
の
切
り
口
で
あ
れ
、

多
く
の
和
歌
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
配
列

の
妙
味
を
味
わ
う
た
め
必
要
な
和
歌
十
首
を
理
解
す
る
に
は
、

相
当
数
の
授
業
時
間
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
教
室
の

中
で
、
す
べ
て
の
和
歌
を
同
じ
程
度
に
読
解
し
生
徒
と
理
解
を

共
有
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
小
林
俊
洋
氏
は
、
表
現
技
法
や
大
意
を
重

視
し
た
授
業
も
大
事
だ
と
し
た
上
で
、

限
ら
れ
た
授
業
時
間
の
中
で
端
的
に
内
容
を
ま
と
め
、
生

徒
の
納
得
と
理
解
を
促
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
解

釈
の
妥
当
性
を
決
定
す
る
緻
密
な
分
析
は
第
一
線
の
古
典

文
学
研
究
の
成
果
に
全
面
的
に
依
拠
し
、
実
際
の
授
業
で

は
細
部
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
大
胆
に
捨
象
す
る
こ
と
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も
あ
る
と
思
う
の
だ
。

と
述
べ
て
い
る
（
注
一
一
）。
今
回
示
し
た
ふ
た
つ
の
切
り
口
は
と

も
に
、
注
目
す
る
こ
と
ば
が
限
定
さ
れ
る
。
対
象
と
す
る
表
現

を
絞
り
、
そ
の
一
点
に
注
目
す
る
作
業
を
通
し
て
歌
の
配
列
を

読
み
取
っ
た
り
、
そ
の
こ
と
ば
の
表
わ
す
世
界
を
理
解
し
た
り

す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

小
林
氏
は
ま
た

す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
視
点
か
ら
も
面
白
さ
を
感
じ
取
れ
る

よ
う
な
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
独
自
の
切
り
口
で
和
歌
の
魅

力
を
伝
え
る
こ
と
も
、
時
に
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
教
員
自
身
が
一
定
の
価
値
観
を
持
っ
た
う
え
で
、「
こ

れ
が
和
歌
の
面
白
さ
だ
」
と
生
徒
達
に
正
面
か
ら
語
る
た

め
の
立
脚
点
の
模
索
こ
そ
が
、
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

と
も
述
べ
て
い
る
。配
列
や「
歌
こ
と
ば
」に
関
心
を
持
つ
の
は
、

ま
ず
は
教
員
の
側
で
あ
る
。
教
員
が
多
く
の
和
歌
の
用
例
を
集

め
、
切
り
口
を
示
し
た
う
え
で
授
業
を
進
め
る
。
授
業
で
は
一

首
の
歌
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
説
明
し
、
解
釈
に
至
る
過
程
を

生
徒
と
共
有
す
る
。
そ
れ
が
出
来
て
い
れ
ば
、
他
の
多
く
の
歌

の
解
釈
に
つ
い
て
は
「
第
一
線
の
古
典
文
学
学
研
究
の
成
果
」

に
依
拠
し
た
注
釈
書
の
類
に
頼
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
し
っ
か

り
と
説
明
し
た
歌
を
き
っ
か
け
に
、
前
後
の
配
列
を
読
み
取
っ

た
り
、
歌
こ
と
ば
の
世
界
を
語
っ
て
い
け
ば
よ
い
。
一
首
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
広
が
り
を
語
る
教
員
の
姿
を
通
し
て
、

生
徒
に
同
様
の
気
付
き
を
さ
せ
る
よ
う
な
展
開
を
工
夫
す
る
余

地
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
徒
自
ら
が
進
ん
で
歌
集
を
ひ

も
と
い
た
り
、
こ
と
ば
の
用
例
を
探
し
た
り
、
と
い
っ
た
作
業

を
す
る
下
地
を
用
意
し
て
や
れ
ば
い
い
。

以
前
高
校
二
年
生
対
象
の
テ
ス
ト
で
、
古
今
集
の
八
九
番
歌

ま
で
の
十
六
首
を
連
続
し
て
提
示
し
、「
こ
こ
に
あ
が
っ
た
歌

の
多
く
に
「
散
る
」
と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

活
用
形
や
接
続
に
注
目
し
、「
１
」
か
ら
「
16
」
ま
で
お
お
ま

か
に
ど
の
よ
う
な
基
準
で
並
ん
で
い
る
の
か
、指
摘
し
な
さ
い
」

と
い
う
出
題
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
注
一
二
）。
和
歌
単
元
の
学

習
到
達
度
を
確
か
め
る
学
期
の
定
期
テ
ス
ト
で
は
な
く
、
教
科

の
学
力
全
般
を
測
る
実
力
テ
ス
ト
で
の
出
題
で
あ
る
。
あ
え
て

授
業
で
は
扱
っ
て
い
な
い
和
歌
ば
か
り
を
用
意
し
た
。
多
く
の

歌
に
含
ま
れ
る
「
散
る
」
と
い
う
動
詞
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で

次
の
よ
う
な
解
答
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
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・ 

１
で
は
散
る
前
の
様
子
を
詠
っ
て
い
る
が
、
２
以
降
は

散
っ
て
い
る
様
子
を
詠
っ
て
お
り
、
16
で
は
散
っ
た
後
の

様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
桜
の
花
が
散
っ
て
い
く

順
に
並
べ
て
い
る
。

　

・ 

未
然
↓
連
用
↓
完
了
と
い
う
移
り
変
わ
り
で
、
桜
の
花
が

散
り
そ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
散
り
終
わ
る
ま
で
の
時
系
列
で

並
ん
で
い
る
。

　

・ 

１
〜
６
ま
で
は
満
開
の
桜
を
楽
し
ん
で
、
散
る
の
を
心
配

し
、
７
〜
15
で
は
散
っ
て
い
く
桜
を
「
風
」
や
「
雪
」
な

ど
の
表
現
を
用
い
て
美
し
く
描
き
、
16
で
は
散
っ
た
後
の

さ
び
し
さ
を
描
い
て
い
る
。

授
業
内
で
生
徒
と
一
緒
に
読
み
進
め
る
時
間
を
と
る
こ
と
が

出
来
れ
ば
、
よ
り
充
実
し
た
読
解
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
予
感
さ

せ
る
答
案
で
あ
る
。

一
首
の
理
解
に
始
ま
り
、
教
員
が
配
列
や
歌
こ
と
ば
と
い
っ

た
切
り
口
を
提
示
し
、
生
徒
が
同
様
の
箇
所
や
語
を
検
索
す
る

な
ど
し
て
読
み
を
深
め
た
り
、
そ
の
調
査
結
果
や
自
身
の
読
み

を
発
表
し
た
り
す
る
よ
う
な
授
業
展
開
は
、
中
教
審
の
答
申
に

対
応
す
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。

隣
り
合
う
歌
の
連
関
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
考
察
し

他
者
へ
伝
え
る
こ
と
や
、
用
例
を
集
め
整
理
・
分
析
し
そ
れ
を

言
語
化
し
他
者
に
伝
え
る
こ
と
は
、「
情
報
を
多
面
的
・
多
角

的
に
精
査
し
構
造
化
す
る
力
」
と
重
な
り
、「
言
葉
を
通
じ
て

伝
え
合
う
力
」
の
涵
養
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
し
て
の
授
業
展
開
で
も
あ
る
。

ま
た
当
該
歌
と
他
の
歌
と
を
比
較
し
た
上
で
あ
ら
た
め
て
当

該
歌
を
解
釈
し
直
し
た
り
、理
解
を
深
め
る
と
い
っ
た
過
程
は
、

「
対
象
と
言
葉
、言
葉
と
言
葉
の
関
係
を
、言
葉
の
意
味
、働
き
、

使
い
方
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味

付
け
る
」
見
方
を
学
ぶ
こ
と
に
も
な
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
、
勅
撰
集
の
基
盤
で
あ
る
配
列
へ

の
理
解
を
深
め
た
り
、「
歌
こ
と
ば
」
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
で
、
古
典
和
歌
の
豊
穣
な
世
界
に
触
れ
、
ま
た

日
本
人
の
季
節
感
や
時
間
意
識
の
土
台
に
勅
撰
集
が
あ
る
こ
と

へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
見
方
が
得
ら
れ
る
。
今
回
例
に
挙
げ
た

ふ
た
つ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
散
る
桜
を
雪
や
そ
の
他
に
見
立
て

る
発
想
は
万
葉
集
に
は
見
ら
れ
ず
、
古
今
集
の
時
代
に
な
っ
て

多
用
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
。「
山
里
」
と
い
う
語
が
和
歌
に
見

ら
れ
る
の
も
平
安
時
代
以
降
の
資
料
で
、
や
は
り
万
葉
集
で
は
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使
わ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
の
半
ば
以
降
か
ら
平

安
時
代
の
初
期
に
か
け
て
の
積
極
的
な
中
国
文
化
の
摂
取
に
影

響
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
上
代
か
ら
近
現
代
に
つ
な
が
る

我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
」
た
め
の
有
力
な
方

策
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

和
歌
一
首
の
解
釈
に
重
き
を
置
く
授
業
だ
け
で
な
く
、
多
く

の
和
歌
を
集
め
た
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
や
読
み
取
り
方
を
し

た
上
で
そ
の
解
釈
を
よ
り
深
め
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
が
古
典
文

学
の
魅
力
を
感
じ
る
道
筋
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
示
し

た
ふ
た
つ
の
切
り
口
に
留
ま
ら
ず
、
な
お
多
く
の
方
法
を
模
索

し
て
い
き
た
い
。

（
注
）

一 

調
査
対
象
は
本
稿
執
筆
時
で
あ
る
二
〇
一
六
年
度
使
用
の
教

科
書
及
び
指
導
書
で
あ
る
。

二 

以
下
、
引
用
す
る
和
歌
の
本
文
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
り
、

適
宜
表
記
を
改
め
た
。

三 

「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援

学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ

い
て
（
答
申
）」
平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
・
中
教
審
第

一
九
七
号
。
引
用
は
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の

答
申
に
よ
る
。

四 

青
木
太
朗
「『
新
撰
和
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
横
浜
国
大
国
語

研
究
』
第
一
一
号
・
一
九
九
三
年
三
月
）、「『
古
今
和
歌
六
帖
』

の
配
列
を
め
ぐ
っ
て
―
編
纂
意
識
の
一
側
面
―
」（
和
歌
文
学

会
編
『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
三
号
・
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）、

「
紀
貫
之
詠
歌
の
一
側
面
―
恋
歌
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
―
」

（
浅
田
徹
・
藤
平
泉
責
任
編
集
『
古
今
集
・
新
古
今
集
の
方
法
』

笠
間
書
院
・
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
な
ど
。

五 

中
村
佳
文
「『
古
今
和
歌
集
』
教
材
論
―
季
節
観
念
の
享
受

と
い
う
視
点
か
ら
―
」（『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第

二
九
集
、
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
・
二
〇
〇
九
年
三
月
）

六 

福
田
孝
『
古
文
を
楽
し
く
読
む
た
め
に
』（
シ
リ
ー
ズ　

日
本

語
を
知
る
・
楽
し
む
Ⅰ　

ひ
つ
じ
書
房
・
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）

七 

鈴
木
宏
子
「
古
今
和
歌
集
の
恋
歌
に
つ
い
て
―
『
構
造
論
』

の
授
業
に
お
け
る
可
能
性
―
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究

紀
要
』
第
五
四
巻
、千
葉
大
学
教
育
学
部
・
二
〇
〇
六
年
二
月
）

八 

古
今
集
の
配
列
に
つ
い
て
は
夙
に
松
田
武
夫
『
古
今
集
の
構

造
に
関
す
る
研
究
』（
風
間
書
房
・
一
九
六
五
年
九
月
）
に
お

い
て
全
歌
を
対
象
に
配
列
の
精
緻
な
分
析
が
な
さ
れ
、
古
典
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和
歌
研
究
者
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

本
稿
の
読
者
と
し
て
、
必
ず
し
も
古
典
和
歌
に
馴
染
み
の
深

く
な
い
国
語
科
教
員
を
想
定
し
た
と
き
に
、
大
ま
か
な
流
れ

を
確
認
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
現
代
語
訳
と
併

せ
記
し
て
お
く
。

九 

小
町
谷
照
彦
『
古
今
和
歌
集
と
歌
こ
と
ば
表
現
』（
岩
波
書
店
・

一
九
九
四
年
一
〇
月
）。
以
下
、
小
町
谷
氏
の
引
用
は
同
書
に

よ
る
。

一
〇 

寛
平
四
（
八
九
二
）
年
秋
頃
の
開
催
。
是
貞
親
王
は
宇
多
天

皇
の
兄
。

一
一 

小
林
俊
洋
「
和
歌
文
学
研
究
と
高
等
学
校
に
お
け
る
授
業
実

践
に
つ
い
て
―
「
俊
成
自
讃
歌
の
こ
と
」
を
教
材
と
し
た
実

践
報
告
―
（『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
二
巻
第
一
一
号
（
特
集
・

教
育
と
研
究
）、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
（
発
行
、
明
治
書

院
）・
二
〇
一
五
年
一
一
月
）。
以
下
、
小
林
氏
の
引
用
は
同

論
文
に
よ
る
。

一
二 

提
示
し
た
和
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
 

僧
正
遍
昭
に
詠
み
て
お
く
り
け
る 

惟
喬
親
王

１ 

桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
き
て
も

見
な
く
に

 
 

雲
林
院
に
て
桜
の
花
の
散
り
け
る
を
見
て
詠
め
る

 

承
均
法
師

2 

桜
散
る
花
の
所
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す

る

 
 

桜
の
花
の
散
り
侍
り
け
る
を
見
て
詠
み
け
る

　

 

素
性
法
師

3　
 

花
散
ら
す
風
の
や
ど
り
は
た
れ
か
知
る
我
に
教
へ
よ
行
き
て

う
ら
み
む

 
 

雲
林
院
に
て
桜
の
花
を
詠
め
る　

 

承
均
法
師

4 

い
ざ
桜
我
も
散
り
な
む
ひ
と
さ
か
り
あ
り
な
ば
人
に
う
き
め

見
え
な
む

 
 

 

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
ま
う
で
来
て
か
へ
り
に
け
る
の

ち
に
詠
み
て
花
に
さ
し
て
つ
か
は
し
け
る 

貫
之

5 

ひ
と
め
見
し
君
も
や
来
る
と
桜
花
け
ふ
は
待
ち
見
て
散
ら
ば

散
ら
な
む

 
 

山
の
桜
を
見
て
詠
め
る

6 

春
霞
な
に
か
く
す
ら
む
桜
花
散
る
間
を
だ
に
も
見
る
べ
き
も

の
を

 
 

 

心
地
そ
こ
な
ひ
て
わ
づ
ら
ひ
け
る
時
に
、
風
に
あ
た

ら
じ
と
て
お
ろ
し
こ
め
て
の
み
侍
り
け
る
間
に
、
折
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れ
る
桜
の
散
り
が
た
に
な
れ
り
け
る
を
見
て
詠
め
る　
　
　
　
　
　

 

藤
原
因
香
朝
臣

7 
た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
間
に
待
ち
し
桜
も
う
つ

ろ
ひ
に
け
り

 
 

 
東
宮
雅
院
に
て
桜
の
花
の
み
か
は
水
に
散
り
て
流
れ
け

る
を
見
て
詠
め
る 

菅
野
高
世

8 

枝
よ
り
も
あ
だ
に
散
り
に
し
花
な
れ
ば
落
ち
て
も
水
の
泡
と

こ
そ
な
れ

 
 

桜
の
花
の
散
り
け
る
を
詠
み
け
る 

貫
之

9 

こ
と
な
ら
ば
咲
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
桜
花
見
る
我
さ
へ
に
し
づ

心
な
し

 
 

 「
桜
の
ご
と
疾
く
散
る
物
は
な
し
」
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば

詠
め
る

10 

桜
花
と
く
散
り
ぬ
と
も
思
ほ
え
ず
人
の
心
ぞ
風
も
吹
き
あ
へ

ぬ

 
 

桜
の
花
の
散
る
を
詠
め
る 

紀
友
則

11 

久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る

ら
む

 
 

春
宮
の
帯
刀
の
陣
に
て
桜
の
花
の
散
る
を
詠
め
る

 

藤
原
好
風

12 

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ

と
見
む

 
 

桜
の
散
る
を
詠
め
る 

凡
河
内
躬
恒

13 

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
桜
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹

く
ら
む　

 
 

比
叡
に
の
ぼ
り
て
帰
り
ま
う
で
来
て
詠
め
る 

貫
之

14 
 

山
高
み
見
つ
つ
我
が
来
し
桜
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り

 
 

題
し
ら
ず 

（
一
本
）
大
伴
黒
主

15 

春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

 
 

亭
子
院
歌
合
歌 

貫
之

16 

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
浪
ぞ
立
ち
け

る




