
藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

芦
　
　
田
　
　
耕

　
六
条
藤
家
清
輔
の
詠
歌
に
っ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
た
び
た
び
論
じ
て
き
た
。
清
輔
本
『
古
今
集
』
に
拠
り
、
『
万
葉
集
』
歌
を
そ
の

　
　
　
　
2
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
u
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

ま
ま
受
容
し
、
祖
父
顕
季
や
父
顕
輔
詠
を
踏
襲
し
、
そ
し
て
「
歌
枕
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の
枠
内
に
止
ま
っ
た
歌
を
作
る
こ
と
が
多
い

点
か
ら
み
て
、
清
輔
は
基
本
的
に
は
守
旧
的
な
歌
人
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
が
彼
の
本
質
に
由
来
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

父
祖
か
ら
自
分
へ
と
続
く
「
歌
の
家
柄
」
を
意
識
し
て
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
は
分
明
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
彼
の
歌
に
新
し
さ
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
ら
か
拾
い
上
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ

し
、
直
載
的
に
そ
れ
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
あ
る
伝
統
的
な
又
は
権
威
付
け
ら
れ
た
も
の
に
対
抗
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
な
歌

体
で
彼
自
身
の
見
つ
け
出
し
た
美
を
指
し
示
す
の
が
多
い
。
そ
こ
に
彼
の
反
抗
精
神
を
感
じ
取
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
以
下
の
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
歌
の
特
徴
を
述
べ
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
抵
抗
で
彼
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
次
の
歌
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
「
梅
」
と
あ
る
、

2
1
な
さ
け
あ
ら
ん
人
に
み
せ
ば
や
梅
の
花
を
り
を
り
か
を
る
春
の
あ
け
ぼ
の

第
四
旬
「
を
り
を
り
」
は
『
清
輔
集
』
の
数
本
に
「
数
々
」
と
見
え
る
。
梅
香
は
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
が
、

時
間
的
に
は
夜
が

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て



二

多
数
を
占
め
る
。

　
　
　
（
詞
書
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
っ
ね

　
4
1
春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
花
色
こ
そ
見
え
ね
か
や
は
か
く
る
る
（
古
今
集
雷
春
上
）

　
　
　
（
詞
書
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
顕
綱
朝
臣

　
5
9
む
め
の
は
な
か
ば
か
り
に
ほ
ふ
は
る
の
よ
の
や
み
は
か
ぜ
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ
（
後
拾
遺
集
⑱
春
上
）

　
　
　
（
詞
書
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
宰
大
弐
長
房

　
1
8
む
め
が
え
に
か
ぜ
や
ふ
く
ら
ん
春
の
夜
は
を
ら
ぬ
柚
さ
へ
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
（
金
葉
集
⑧
春
）

の
よ
う
に
闇
や
夜
そ
の
も
の
と
共
に
用
い
ら
れ
て
そ
の
芳
香
が
強
調
さ
れ
る
。
清
輔
は
こ
れ
と
は
違
っ
て
「
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
時
間

帯
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
は
、
れ
い
の
『
枕
草
子
』
冒
頭
、

　
　
春
は
曙
。
や
う
く
し
ろ
く
な
り
行
、
や
ま
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

に
よ
っ
て
コ
ピ
ー
化
さ
れ
た
観
の
あ
る
景
物
だ
。
和
泉
式
部
は
こ
れ
に
挑
む
か
の
よ
う
に
人
事
に
用
い
る
。

　
　
　
夜
、
い
も
ね
ぬ
に
、
障
子
を
い
そ
ぎ
あ
け
て
な
が
む
る
に

　
蝸
恋
し
さ
も
あ
き
の
ゆ
ふ
べ
に
お
と
ら
ぬ
は
霞
た
な
引
く
春
の
あ
け
ぼ
の
（
和
泉
式
部
続
集
）

と
詠
み
、
一
般
化
さ
れ
て
い
る
秋
の
夕
暮
に
劣
ら
な
い
春
曙
の
特
に
人
恋
し
さ
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
春
曙
が
梅
花
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
の
は
当
該
歌
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
夜
明
け
の
薄
明
を
い
う
曙
は
眠
り
か
ら
い
ま
だ
覚
め

や
ら
な
い
意
識
も
う
ろ
う
の
時
間
帯
で
あ
り
、
夢
幻
性
と
妖
艶
な
趣
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
折
々
の
梅
花
の
甘
美
な
香
が
加
わ
り
1

「
数
々
か
を
る
」
よ
り
も
「
を
り
を
り
か
を
る
」
の
方
が
情
緒
的
に
ふ
さ
わ
し
い
1
、
い
わ
ば
視
覚
と
嗅
覚
の
な
い
混
ぜ
に
な
っ
た
情

　
　
　
　
　
　
引

調
を
詠
ん
で
い
る
。

　
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
次
に
見
ら
れ
る
の
は
『
千
載
集
』
春
上
で
あ
る
。

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
和
寺
法
親
王
守
覚

　
2
8
梅
が
え
の
花
に
こ
づ
た
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
さ
へ
に
ほ
ふ
春
の
曙



　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
納
言
実
家

　
2
9
風
わ
た
る
の
き
ば
の
む
め
に
驚
の
な
き
て
こ
づ
た
ふ
春
の
あ
け
ぼ
の

　
後
者
は
初
め
二
句
か
ら
香
が
そ
の
あ
た
り
に
漂
い
満
ち
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
首
は
当
該
歌
と
は
異
な
っ
て
「
鶯
」

が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
視
⑧
聴
⑳
嗅
覚
が
交
感
さ
れ
た
春
の
情
調
を
う
た
っ
て
い
る
。

　
藤
原
定
家
は
次
の
よ
う
に
詠
む
。

　
5
梅
の
花
梢
を
な
べ
て
吹
く
風
に
空
さ
へ
に
ほ
ふ
春
の
明
け
ぼ
の
（
拾
遺
愚
草
上
⑧
初
学
百
首
）

　
春
曙
に
、
梅
花
を
吹
き
渡
る
風
に
誘
わ
れ
て
梅
香
が
匂
い
立
っ
と
い
う
意
で
あ
り
、
風
を
仲
介
に
す
る
点
で
清
輔
の
素
朴
な
詠
み
方

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
千
載
集
』
詠
と
も
ど
も
こ
れ
ら
は
当
該
歌
を
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
問
違
い
な
い
と
思
う
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
注
目
さ
れ
る
こ
の
発
想
に
、
清
輔
自
身
は
目
言
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
め
二
句
の
措
辞
に
酷
似
す

る
歌
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
は
な
を
見
て
　
　
源
さ
ね
あ
き
ら

　
m
あ
た
ら
夜
の
月
と
花
と
を
お
な
じ
く
は
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や
（
後
撰
集
⑧
春
下
）

　
　
　
正
月
ば
か
り
に
っ
の
く
に
に
は
べ
り
け
る
こ
ろ
人
の
も
と
に
い
ひ
っ
か
は
し
け
る
　
　
能
因
法
師

　
4
3
こ
こ
ろ
あ
ら
む
人
に
み
せ
ば
や
っ
の
＜
に
の
な
に
は
わ
た
り
の
は
る
の
け
し
き
を
（
後
拾
遺
集
⑱
春
上
）

　
「
あ
は
れ
し
れ
ら
ん
人
」
「
こ
こ
ろ
あ
ら
む
人
」
は
い
ず
れ
も
情
趣
を
解
す
る
人
と
い
う
意
で
あ
り
、
春
の
景
物
と
し
て
優
れ
て
い

る
の
で
こ
れ
ら
の
人
に
「
見
せ
ば
や
」
と
う
た
っ
て
い
る
。
「
な
さ
け
あ
ら
ん
人
」
も
こ
れ
ら
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
ろ
う
。
っ
ま
り
、

清
輔
が
こ
う
い
う
人
に
「
み
せ
ば
や
」
と
す
る
の
は
自
分
の
創
見
に
対
し
て
自
言
を
も
っ
て
い
る
体
な
の
で
は
な
い
か
。

　
で
は
、
彼
を
し
て
こ
う
い
う
態
度
を
と
ら
せ
た
の
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
歌
に
見
ら
れ
た
助
詞
「
ば
や
」
に
引
か

れ
て
、
こ
れ
を
詠
み
込
む
清
輔
詠
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
暮
春
」
に
、

　
5
9
お
ほ
か
た
も
春
ぞ
く
る
る
は
を
し
き
か
と
花
な
き
や
ど
の
人
に
と
は
ば
や

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

三



四

が
あ
り
、
『
久
安
百
首
』
に
詠
ま
れ
た
も
の
。
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
春
が
暮
れ
る
の
は
惜
し
い
か
ど
う
か
、
花
が
植
わ
っ
て
い
な
い

家
の
人
に
尋
ね
て
み
た
い
と
い
う
意
で
あ
り
、
花
と
は
無
関
係
に
惜
春
の
情
が
あ
る
か
否
か
を
清
輔
は
詠
む
。
こ
れ
に
関
わ
る
歌
に
次

の
も
の
が
あ
る
◎

　
　
　
亭
子
院
の
歌
合
の
は
る
の
は
て
の
う
た
　
　
　
　
み
っ
ね

　
㎜
け
ふ
の
み
と
春
を
お
も
は
ぬ
時
だ
に
も
立
っ
こ
と
や
す
き
花
の
か
げ
か
は
（
古
今
集
⑧
春
下
）

　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね

　
蝸
く
れ
て
又
あ
す
と
だ
に
な
き
は
る
の
日
を
花
の
影
に
て
け
ふ
は
く
ら
さ
む
（
後
撰
集
⑱
春
下
）

　
両
詠
に
共
通
す
る
の
は
、
惜
春
の
情
は
結
局
の
と
こ
ろ
花
を
惜
し
む
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
般
的
な
詠

ま
れ
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
清
輔
が
疑
問
を
呈
し
て
、
「
花
な
き
や
ど
の
人
に
と
は
ば
や
」
と
う
た
っ
て
い
る
。

　
次
は
「
旦
二
十
五
首
の
な
か
に
」
と
あ
る
、

　
蝸
月
見
れ
ば
た
れ
も
涙
や
と
ま
ら
ぬ
と
お
も
ふ
こ
と
な
き
人
に
と
は
ば
や

　
こ
れ
は
五
九
番
歌
に
歌
体
の
点
に
お
い
て
も
似
る
。
月
を
見
る
と
誰
も
涙
が
止
ま
ら
な
い
か
ど
う
か
、
物
思
い
の
な
い
人
に
尋
ね
て

み
た
い
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
は
、
直
裁
に
涙
を
詠
み
込
む
こ
と
は
な
い
が
、
著
名
な
、

　
　
　
（
詞
書
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
千
里

　
醐
月
見
れ
ば
ち
ぢ
に
物
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
身
ひ
と
っ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど
（
古
今
集
亀
秋
上
）

を
い
ま
上
げ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
実
は
清
輔
は
こ
の
歌
以
外
に
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
二
首
詠
ん
で
い
る
。
お
の
お
の
「
月
」

「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
と
あ
る
、

　
㎜
い
ま
よ
り
は
ふ
け
ゆ
く
ま
で
に
月
は
見
じ
そ
の
こ
と
と
な
く
涙
お
ち
け
り

　
刷
い
ま
よ
り
は
心
の
ま
ま
に
月
は
見
じ
物
お
も
ひ
ま
さ
る
っ
ま
と
な
り
け
り

　
前
者
は
後
に
『
千
載
集
』
雑
上
に
入
集
す
る
。
同
じ
く
〕
涙
」
を
詠
み
、
第
二
、
三
句
の
条
件
が
加
わ
る
。
後
者
は
物
思
い
の
種
と

な
る
の
で
思
い
の
ま
ま
に
月
は
見
る
ま
い
と
い
う
。



　
こ
の
よ
う
に
う
た
う
清
輔
で
あ
る
が
、
本
当
に
「
月
見
れ
ば
た
れ
も
涙
や
と
ま
ら
ぬ
」
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
と
い
う
趣
旨
で
こ
う

詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
、
彼
に
は
述
懐
風
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
「
お
も
ふ
こ
と
」
と
関
係
付
け
る
の
に
与
っ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

　
既
成
の
も
の
に
疑
問
を
も
っ
た
り
、
確
認
し
た
り
す
る
の
は
、
物
事
を
見
直
す
契
機
と
な
っ
て
根
源
に
迫
り
う
る
。
こ
の
営
為
が
二

一
番
歌
の
創
出
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
あ
の
よ
う
な
目
言
に
あ
ふ
れ
る
揚
言
を
も
っ
て
詠
ま
し
め
た
の
で

あ
ろ
う
。
・

○

　
次
に
、
「
秋
は
な
」
の
、

　
…
…
う
す
ぎ
り
の
ま
が
き
の
花
の
あ
さ
じ
め
り
秋
は
夕
と
た
れ
か
い
ひ
け
ん

を
検
討
し
よ
う
。
『
久
安
百
首
』
の
歌
で
あ
り
、
後
に
『
新
古
今
集
』
秋
上
に
「
崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
　
清
輔
朝
臣
」

と
し
て
歌
詞
も
異
同
な
く
入
集
す
る
。
こ
れ
も
二
一
番
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
『
枕
草
子
』
冒
頭
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
た
美
意
識
に
異

を
唱
え
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の
寝
所
へ
行
と
て
、
三
四
、
二
み
っ
な
ど
、
と
び
い

　
　
　
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
っ
ら
ね
た
る
が
、
い
と
ち
い
さ
く
み
ゆ
る
は
、
い
と
お
か
し
。
日
入
は
て
て
、
風

　
　
　
の
音
む
し
の
音
な
ど
い
と
あ
は
れ
な
り
。

　
秋
の
夕
暮
の
趣
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
動
物
の
景
で
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
清
輔
は
二
一
番
歌
と
同
じ
く
植
物
を
詠
み
、
秋

の
朝
方
の
風
情
を
う
た
う
。
「
ま
が
き
の
花
」
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
で
「
も
と
も
と
夏
の
も
の
で

あ
る
花
が
す
が
れ
て
僅
か
に
咲
き
残
っ
て
い
る
景
を
考
え
た
方
が
蓬
か
に
情
趣
が
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
「
あ
さ
じ
め
り
」
に
関

し
て
は
、
清
輔
以
前
に
用
例
を
見
出
し
が
た
く
、
こ
の
た
め
か
『
清
輔
集
」
の
数
本
に
「
あ
さ
け
し
き
」
と
あ
る
。
こ
れ
以
降
は
、
清

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

五



／＼

輔
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
覚
性
法
親
王
の
『
出
観
集
』
に
、

　
　
　
萩

　
㎜
秋
は
ぎ
の
上
葉
下
葉
の
あ
さ
じ
め
り
心
く
る
し
き
は
な
の
か
ほ
か
な

と
踏
襲
さ
れ
、
さ
ら
に
『
後
鳥
羽
院
御
集
」
の
「
同
（
注
、
承
元
二
年
）
外
宮
柑
首
御
会
」
に
、

　
　
　
秋

　
4

　
3
9
末
た
わ
む
庭
の
こ
は
ぎ
の
朝
じ
め
り
物
お
も
ふ
雁
や
な
き
て
過
ぎ
っ
る

　
1

と
見
ら
れ
、
後
者
は
雁
の
涙
で
小
萩
が
「
朝
じ
め
り
」
し
て
い
る
趣
で
あ
る
。
こ
の
措
辞
は
、
朝
し
っ
と
り
と
湿
っ
て
い
る
意
。
後
者

は
当
該
歌
を
意
識
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
院
が
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
て
作
っ
た
の
が
『
新
古
今
集
』
春
上
に
入
る
、

　
　
　
を
の
こ
ど
も
詩
を
っ
く
り
て
歌
に
あ
は
せ
侍
り
し
に
、
水
郷
春
望
と
い
ふ
こ
と
を
　
　
太
上
天
皇

　
3
6
見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水
無
瀬
河
夕
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
む

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
秋
の
夕
暮
に
対
し
て
春
の
タ
暮
、
清
輔
詠
は
秋
の
タ
暮
に
対
し
て
秋
の
朝
方
と
い
う
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
対
象

と
さ
れ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
既
述
し
た
和
泉
式
部
の
歌
も
秋
の
夕
暮
に
対
し
て
で
あ
り
、
や
は
り
『
枕
草
子
』
の
影
響
が
大
き
か
っ

た
と
言
え
よ
う
。

　
い
ま
一
っ
注
目
し
た
い
の
は
第
五
旬
「
た
れ
か
い
ひ
け
ん
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
二
一
番
歌
の
初
め
二
句
と
同
じ
よ
う
に
清
輔
自
身
の

美
意
識
に
対
す
る
目
言
の
表
わ
れ
が
こ
う
言
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

○

　
「
萩
花
勝
春
花
」
の
、

　
m
小
萩
原
や
な
ぎ
さ
く
ら
を
こ
き
ま
ぜ
し
春
の
錦
も
し
か
じ
と
ぞ
お
も
ふ

を
問
題
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
小
萩
原
」
で
切
れ
、
そ
の
様
子
は
柳
と
桜
の
織
り
な
す
「
春
の
錦
」
も
及
ぶ
ま
い
と
す
る
。

「
小
萩
原
」



を
詠
ん
だ
最
初
の
歌
と
思
し
い
の
は
『
為
伸
集
』
の
、

　
　
　
（
詞
書
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
マ
　
　
マ
　
）

　
2
9
小
萩
原
分
け
っ
る
ほ
ど
に
ぬ
れ
に
け
り
い
く
ば
く
か
り
に
置
け
る
露
ぞ
も

か
、
『
金
葉
集
』
秋
の
、

　
　
　
（
詞
書
省
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
行
尊

　
泌
こ
は
ぎ
は
ら
に
ほ
ふ
さ
か
り
は
し
ら
っ
ゆ
も
い
ろ
い
ろ
に
こ
そ
見
え
わ
た
り
け
れ

で
あ
り
、
「
露
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
。

　
比
べ
ら
れ
た
第
二
∫
四
旬
は
『
古
今
集
』
春
上
の
、

　
　
　
花
ざ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
し

　
5
6
み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
と
も
と
「
錦
」
は
た
と
え
ば
『
古
今
集
』
秋
下
の
、

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
湖
竜
田
河
も
み
ぢ
み
だ
れ
て
流
る
め
り
わ
た
ら
ば
錦
な
か
や
た
え
な
む

の
よ
う
に
秋
の
紅
葉
に
た
と
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
『
古
今
集
』
五
六
番
歌
は
春
の
景
と
し
て
お
り
、
そ
の
点
が
眼
目
と
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
清
輔
は
さ
ら
に
『
古
今
集
』
五
六
番
歌
を
否
定
し
、
後
者
の
紅
葉
に
代
っ
て
「
小
萩
原
」
の
「
錦
」
と
い
う
新
し

い
景
物
を
う
た
う
の
で
あ
る
。
「
萩
の
錦
」
の
先
行
歌
に
は
、
『
千
里
集
』
の
、

　
　
　
山
花
織
錦
無
郷
春

　
9
ー
や
ま
ご
と
に
萩
の
に
し
き
を
お
れ
ば
こ
そ
み
る
に
こ
こ
ろ
の
や
す
き
時
な
き

が
あ
り
、
こ
れ
は
山
一
面
に
咲
く
萩
の
花
を
錦
に
見
立
て
た
も
の
。
こ
れ
を
清
輔
が
知
っ
て
い
た
か
否
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
当
該
歌

は
『
古
今
集
』
の
よ
う
に
複
数
の
も
の
が
な
い
混
ぜ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
小
萩
だ
け
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
錦
を
賛
美
し
て
い

る
。
そ
し
て
ま
た
、
春
と
秋
と
い
う
異
な
っ
た
季
節
を
姐
上
に
載
せ
て
い
る
こ
と
が
今
ま
で
の
例
歌
と
は
違
っ
て
い
る
。

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

七



八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紬
　
　
⑧
　
　
⑧

　
最
後
に
、
美
的
創
見
へ
の
既
述
の
断
定
的
な
自
言
に
満
ち
た
口
吻
と
は
少
し
違
っ
て
「
し
か
じ
と
ぞ
お
も
ふ
」
と
や
や
謙
遜
的
な
言

辞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
な
お
、
「
小
萩
原
」
と
「
錦
」
を
詠
み
合
わ
せ
る
も
の
に
顕
昭
撰
『
今
撰
集
』
の
、

　
　
　
鹿
声
有
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
将
実
家

　
8
6
小
萩
原
に
し
き
を
し
け
る
野
辺
に
こ
そ
立
ち
わ
づ
ら
ひ
て
鹿
は
鳴
き
け
れ

が
あ
る
。
『
実
家
集
』
に
も
見
ら
れ
、
初
句
は
「
ま
は
ぎ
は
ら
」
第
五
句
は
「
し
か
は
な
く
な
れ
」
と
あ
る
。
藤
原
実
家
は
清
輔
よ
り

四
十
歳
く
ら
い
年
少
で
、
清
輔
詠
に
倣
っ
た
も
の
か
。

○

　
四
番
目
の
歌
と
し
て
、
「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
と
あ
る
、

　
㎜
い
か
な
れ
や
花
も
も
み
ぢ
も
を
り
こ
そ
あ
れ
年
の
一
と
せ
あ
か
ぬ
月
影

を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
歌
群
は
秋
の
月
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
季
節
に
は
関
係
な
く
い
ろ
い
ろ
な
月
詠
が
入
る
。
花
も
紅
葉
も
そ
の
折
に

よ
っ
て
は
美
し
い
が
、
ど
う
い
う
わ
け
で
月
光
は
一
年
中
美
し
く
て
見
飽
き
る
こ
と
が
な
い
の
か
と
い
う
の
が
歌
意
で
あ
る
。
一
般
的

に
月
光
は
秋
に
詠
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
「
年
の
一
と
せ
あ
か
ぬ
月
影
」
と
う
た
う
清
輔
は
特
に
ど
の
季
節
の
月
光
を
普
通
に
言

わ
れ
る
も
の
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
春
の
月
で
あ
る
が
、
用
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
た
と
え
ば
前
述
の
『
後
撰
集
』
一
〇
三
番
歌
や
『
金
葉
集
』
春
の
、

　
　
　
後
冷
泉
院
御
時
、
月
の
あ
か
か
り
け
る
よ
女
房
た
ち
ぐ
し
て
南
殿
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
た
り
け
る
に
、
に
は
の
は
な
か
っ
ち
り
て

　
　
　
お
も
し
ろ
か
り
け
る
を
御
覧
じ
て
（
以
下
省
略
）
　
　
下
野

　
6
9
な
が
き
よ
の
月
の
ひ
か
り
の
な
か
り
せ
ば
く
も
ゐ
の
は
な
を
い
か
で
を
ら
ま
し

の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
夏
の
月
に
っ
い
て
は
、



　
　
　
夏
夜
月
と
い
ふ
心
を
よ
み
は
べ
り
け
る
　
　
　
　
土
御
門
右
大
臣

　
㎜
な
っ
の
よ
の
月
は
ほ
ど
な
く
い
り
ぬ
と
も
や
ど
れ
る
水
に
か
げ
を
と
め
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
弐
資
通

　
脳
な
に
を
か
は
あ
く
る
し
る
し
と
思
ふ
べ
き
ひ
る
に
か
は
ら
ぬ
夏
の
夜
の
っ
き
（
と
も
に
後
拾
遺
集
⑧
夏
）

　
　
　
夏
月
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
親
房

　
雌
た
ま
く
し
げ
ふ
た
か
み
や
ま
の
く
も
ま
よ
り
い
づ
れ
ば
あ
く
る
夏
の
よ
の
月
（
金
葉
集
⑨
夏
）

と
あ
り
、
と
も
に
歌
会
で
の
詠
か
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
冬
の
月
は
ど
う
う
た
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
高
岳
相
如
が
家
に
、
冬
の
よ
の
月
お
も
し
ろ
う
侍
り
け
る
夜
、
ま
か
り
て
　
　
も
と
す
け

　
6

　
1
4
い
ざ
か
く
て
を
り
あ
か
し
て
ん
冬
の
月
春
の
花
に
も
お
と
ら
ざ
り
け
り
（
拾
遺
集
⑧
雑
秋
）

　
1

　
　
　
題
不
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
不
知

　
㎎
あ
き
は
な
ほ
こ
の
し
た
か
げ
も
く
ら
か
り
き
月
は
ふ
ゆ
こ
そ
み
る
べ
か
り
け
れ
（
詞
花
集
⑧
冬
）

　
そ
し
て
、
永
承
四
年
（
一
〇
四
九
）
の
『
内
裏
歌
合
』
の
「
月
」
に
「
少
納
言
伊
房
」
作
、

　
6
あ
き
と
の
み
い
か
な
る
ひ
と
か
い
ひ
そ
め
し
つ
き
は
ふ
ゆ
こ
そ
み
る
べ
か
り
け
れ

と
あ
り
、
冬
の
月
は
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
各
歌
が
、
冬
の
月
を
「
春
の
花
に
も
お
と
ら
ざ
り
け
り
」
「
ふ
ゆ
こ
そ
み
る
べ
か
り

け
れ
」
の
ご
と
く
、
こ
と
さ
ら
に
注
意
を
喚
起
す
る
体
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
っ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
冬
の
月
は
も
と
も
と
賞
美
に
価

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
『
源
氏
物
語
』
「
朝
顔
」
巻
の
有
名
な
部
分
を
上
げ
よ
う
。
光
源
氏
は
紫
の
上
に
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
時
く
に
っ
け
て
も
、
人
の
心
を
う
っ
す
め
る
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、
冬
の
夜
の
澄
め
る
月
に
雪
の
光
あ
ひ
た
る
宇
一
そ
、
あ

　
　
や
し
う
色
な
き
も
の
の
身
に
し
み
て
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
事
ま
で
思
ひ
流
さ
れ
、
お
も
し
ろ
さ
も
あ
は
れ
さ
も
残
ら
ぬ
お
り
な
れ
。

　
　
す
さ
ま
じ
き
た
め
し
に
言
ひ
を
き
け
む
人
の
心
あ
さ
さ
よ
」
と
て
、
御
簾
巻
き
上
げ
さ
せ
給
ふ
。

　
源
氏
は
、
人
々
が
心
ひ
か
れ
る
花
や
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
冬
の
夜
の
澄
ん
だ
月
に
積
雪
の
映
え
て
見
え
る
空
が
趣
深
い
と
言
う
。
花

藤
原
清
輔
の
反
云
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

九



一
〇

や
紅
葉
と
比
べ
る
の
は
当
該
歌
と
同
じ
。
こ
の
少
し
前
に
も
、

　
　
月
さ
し
出
で
て
、
う
す
ら
か
に
積
れ
る
雪
の
光
あ
ひ
て
、
な
か
く
い
と
お
も
し
ろ
き
夜
の
さ
ま
な
り
。
看
っ
る
老
い
ら
く
の

　
　
心
げ
さ
う
も
、
よ
か
ら
ぬ
も
の
の
世
の
た
と
ひ
と
か
聞
き
し
、
と
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
て
お
か
し
く
な
む
。

と
同
じ
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
っ
い
て
、
『
河
海
抄
』
は
「
清
少
納
言
枕
草
子
す
さ
ま
し
き
も
の
お
う
な
の
け
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
老
　
　
幅

し
は
す
の
月
夜
と
云
々
」
と
注
を
付
す
が
、
現
存
『
枕
草
子
』
諸
本
に
こ
の
本
文
を
持
っ
も
の
は
な
い
。
確
か
に
、
こ
の
あ
た
り
は

「
御
簾
巻
き
上
げ
さ
せ
給
ふ
」
と
『
枕
草
子
』
を
意
識
し
た
表
現
が
見
ら
れ
、
ま
た
逆
に
、
前
栽
の
「
遣
水
も
い
と
い
た
う
む
せ
び
て
、

池
の
氷
も
え
も
言
は
ず
す
ご
き
に
、
童
べ
下
ろ
し
て
、
雪
ま
ろ
ば
し
せ
さ
せ
給
ふ
」
と
『
枕
草
子
』
に
は
な
い
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら

考
え
て
、
『
枕
草
子
』
へ
の
対
抗
意
識
を
よ
み
と
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
と
こ
れ
ら
の
歌
は
春
や
秋
と
比
べ
る
こ
と
で
似
る
が
、
前
者
が
積
雪
を
配
し
て
い
る
点
は
違
っ
て
お
り
、
こ
の
取
り

合
わ
せ
が
他
に
「
若
菜
下
」
巻
や
「
総
角
」
巻
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
紫
式
部
に
は
よ
ほ
ど
心
に
染
み
入
る
情
景
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
。

　
叙
上
の
ご
と
く
、
『
源
氏
物
語
』
『
拾
遺
集
』
『
後
拾
遺
集
』
の
こ
ろ
あ
た
り
か
ら
冬
の
月
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
千
載
集
』

以
後
に
漸
増
し
て
ゆ
く
。
『
千
載
集
』
冬
で
例
歌
を
上
げ
る
と
、

　
　
　
月
前
水
鳥
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
前
左
衛
門
督
公
光

　
蜥
あ
し
が
も
の
す
だ
く
入
え
の
月
か
げ
は
こ
ほ
り
ぞ
浪
の
か
ず
に
く
だ
く
る

　
　
　
冬
月
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
平
実
重

　
螂
夜
を
か
さ
ね
む
す
ぷ
氷
の
し
た
に
さ
へ
心
ふ
か
く
も
や
ど
る
月
か
な

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仁
和
寺
後
入
道
法
親
王
覚
性

　
蜘
た
と
へ
て
も
い
は
む
か
た
な
し
月
か
げ
に
う
す
雲
か
け
て
ふ
れ
る
し
ら
雪

　
以
前
の
よ
う
に
、
冬
の
月
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
体
で
は
な
く
、
お
の
お
の
の
様
子
が
具
象
的
に
詠
ま
れ
る
。
最
初
は
氷
が
砕
け

散
る
よ
う
に
き
ら
き
ら
と
美
し
い
月
光
、
次
は
氷
の
下
深
く
ま
で
宿
っ
て
趣
深
く
澄
む
月
、
最
後
は
薄
雲
が
お
お
う
月
に
白
雪
が
舞
っ



て
い
る
幻
想
的
な
様
と
い
う
風
で
あ
る
。

　
一
」
う
述
べ
て
く
れ
ば
、
清
輔
は
興
醒
め
だ
と
さ
れ
て
き
た
冬
の
月
を
特
に
念
頭
に
置
い
て
「
年
の
一
と
せ
あ
か
ぬ
月
影
」
と
詠
ん
で

み
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
第
に
増
え
て
き
た
歌
の
世
界
に
お
け
る
冬
の
月
の
情
趣
を
確
固
た
る
も
の
に
さ
せ
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
『
千
載
集
』
時
代
の
さ
き
が
け
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
清
輔
自
身
は
そ
も
そ
も
冬
の
月
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
三
首
見
出
さ
れ
る
。
「
冬
月
」
の
、

　
〃
し
ろ
た
へ
の
雪
ふ
き
お
ろ
す
か
ざ
こ
し
の
み
ね
よ
り
出
づ
る
冬
の
夜
の
月

　
も
と
も
と
『
久
安
百
首
」
歌
で
あ
り
、
風
が
雪
を
吹
き
下
ろ
す
と
い
う
風
越
の
峰
か
ら
非
情
な
ま
で
に
冷
た
く
輝
い
て
出
る
冬
の
月

を
詠
む
。
冬
の
月
の
一
っ
の
景
で
あ
り
、
中
世
的
な
感
じ
さ
え
与
え
る
。

　
二
首
目
は
「
森
間
寒
月
」
の
、

　
㎜
冬
が
れ
の
森
の
朽
葉
の
霜
の
う
へ
に
お
ち
た
る
月
の
影
の
さ
む
け
さ

　
こ
れ
は
『
新
古
今
集
』
冬
に
「
題
し
ら
ず
」
と
し
て
入
集
し
、
『
中
古
六
歌
仙
』
や
『
秀
歌
体
大
略
』
に
引
か
れ
る
。
『
清
輔
集
』
は

第
五
旬
を
「
さ
や
け
さ
」
と
す
る
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
『
新
古
今
集
』
も
こ
の
二
本
文
間
で
異
同
が
あ
る
。
第
四
句
の
措
辞
に
つ
い

て
は
『
古
今
集
』
秋
上
の
次
の
歌
と
関
係
が
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
脳
こ
の
ま
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
き
に
け
り

　
第
二
句
が
六
条
家
流
の
本
に
は
「
落
ち
く
る
月
」
「
落
ち
た
る
月
」
と
あ
り
、
後
者
を
承
け
た
も
の
か
。

こ
れ
を
用
い
て
弟
の
重
家
も
、
，

　
8
8
む
ら
ぎ
ゆ
る
雪
か
と
み
れ
ば
こ
の
ま
よ
り
お
ち
た
る
月
の
光
な
り
け
り
（
重
家
集
）

と
詠
む
が
、
こ
の
方
が
『
古
今
集
』
歌
に
は
よ
り
近
い
と
言
え
よ
う
。

　
清
輔
詠
は
、
霜
が
白
く
置
い
た
森
の
朽
葉
に
何
に
も
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
さ
す
月
光
を
「
さ
む
け
さ
」
「
さ
や
け
さ
」
と
う
た
う
。

こ
の
ど
ち
ら
の
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
に
わ
か
に
は
判
じ
ら
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
冷
え
冷
え
と
輝
く
月
を
詠
ん
で
お
り
、

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て



二
一

前
歌
と
変
り
は
な
い
。

　
三
首
目
は
「
池
上
寒
月
」
の
、

　
㎜
冬
の
池
の
玉
も
に
さ
ゆ
る
月
影
や
あ
く
れ
ば
き
ゆ
る
こ
ほ
り
な
る
ら
ん

　
こ
れ
は
『
金
葉
集
」
冬
の
、

　
　
　
月
網
代
を
て
ら
す
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
　
　
　
大
納
言
経
言

　
湖
月
き
よ
み
せ
ぜ
の
あ
じ
ろ
に
よ
る
ひ
を
は
た
ま
も
に
さ
ゆ
る
こ
ほ
り
な
り
け
り

の
下
の
句
と
『
清
輔
集
』
の
「
露
秋
夜
玉
」
と
あ
る
、

　
㎜
た
っ
た
姫
お
け
る
物
と
や
お
も
ふ
ら
ん
あ
く
れ
ば
き
ゆ
る
露
の
し
ら
玉

の
第
四
句
を
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
て
い
よ
う
か
。
当
該
歌
は
冬
の
池
に
美
し
く
冴
え
渡
っ
て
い
る
月
を
う
た
う
。

　
こ
れ
ら
三
首
は
清
輔
が
冬
の
月
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
詠
み
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
清
輔
詠
の
四
首
を
と
り
上
げ
た
が
、
伝
統
的
な
王
朝
美
へ
の
反
発
か
ら
新
し
い
美
へ
の
志
向
を
詠
む
歌
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
か
な
り
の
自
言
を
も
っ
た
詠
み
方
と
な
っ
て
お
り
、
彼
自
身
を
「
な
さ
け
あ
ら
ん
人
」
（
二
一
番

歌
）
の
一
人
と
し
て
い
る
と
ま
で
断
じ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

二

　
こ
こ
で
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
あ
る
歌
を
基
に
し
て
異
な
っ
た
発
想
で
も
っ
て
う
た
わ
れ
た
詠
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
反
発
と
い

う
観
点
か
ら
も
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
「
若
菜
」
と
あ
る
、

　
1
6
し
ろ
た
へ
の
袖
ふ
り
は
へ
て
春
の
野
の
わ
か
な
は
雪
も
っ
む
に
ぞ
有
り
け
る

　
『
久
安
百
首
』
の
歌
で
あ
り
、
二
っ
の
詠
歌
を
合
成
し
て
い
る
。
一
っ
は
周
知
の
ご
と
く
『
古
今
集
』
春
上
の
、

　
　
　
歌
た
て
ま
っ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
よ
み
て
た
て
ま
っ
れ
る
　
　
っ
ら
ゆ
き



　
2
2
か
す
が
の
の
わ
か
な
っ
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む

で
あ
る
。
そ
し
て
『
後
拾
遺
集
』
春
上
の
、

　
　
　
正
月
七
日
子
日
に
あ
た
り
て
ゆ
き
ふ
り
は
べ
り
け
れ
ば
よ
め
る
　
　
伊
勢
大
輔

　
3
2
ひ
と
は
み
な
の
べ
の
こ
ま
っ
を
ひ
き
に
ゆ
く
け
さ
の
わ
か
な
は
ゆ
き
や
っ
む
ら
ん

で
あ
り
、
人
々
は
み
な
野
辺
の
小
松
引
き
に
出
掛
け
て
お
り
、
今
朝
の
若
菜
摘
み
は
人
に
代
っ
て
積
も
っ
た
雪
が
摘
む
と
い
う
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
意
。
「
っ
む
」
は
「
積
む
」
と
「
摘
む
」
の
掛
詞
。

　
清
輔
詠
で
二
つ
の
歌
を
合
わ
せ
た
も
の
に
「
桜
」
の
、

　
3
1
を
と
め
ご
の
柚
ふ
る
山
を
き
て
み
れ
ば
花
の
挟
も
ほ
こ
ろ
び
に
け
り

が
あ
る
。
『
拾
遺
集
』
雑
恋
の
、

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
本
人
麿

　
0

　
2
1
を
と
め
ご
が
袖
ふ
る
山
の
み
づ
が
き
の
ひ
さ
し
き
よ
よ
り
思
ひ
そ
め
て
き

　
ー

の
初
め
二
句
と
祖
父
の
『
六
条
修
理
大
夫
集
』
に
入
る
「
春
雨
」
と
あ
る
、

　
㎜
か
す
み
し
く
こ
の
め
は
る
さ
め
ふ
る
ご
と
に
は
な
の
た
も
と
は
ほ
こ
ろ
び
に
け
り

の
下
の
句
を
「
き
て
み
れ
ば
」
で
繋
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
何
ら
趣
向
を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
歌
は
、

人
だ
け
で
な
く
雪
も
若
菜
を
摘
ん
で
い
る
と
い
う
『
後
拾
遺
集
』
の
発
想
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、
「
ふ
り
は
へ
て
」
に
注
目

し
て
み
る
と
、
雪
は
袖
を
振
り
な
が
ら
わ
ざ
わ
ざ
出
掛
け
て
ゆ
く
こ
と
も
な
く
積
も
っ
た
ま
ま
で
苦
も
な
く
摘
ん
で
い
る
と
よ
む
こ
と

が
で
き
、
こ
れ
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
あ
と
一
首
を
上
げ
よ
う
。
「
三
歳
な
り
け
る
こ
に
お
く
れ
て
よ
め
り
け
る
」
と
あ
る
、

　
脚
い
と
け
な
き
人
お
り
た
た
ば
わ
た
り
川
淵
せ
も
い
は
ず
水
も
ひ
な
な
む

は
『
古
今
集
』
哀
傷
歌
の
、

　
　
　
い
も
う
と
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
よ
み
け
る
　
　
小
野
た
か
む
ら
の
朝
臣

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

二
二



一
四

　
鵬
な
く
涙
雨
と
ふ
ら
な
む
わ
た
り
河
水
ま
さ
り
な
ば
か
へ
り
く
る
が
に

に
拠
っ
て
い
よ
う
。
『
古
今
集
』
歌
に
っ
い
て
、
『
奥
義
抄
』
は
注
を
付
し
て
お
り
、
「
渡
り
川
と
は
三
途
河
を
い
ふ
也
。
み
っ
せ
河
と

も
い
へ
り
」
と
あ
る
。
当
該
歌
の
下
の
旬
は
、
水
が
干
上
っ
て
し
ま
っ
て
子
供
が
三
途
の
川
を
渡
れ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
う
た

う
。
現
世
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
歌
は
こ
れ
と
は
対
照
的
に
増
水
し
て
ほ
し
い
と
詠
む
。
発
想
を
変
え
、
意

表
を
っ
い
た
詠
み
方
と
な
っ
て
お
り
、
ね
ら
い
と
す
る
の
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
。

　
わ
が
子
を
亡
く
し
た
悲
し
み
が
『
古
今
集
』
歌
に
挑
ま
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

　
清
輔
の
一
」
う
い
っ
た
姿
勢
は
前
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
次
の
歌
か
ら
も
首
肯
で
き
る
と
思
う
。
ま
ず
、
「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」

と
あ
る
、

　
鵬
人
ご
と
に
よ
も
さ
ら
し
な
と
お
も
ひ
し
を
き
く
に
は
ま
さ
る
を
ば
す
て
の
月

を
上
げ
る
が
、
第
五
旬
は
数
本
に
「
を
ば
す
て
の
山
」
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
「
月
」
と
あ
る
方
が
分
か
り
や
す
い
。
こ
れ
は
『
古
今

集
』
雑
上
の
著
名
な
、

　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
胴
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
っ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
見
て

を
意
識
し
て
い
る
。
清
輔
は
こ
れ
に
拠
っ
て
次
の
よ
う
に
も
作
る
。
『
夫
木
和
歌
抄
」
巻
八
に
、

　
　
　
承
安
二
年
（
注
、
一
一
七
二
）
前
参
議
教
長
卿
家
歌
合
、
暁
郭
公
　
　
清
輔
朝
臣

　
Ω
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
8
2
月
よ
り
も
な
ぐ
さ
め
か
ね
っ
ほ
と
と
ぎ
す
を
ば
す
て
山
の
あ
け
ぼ
の
の
こ
ゑ

　
2

が
あ
る
。
更
級
の
嬢
捨
山
に
こ
う
こ
う
と
照
る
月
を
見
て
も
な
る
ほ
ど
慰
め
が
た
い
わ
が
心
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
郭
公
の
曙
の
声
に
は

心
慰
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
う
た
う
。
こ
れ
は
定
評
あ
る
歌
に
対
す
る
反
発
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
該
歌
に
っ
い
て
も
こ
れ
に
通



じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
人
ご
と
」
は
「
人
言
」
で
あ
り
、
「
さ
ら
し
な
」
は
「
更
級
」
と
「
さ
ら
じ
な
」
の
掛
詞
、
そ
し
て
「
さ
ら
じ
」

は
「
然
あ
ら
じ
」
の
約
。
こ
の
掛
詞
の
用
例
と
し
て
は
、
『
散
木
奇
歌
集
』
第
九
の
、

　
　
　
ち
ぎ
り
し
こ
と
ど
も
を
わ
す
れ
に
け
る
に
や
、
こ
と
ざ
ま
に
思
ひ
な
り
に
け
り
と
き
こ
ゆ
る
人
の
が
り
っ
か
は
し
け
る

　
9

　
3
7
契
り
お
き
し
こ
と
を
ば
す
て
の
山
な
れ
ど
よ
も
さ
ら
し
な
と
な
を
た
の
む
か
な

　
ー

な
ど
が
あ
る
。
っ
ま
り
、
清
輔
詠
は
、
人
の
言
葉
を
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
際
見
て
み
る
と
聞
き
し
に
ま
さ
る
ほ
ど
の
す
さ
ま

じ
い
嬢
捨
山
の
月
で
あ
っ
た
と
う
た
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
人
ご
と
」
（
嬢
捨
山
を
詠
ん
だ
歌
を
指
す
か
）
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に

せ
ず
、
そ
し
て
確
か
め
て
み
た
清
輔
が
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
清
輔
の
経
歴
か
ら
し
て
当
地
に
下
向
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

あ
く
ま
で
も
現
地
を
見
て
詠
ん
だ
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
人
ご
と
」
を
詠
む
歌
が
も
う
一
首
見
え
る
。
「
八
月
十
五
夜
」
の
、

　
蝸
む
か
し
よ
り
い
っ
は
り
な
ら
ぬ
ひ
と
こ
と
は
こ
よ
ひ
の
月
の
ひ
か
り
な
り
け
り

で
あ
る
が
、
第
三
旬
は
「
ひ
と
ご
と
は
」
で
は
な
い
か
。
第
二
句
の
措
辞
の
背
景
に
は
人
の
言
動
を
信
用
し
な
い
体
の
清
輔
が
見
ら
れ
、

こ
の
点
に
お
い
て
前
歌
に
通
う
。

　
最
後
に
、
当
該
歌
に
類
似
す
る
例
歌
を
上
げ
る
。
『
新
勅
撰
集
』
雑
四
に
入
る
、

　
　
　
名
所
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
け
る
に
　
　
　
　
　
　
清
輔
朝
臣

　
5

　
3
1
ふ
る
さ
と
の
人
に
見
せ
ば
や
し
ら
な
み
の
き
く
よ
り
こ
ゆ
る
す
ゑ
の
ま
つ
山

　
ー

　
こ
れ
も
同
じ
く
『
古
今
集
』
東
歌
の
有
名
な
、

　
　
　
み
ち
の
く
う
た

　
3

　
0
9
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
す
ゑ
の
松
山
浪
も
こ
え
な
む

　
ー

を
踏
ま
え
る
。
「
き
く
」
は
「
聞
く
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
同
様
に
著
名
な
歌
枕
を
う
た
っ
て
い
る
。
「
末
の
松
山
」
を
浪
が
越
え
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
が
、
も
し
自
分
に
二
心
が
あ
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
も
起
こ
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
本
歌
に
対
し
て
、
清
輔
は
、
聞
い

て
い
る
以
上
に
白
浪
は
末
の
松
山
を
越
え
て
い
る
と
、
本
歌
と
は
必
ず
し
も
噛
み
合
わ
な
い
詠
み
方
を
す
る
。
『
古
今
集
』
歌
の
誇
張

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て
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五



一
六

し
た
言
辞
へ
の
郡
楡
と
解
す
れ
ば
名
歌
へ
の
挑
戦
と
も
考
え
う
る
が
、
い
ま
は
「
き
く
よ
り
」
に
注
目
し
た
い
。
実
際
に
確
か
め
る
こ

と
は
で
き
る
は
ず
も
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
て
み
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ポ
ー
ズ
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
自
体
が
新
し
さ
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
意
向
の
表
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に
っ

い
て
は
既
に
述
べ
て
お
い
た
。

四

　
清
輔
を
し
て
以
上
の
ご
と
き
歌
を
詠
む
こ
と
に
駆
り
立
て
た
も
の
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
歌
で
も
っ
て
説
明
し
て
み
た

い
。
今
ま
で
も
よ
く
引
い
て
き
た
「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
に
、

　
醐
世
中
の
な
さ
け
も
い
ま
は
う
せ
に
け
り
こ
よ
ひ
の
月
に
人
の
さ
は
ね
ぬ

が
見
え
る
。
後
に
『
中
古
六
歌
仙
』
に
採
ら
れ
る
。
第
五
旬
に
「
た
っ
ね
ぬ
」
「
ね
さ
め
ぬ
」
「
と
は
ね
は
」
「
た
は
ね
ぬ
」
と
異
同
が

あ
り
、
『
中
古
六
歌
仙
』
は
「
た
っ
ね
ぬ
」
。
「
さ
は
ね
ぬ
」
の
「
さ
は
ね
」
は
「
さ
ぬ
」
の
中
に
「
は
」
が
入
り
込
ん
だ
形
か
。
「
さ
ぬ
」

は
た
と
え
ば
古
く
『
万
葉
集
』
巻
一
五
の
「
右
丹
比
大
夫
懐
二
槍
亡
妻
一
歌
」
に
、

　
8

　
6
4
た
づ
が
な
き
あ
し
へ
を
さ
し
て
と
び
わ
た
る
あ
な
た
づ
た
づ
し
ひ
と
り
さ
ぬ
れ
ば

　
3

と
あ
る
。
「
さ
」
は
接
頭
語
、
「
ぬ
（
寝
）
」
は
「
寝
る
」
、
「
共
寝
す
る
」
の
意
で
、
清
輔
詠
は
前
者
か
。
最
後
の
「
ぬ
」
は
終
止
形
と

す
れ
ば
完
了
の
助
動
詞
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
五
旬
は
今
宵
の
美
し
い
月
に
人
が
観
賞
す
る
こ
と
も
な
く
寝
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

言
う
の
だ
ろ
う
。
「
た
は
ね
ぬ
」
は
あ
る
い
は
「
さ
は
ね
ぬ
」
の
誤
写
か
と
も
考
え
ら
れ
、
他
の
諸
本
文
の
場
合
は
意
味
は
通
じ
る
。

第
二
旬
の
「
な
さ
け
」
は
二
一
番
歌
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
風
流
を
解
す
る
心
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
こ
れ
は
現
今
の
風
流
心
の
衰
微

を
嘆
い
て
い
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翻
っ
て
、
二
一
番
歌
は
情
趣
の
分
か
る
人
は
少
数
だ
と
い
う
前
提
で
も
っ
て
詠
ま
れ
た
と
い

ま
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

　
清
輔
が
こ
う
嘆
く
の
は
、
か
っ
て
『
袋
草
紙
』
を
例
に
上
げ
て
説
い
た
ご
と
く
、
今
は
「
末
代
」
の
世
で
あ
る
と
い
う
危
機
意
識
を



彼
自
身
が
特
に
強
く
抱
い
て
い
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
手
垢
の
付
い
た
景
物
等
で
は
も
は
や
な
く
、
新
し
い
も
の
を

提
示
す
る
方
が
緊
要
で
あ
る
と
清
輔
は
判
断
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
名
歌
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
傲
わ
ず
に
、
反
発
の
意
を

込
め
て
あ
る
い
は
発
想
を
変
え
て
詠
む
こ
と
が
清
輔
に
と
っ
て
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
今
回
取
り
上
げ
た
限
り
で
は
進
取
的
な
和
歌
は
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
清
輔
は

保
守
的
な
歌
人
で
あ
る
裏
付
け
と
な
り
う
る
が
、
私
は
彼
な
り
に
少
し
で
も
斬
新
な
も
の
を
詠
む
べ
く
努
力
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、

そ
れ
を
評
価
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

注
ω
「
藤
原
清
輔
詠
と
清
輔
本
『
古
今
集
』
」
（
「
島
大
国
文
」
第
二
十
一
号
）

　
②
「
藤
原
清
輔
の
詠
歌
－
特
に
、
万
葉
歌
の
受
容
に
つ
い
て
－
」
（
「
島
根
大
学
法
文
学
部
文
学
科
紀
要
」
第
二
十
二
号
）

　
㈹
「
藤
原
清
輔
詠
歌
の
父
祖
詠
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
前
、
第
二
十
四
号
）

　
ω
「
藤
原
清
輔
の
「
歌
枕
」
詠
」
（
「
島
大
国
文
」
第
二
十
五
号
）

　
⑤
久
富
木
原
玲
氏
「
和
歌
的
マ
ジ
ッ
ク
の
方
法
－
定
家
の
梅
花
詠
－
」
（
『
日
本
の
文
学
』
第
4
集
）
。
春
曙
と
梅
花
詠
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ

　
　
　
　
ら
れ
て
い
る
。

　
㈹
「
『
袋
草
紙
』
に
お
け
る
「
末
代
」
－
著
述
意
図
と
関
連
さ
せ
て
－
」
（
「
中
古
文
学
」
第
三
十
号
）

　
清
輔
の
詠
歌
は
特
に
断
っ
た
も
の
を
除
い
て
『
清
輔
集
』
に
拠
る
。
本
稿
の
引
用
は
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
、
『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』

　
は
、
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本
、
『
河
海
抄
」
は
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
河
海
抄
』
に
拠
っ
た
。

藤
原
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て

一
七




