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古
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は
じ
め
に

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』（
以
下
『
古
今
六
帖
』）
の
歳
時
部
に
は
四
〇
の
項
目
が
立
て
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
概
ね
四
季
の
推
移
に
即
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
春
夏

秋
冬
の
各
季
の
「
は
じ
め
」
と
「
は
て
」
を
示
す
項
目
―
―
春
立
つ
日
、
春
の
は
て
、

は
じ
め
の
夏
、
夏
の
は
て
、
秋
立
つ
日
、
秋
の
は
て
、
初
冬
、
歳
の
暮
れ
の
計
八
項

目
―
―
が
も
れ
な
く
均
等
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
本
稿
の
目

的
は
、『
古
今
集
』
四
季
部
と
『
古
今
六
帖
』
歳
時
部
を
中
心
に
、
平
安
朝
の
歌
集
に

お
い
て
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
は
じ
め
と
は
て
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
四
季
の
移
ろ
い
に
即
し
て
歌
を
配
列
す
る
歌
集
に

お
い
て
、
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
に
ど
の
よ
う
な
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
か
は
、
歌
集

全
体
の
構
成
意
識
に
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、四
季
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
歌
を
並
べ
る
と
い
う
歌
集
の
配
列
構
造
は
、

紀
貫
之
ら
『
古
今
集
』
撰
者
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
古
今
集
』
春
部
巻
頭

に
は
年
内
立
春
の
歌
が
、
春
部
巻
末
に
は
三
月
尽
の
歌
が
配
さ
れ
、
そ
の
巻
頭
歌
・
巻

軸
歌
の
間
に
、
春
の
景
物
を
詠
ん
だ
歌
々
が
時
系
列
に
即
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
『
古
今
集
』
四
季
部
の
配
列
構
造
が
後
世
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
で
あ
り
、
そ
の
後

の
勅
撰
集
や
『
古
今
六
帖
』
を
は
じ
め
と
す
る
私
撰
集
な
ど
多
数
の
歌
集
に
そ
の
配
列

法
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
何
を
も
っ
て
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
と
み

な
す
か
―
―
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
暦
月
と
二
十
四
節
気
の
い
ず
れ
を
詠
ん
だ
歌
を

【
論
文
概
要
】
四
季
の
歌
を
季
節
の
推
移
に
即
し
て
配
列
し
、
さ
ら
に
各
季
の
冒
頭
に
は
季
の
は
じ
め
の
歌
を
、
各
季
の
末
に
は
季
の
は
て
の
歌
を
配
す
る
と
い
う
歌
集
の

構
造
は
、『
古
今
集
』
撰
者
の
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
影
響
力
は
大
き
く
、
後
世
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』
も
、
そ
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
な
が
ら
独
自
の
歌

集
の
構
成
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ら
の
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
歌
に
は
、
節
月
的
四
季
観
に
よ
る
も
の
と
暦
月
的
四
季
観
に
よ
る
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
個
々
の

歌
が
い
ず
れ
の
四
季
観
に
よ
っ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
『
古
今
集
』
と
『
古
今
和
歌
六
帖
』
を
中
心
に
、

季
の
は
じ
め
と
は
て
の
歌
に
具
体
的
に
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
四
季
観
に
基
づ
く
歌
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
歌
の
表
現
上
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
を
指
摘
し
、『
古
今
集
』、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
歌
集
の
構
成
意
識
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
古
今
和
歌
六
帖　

古
今
和
歌
集　

四
季
歌　

三
月
尽　

二
元
的
四
季
観



九
二

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

当
該
箇
所
に
配
す
る
か
―
―
に
つ
い
て
は
、
歌
集
に
よ
っ
て
差
異
が
存
す
る
よ
う
で
あ

る
。

　

当
該
の
問
題
を
め
ぐ
る
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
田
中
新
一
『
平
安
朝
文
学
に
見
る

二
元
的
四
季
観
』１
が
あ
る
。
田
中
は
、
平
安
朝
の
人
々
が
暦
月
と
二
十
四
節
気
の
両

者
に
基
づ
く
四
季
観
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
と
し
て
こ
れ
を
「
二
元
的
四
季
観
」
と

名
付
け
、『
古
今
集
』
四
季
部
の
配
列
構
造
に
も
そ
の
二
元
的
四
季
観
が
反
映
し
て
い

る
と
論
じ
た
。
な
る
ほ
ど
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
立
春
の
日
を
も
っ
て
春
の
到
来
と

す
る
節
月
的
四
季
観
と
、
三
月
尽
を
も
っ
て
春
の
終
わ
り
と
す
る
暦
月
的
四
季
観
と
が

併
存
、両
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
二
元
的
四
季
観
が
、『
古
今
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
の
表
現
様
式

に
ど
れ
ほ
ど
反
映
し
て
い
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
時
系
列
に
即
し
た
四
季
歌
配
列
の
嚆
矢

と
さ
れ
る
『
古
今
集
』
四
季
部
の
配
列
構
造
を
再
検
討
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
『
古
今

六
帖
』
歳
時
部
の
配
列
、
構
成
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　

一　

古
今
集
四
季
部
に
み
る
季
節
の
は
じ
め
と
は
て

　

本
節
で
は
、『
古
今
集
』
四
季
部
の
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
と
に
ど
の
よ
う
な
歌
が

配
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
ず
季

の
は
じ
め
で
あ
る
が
、
春
部
冒
頭
の
二
首
は
立
春
の
日
の
歌
、
秋
部
冒
頭
の
二
首
は
立

秋
の
日
の
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
夏
部
と
冬
部
の
巻
頭
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
日
の

詠
歌
か
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
季
の
は
て
で
あ
る
が
、
春
部
巻
末
に
は
「
弥
生

の
つ
ご
も
り
の
日
」
の
歌
二
首
と
「
春
の
は
て
」
の
歌
が
一
首
、
秋
部
巻
末
に
は
「
秋

の
は
つ
る
心
」
を
詠
ん
だ
歌
一
首
と
「
長
月
の
つ
ご
も
り
の
日
」
の
歌
が
二
首
配
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
夏
部
巻
末
に
は
「
水
無
月
の
つ
ご
も
り
の
日
」
の
歌
一
首
、

冬
部
巻
末
に
は「
師
走
の
つ
ご
も
り
」や「
年
の
は
て
」の
歌
が
複
数
首
配
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
田
中
新
一
は
、『
古
今
集
』
四
季
部
に
お
け
る
各
季
の
は
じ
め
と

は
て
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
。
春
部
・
秋
部
冒
頭
に
は
立
季
日
の
歌
が
お
か
れ
、
そ

れ
は
春
部
・
秋
部
末
尾
の
「
季
の
は
て
」
の
詞
書
を
も
つ
歌
と
対
応
す
る
。
一
方
で
、

夏
部
・
冬
部
の
は
て
に
六
月
尽
・
歳
暮
の
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
春

部
・
秋
部
に
お
い
て
も
正
月
一
日
・
七
月
一
日
を
季
の
は
じ
め
と
す
る
暦
月
的
四
季
観

が
「
無
言
の
う
ち
」
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
暦
月
意
識
と
対
応
す
る
も
の
と
し

て
春
部
・
秋
部
の
は
て
に
は
三
月
尽
・
九
月
尽
の
歌
が
お
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
春
部
・

秋
部
の
巻
頭
は
立
春
・
立
秋
と
い
う
節
月
的
な
季
の
は
じ
め
を
明
示
し
つ
つ
、
正
月
一

日
・
七
月
一
日
の
暦
月
的
な
季
の
は
じ
め
を
暗
示
し
た
も
の
、
春
部
・
秋
部
の
巻
末
は

節
気
と
暦
月
と
の
二
元
的
四
季
観
を
明
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
で
夏
部
・
冬
部

の
季
の
は
じ
め
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
季
の
は
て
は
六
月
尽
・
歳
暮
と
い
う
暦
月
的
四

季
観
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
―
―
以
上
が
田
中
の
議
論
の
骨
子
で
あ
る
。

　

こ
の
田
中
の
見
方
は
、『
古
今
集
』
の
配
列
構
造
か
ら
節
月
的
四
季
観
と
暦
月
的
四

季
観
の
二
様
の
四
季
観
を
読
み
取
り
、
さ
ら
に
春
と
秋
の
二
季
、
夏
と
冬
の
二
季
に
そ

れ
ぞ
れ
近
し
い
季
節
意
識
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
重
要
な
意
義
を
も

つ
。
現
在
で
も
田
中
論
を
ふ
ま
え
た
論
考
が
み
ら
れ
る
２

の
も
故
な
し
と
し
な
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
春
秋
の
季
の
「
は
て
」
の
と
ら
え
方
を
め
ぐ
っ
て
は
疑
問
が
残
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
看
過
で
き
な
い
の
は
、『
古
今
集
』
春
部
と
秋
部
と
の

巻
末
を
、
暦
月
と
節
月
の
二
元
的
四
季
観
に
よ
っ
た
配
列
と
み
な
し
て
よ
い
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
、
春
部
・
秋
部
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
末
の
歌
群
の
表
現
に
検
討
を
加
え
て

み
よ
う
。

　
◆
春
下
・
巻
末

　
　

①　
　

�

弥
生
の
つ
ご
も
り
の
日
、
花
つ
み
よ
り
か
へ
り
け
る
女
ど
も
を
見
て
よ
め

る�

躬
恒　
　
　
　
　

　
　
　

と
ど
む
べ
き
物
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
ち
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
こ
こ
ろ
か　

�

（
一
三
二
）



九
三

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

　
　

②　
　

�

弥
生
の
つ
ご
も
り
の
日
、
雨
の
ふ
り
け
る
に
藤
の
花
を
を
り
て
人
に
つ
か

は
し
け
る�

　

業
平
朝
臣　
　
　

　
　
　

ぬ
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
を
り
つ
る
年
の
内
に
春
は
い
く
か
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば　

�

（
一
三
三
）

　
　

③　
　

亭
子
院
の
歌
合
の
春
の
は
て
の
う
た　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　
　
　

今
日
の
み
と
春
を
思
は
ぬ
時
だ
に
も
立
つ
こ
と
や
す
き
花
の
蔭
か
は

�

（
一
三
四
）

　
◆
秋
下
・
巻
末

　
　

④　
　

秋
の
は
つ
る
心
を
た
つ
た
河
に
思
ひ
や
り
て
よ
め
る　

貫
之

　
　
　

年
ご
と
に
も
み
ぢ
ば
な
が
す
竜
田
河
み
な
と
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む　
　
　

�

（
三
一
一
）

　
　

⑤　
　

長
月
の
つ
ご
も
り
の
日
大
井
に
て
よ
め
る

　
　
　

ゆ
ふ
づ
く
夜
を
ぐ
ら
の
山
に
な
く
し
か
の
こ
ゑ
の
内
に
や
秋
は
く
る
ら
む　
　

�

（
三
一
二
）

　
　

⑥　
　

同
じ
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　
　
　

道
し
ら
ば
た
づ
ね
も
ゆ
か
む
も
み
ぢ
ば
を
ぬ
さ
と
た
む
け
て
秋
は
い
に
け
り　

�

（
三
一
三
）

田
中
に
よ
れ
ば
、
①
・
②
、
⑤
・
⑥
の
よ
う
に
三
月
ま
た
は
九
月
の
「
つ
ご
も
り
の
日
」

と
詞
書
に
記
さ
れ
た
歌
は
、
暦
月
的
四
季
観
に
基
づ
く
季
の
は
て
を
示
し
た
歌
で
あ
る

の
に
対
し
、
詞
書
に
「
春
の
は
て
」
と
記
さ
れ
た
③
や
「
秋
の
は
つ
る
心
」
と
記
さ
れ

た
④
は
、
節
気
に
お
け
る
季
の
は
て
、
す
な
わ
ち
立
夏
の
前
日
と
立
冬
の
前
日
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
田
中
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
春
部
・
秋
部
の
巻

末
に
配
さ
れ
た
歌
群
の
う
ち
、
詞
書
に
「
つ
ご
も
り
の
日
」
と
記
さ
れ
た
歌
と
、
季
の

「
は
て
」
と
記
さ
れ
た
歌
と
の
二
様
が
存
す
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
結
論
か
ら
い
え
ば
、詞
書
に「
つ
ご
も
り
の
日
」と
あ
る
歌
も
季
の「
は

て
」
と
あ
る
歌
も
、
と
も
に
三
月
尽
・
九
月
尽
を
詠
ん
だ
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は

あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、「
弥
生
の
つ
ご
も
り
の
日
」（
①
・
②
）
と
「
春
の
は
て
」（
③
）

と
の
書
き
分
け
は
、
二
元
的
四
季
観
に
配
慮
し
て
の
所
為
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
①
・
②
が
三
月
尽
の
当
日
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
③
が
、
三
月
尽
で
は
な
い
日
（
実
際
に
は
三
月
十
三
日
）
に
「
三
月
尽
の
心
」

を
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
た
め
に
、
①
・
②
に
は
「
つ
ご
も
り
の
日
」
と
い
う
日
付
が
明

記
さ
れ
、
一
方
で
③
に
は
「
春
の
は
て
」
と
の
詞
書
が
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。『
古
今
集
』
四
季
部
の
他
の
歌
の
詞
書
に
お
い
て
日
付
が
明
示
さ
れ
る
場
合
、
そ

の
日
付
が
も
れ
な
く
作
歌
の
日
を
指
し
て
い
る
こ
と
３

も
、
如
上
の
考
え
を
裏
付
け
て

い
る
。
以
上
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
秋
の
は
つ
る
心
」を
詠
ん
だ
と
い
う
④
も
、

立
冬
の
前
日
で
は
な
く
九
月
尽
を
詠
ん
だ
も
の
と
と
ら
え
て
よ
い
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　

二　

亭
子
院
歌
合
と
古
今
集
春
部

　

前
節
ま
で
の
推
測
は
、
③
の
躬
恒
歌
の
出
典
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
③
は
、『
古

今
集
』
の
詞
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
三
月
十
三
日
に
行
わ

れ
た
亭
子
院
歌
合
４

を
出
典
と
す
る
。
当
該
歌
合
が
『
古
今
集
』
奏
覧
の
年
と
さ
れ
る

延
喜
五
年
以
後
の
開
催
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
③
は
『
古
今
集
』
成
立
後
の
増
補
改
訂
の

問
題
に
か
か
わ
る
重
要
な
歌
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
同
歌
は
現
存
の
『
古
今
集
』
に

お
い
て
春
部
の
巻
軸
歌
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な

い
一
首
で
あ
る
。

　

さ
て
、
亭
子
院
歌
合
の
題
は
二
月
・
三
月
・
四
月
・
恋
の
四
題
で
、
二
月
と
三
月
は

十
番
ず
つ
、
四
月
と
恋
は
五
番
ず
つ
披
講
さ
れ
た
。
三
月
題
の
最
後
の
番
は
左
右
と
も

に
躬
恒
の
詠
歌
で
、
そ
の
う
ち
右
方
の
歌
が
③
の
『
古
今
集
』
所
載
歌
で
あ
る
。
左
に

そ
の
番
と
、
次
の
夏
題
冒
頭
の
番
を
掲
げ
よ
う
（
な
お
、
三
月
題
の
右
歌
は
③
と
同
歌

だ
が
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
番
号
を
⑧
と
振
り
直
し
た
）。

　
　
　
　
　

左
持　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　
　

⑦
花
見
つ
つ
惜
し
む
か
ひ
な
く
今
日
暮
れ
て
ほ
か
の
春
と
や
明
日
は
な
り
な
む　

�

（
三
九
）



九
四

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

　
　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　
　

⑧
今
日
の
み
と
春
を
思
は
ぬ
時
だ
に
も
立
つ
こ
と
や
す
き
花
の
蔭
か
は�

（
四
〇
）

　
　
　

夏

　
　
　

四
月
五
首

　
　
　
　
　

左
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
固

　
　

⑨
深
山
出
で
て
ま
づ
初
声
は
郭
公
夜
深
く
待
た
む
我
が
宿
に
鳴
け�

（
四
一
）

　
　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　
　

⑩
今
日
よ
り
は
夏
の
衣
に
な
り
ぬ
れ
ど
着
る
人
さ
へ
は
か
は
ら
ざ
り
け
り　
　
　

�

（
四
二
）

四
月
題
の
冒
頭
の
番
は
両
首
と
も
に
夏
の
は
じ
め
を
詠
ん
だ
歌
で
、
特
に
右
歌
⑩
は
、

夏
の
衣
に
な
る
「
今
日
」、
つ
ま
り
更
衣
の
日
で
あ
る
四
月
一
日
を
主
題
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
一
方
で
⑦
・
⑧
は
と
も
に
、
春
の
暮
れ
る
「
今
日
」
を
詠
ん
だ
一
首
で
あ

る
。
⑦
・
⑧
が
三
月
題
の
末
尾
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
こ
で
い

う
「
今
日
」
は
三
月
尽
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た

だ
し
、
⑦
・
⑧
の
解
釈
に
は
議
論
が
あ
る
の
で
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て

お
き
た
い
。

　

⑦
で
問
題
と
な
る
の
は
第
四
句
に
み
え
る
「
ほ
か
の
春
」
の
歌
句
の
解
釈
で
あ
る
。

Ⓐ
「
春
と
は
違
う
季
節
」
の
意
と
す
る
説
５

や
、
Ⓑ
「
今
日
が
暮
れ
る
と
こ
こ
で
は
夏

に
な
る
が
、
別
の
里
で
は
春
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
」
と
注
す
る
説
６

に
対
し
、
Ⓒ
田

中
新
一
は
当
該
歌
を
四
月
に
立
夏
を
む
か
え
る
年
の
三
月
尽
を
詠
ん
だ
も
の
と
読
み
解

き
、「
い
く
ら
惜
し
ん
で
も
花
の
春
三
月
は
今
日
が
末
日
、
そ
の
日
も
す
で
に
暮
れ
て
、

明
日
は
四
月
、
花
の
春
は
残
っ
て
も
そ
れ
は
四
月
の
春
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
。
第
四

句
の
「
ほ
か
の
春
」
が
、
同
時
代
に
類
例
の
な
い
特
殊
な
歌
句
で
あ
る
が
ゆ
え
に
多
様

な
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
稿
者
は
、
Ⓑ
説
「
別
の
里
で
は
春

な
の
だ
」
の
意
に
と
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
の
だ
が
、
Ⓑ
説
を
と
な
え
る
『
古

今
和
歌
六
帖
全
注
釈
』
に
は
詳
細
な
注
釈
が
み
え
な
い
た
め
、
当
該
躬
恒
歌
と
近
し
い

時
代
に
詠
ま
れ
た
「
ほ
か
の
」
の
表
現
の
用
例
に
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　

⑪　
　

�

同
じ
年
の
八
月
十
三
夜
の
夜
、
左
衛
門
督
の
殿
に
て
、
酒
な
ど
の
つ
い
で

に
て

　
　
　

秋
の
夜
の
あ
は
れ
は
こ
こ
に
尽
き
ぬ
れ
ば
ほ
か
の
今
宵
は
つ
き
な
か
る
ら
む

�

（
躬
恒
集
Ⅳ
・
二
七
五
）

　
　

⑫　
　

�

天
暦
の
御
時
、
方
わ
か
ち
て
前
栽
合
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
中
宮
の
御

か
た
に
、
花
の
枝
に
蝶
の
か
た
つ
く
り
て
、
つ
け
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に

　
　
　

九
重
の
露
の
お
け
ば
や
花
の
色
の
ほ
か
の
秋
に
は
に
ほ
ひ
ま
さ
れ
る　
　
　

�

（
清
正
集
・
二
九
）

　

⑪
は
『
躬
恒
集
Ⅳ
』
に
み
え
る
歌
で
、詞
書
に
よ
れ
ば
、延
喜
十
六
年
の
八
月
十
三
夜
、

仲
秋
の
名
月
の
頃
に
左
衛
門
督
（
藤
原
定
方
か
）
の
邸
で
宴
を
行
っ
た
折
に
詠
ま
れ
た

も
の
ら
し
い
。
一
首
は
「
尽
き
ぬ
れ
ば
」
と
「
つ
き
な
か
る
ら
む
」（「
ふ
さ
わ
し
く
な

い
」
の
意
の
「
つ
き
な
し
」）
に
「
月
」
を
掛
け
た
も
の
で
、
歌
意
と
し
て
は
、「
秋
の

夜
の
情
趣
は
こ
の
左
衛
門
督
の
邸
の
月
に
尽
き
て
い
る
の
で
、
他
所
で
の
今
夜
は
月
も

み
え
ず
、十
三
夜
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
だ
ろ
う
」
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。「
こ
こ
」（
左

衛
門
督
邸
）
と
「
ほ
か
」（
他
所
）
で
の
今
宵
の
あ
り
さ
ま
を
比
較
し
、「
こ
こ
」
の
今

宵
の
素
晴
ら
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
⑫
は
や
や
時
代
が
下
り
、
村
上
天
皇
が
内
裏
で
前
栽
合
を
行
っ
た
と
き
の
藤
原

清
正
の
詠
歌
と
み
ら
れ
る
。「
こ
の
内
裏
で
、
い
く
え
に
も
露
が
置
く
か
ら
だ
ろ
う
か
、

他
所
で
の
秋
よ
り
も
花
の
色
が
い
よ
い
よ
匂
い
や
か
な
の
は
」
く
ら
い
の
歌
意
で
あ
ろ

う
。
当
該
歌
の
眼
目
は
、「
九
重
（
内
裏
）」
で
の
秋
の
さ
ま
と
「
ほ
か
」
の
場
所
で
の

秋
の
さ
ま
を
対
比
し
、
内
裏
の
素
晴
ら
し
さ
を
讃
え
る
点
に
あ
る
。

　

⑪
・
⑫
の
用
例
に
よ
れ
ば
、
⑦
「
花
見
つ
つ
惜
し
む
か
ひ
な
く
今
日
暮
れ
て
ほ
か
の

春
と
や
明
日
は
な
り
な
む
」
の
「
ほ
か
」
も
ま
た
、「
こ
こ
で
は
な
い
ほ
か
の
場
所
」

の
意
に
解
せ
よ
う
。
す
な
わ
ち
全
体
の
歌
意
と
し
て
は
「
花
を
見
な
が
ら
惜
し
む
か
い

も
な
く
今
日
（
三
月
尽
）
が
暮
れ
、
春
も
暮
れ
る
と
、
こ
こ
の
春
は
去
っ
て
し
ま
っ
て
、

明
日
に
は
ほ
か
の
場
所
の
春
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
」
と
な
る
。

　

こ
れ
は
実
体
を
も
た
な
い
「
春
」
を
擬
人
化
し
た
歌
で
、「
春
が
立
ち
去
り
別
の
場



九
五

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

所
に
移
動
す
る
こ
と
で
夏
が
到
来
す
る
」
と
い
う
発
想
を
根
底
に
も
つ
も
の
で
あ
る
。

類
想
の
歌
は
『
古
今
集
』
に
も
み
え
る
。

　
　

⑬　
　

春
を
惜
し
み
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　

元
方

　
　
　

惜
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春
霞
帰
る
道
に
し
た
ち
ぬ
と
思
へ
ば　
　
　
　

�

（
一
三
〇
）

春
が
終
わ
る
こ
と
を
「
春
が
道
を
通
り
去
っ
て
ゆ
く
」
と
形
容
し
た
一
首
で
あ
る
。
こ

う
し
た
類
想
歌
の
表
現
を
ふ
ま
え
、
明
日
に
は
去
っ
て
し
ま
う
春
を
愛
惜
し
た
⑦
が
詠

ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
⑧
「
今
日
の
み
と
春
を
思
は
ぬ
時
だ
に
も
立
つ
こ
と
や
す
き
花
の
蔭
か
は
」

の
解
釈
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
田
中
新
一
は
当
該
歌
を
、
三
月
中
に
立
夏
の
あ
っ
た
年

の
三
月
尽
の
歌
と
み
て
、「
春
が
ま
だ
残
っ
て
暦
月
四
月
に
ま
で
ず
れ
込
む
よ
う
な
年

の
三
月
末
日
」
で
あ
っ
て
さ
え
「
花
の
下
は
立
ち
去
り
難
い
の
だ
か
ら
、
三
月
末
日
で

春
が
終
わ
る
今
日
こ
の
日
の
惜
春
の
情
と
い
っ
た
ら
…
…
」
と
解
す
る
。
し
か
し
そ
の

よ
う
に
屈
折
し
た
解
釈
を
せ
ず
、
単
に
三
月
尽
の
感
懐
を
詠
ん
だ
歌
と
素
直
に
読
ん
で

も
、
一
首
の
趣
向
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
春

を
今
日
限
り
と
思
わ
な
い
と
き
で
さ
え
、
立
ち
去
る
こ
と
が
た
や
す
い
花
の
蔭
で
あ
ろ

う
か
。
ま
し
て
春
の
は
て
で
あ
る
三
月
尽
の
今
日
は
、
立
ち
去
り
が
た
い
も
の
だ
」
く

ら
い
の
歌
意
と
な
る
。
こ
こ
に
は
、
三
月
尽
を
も
っ
て
春
の
終
焉
と
み
な
す
、
暦
月
的

四
季
観
が
た
し
か
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
本
節
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
亭
子
院
歌
合
で
は
、
三
月
題
の

末
尾
の
番
に
は
三
月
尽
の
歌
が
、
四
月
題
の
冒
頭
の
番
に
は
四
月
一
日
の
歌
が
配
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る「
二
元
的
四
季
観
」に
よ
る
歌
で
は
な
く
、

純
粋
な
暦
月
的
四
季
観
に
し
た
が
っ
て
、
退
去
す
る
春
へ
の
愛
惜
、
到
来
す
る
夏
へ
の

感
懐
を
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
亭
子
院
歌
合
に
お
け
る
③
（
＝
⑧
）
歌

の
位
置
づ
け
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
当
該
歌
は
、
三
月
尽
詠
と
し
て
『
古
今
集
』
春

部
の
巻
末
に
配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

三　

古
今
集
撰
者
と
季
節
の
は
じ
め
・
は
て

　

前
節
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
る
と
、『
古
今
集
』
四
季
部
に
お
け
る
季
の
は
じ
め
と

は
て
は
〈
表
Ⅰ
〉
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。

〈
表
Ⅰ
〉は

じ
め

は
て

春
立
春

三
月
尽

夏
明
示
せ
ず

六
月
尽

秋
立
秋

九
月
尽

冬
明
示
せ
ず

歳
暮

た
だ
し
、
夏
部
と
冬
部
の
巻
頭
歌
で
は
日
付
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
基
本
的

に
は
暦
月
的
四
季
観
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。夏
部
の
二
首
目
に
は「
卯

月
に
咲
け
る
桜
を
見
て
よ
め
る
」
の
詞
書
の
も
と
「
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
や

ら
じ
と
や
春
に
お
く
れ
て
ひ
と
り
咲
く
ら
む
」
の
歌
が
、
冬
部
の
巻
頭
に
は
「
竜
田
川

錦
織
り
か
く
神
無
月
時
雨
の
雨
を
た
て
ぬ
き
に
し
て
」
の
歌
が
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
卯
月
・
神
無
月
と
い
う
暦
月
に
か
か
わ
る
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、こ
の
よ
う
に
『
古
今
集
』
に
お
け
る
季
の
は
じ
め
と
は
て
を
整
理
し
た
と
き
、

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
歌
の
な
か
に
同
集
撰
者
の
歌
が

多
数
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
季
の
は
じ
め
が
い
つ
で
あ
る
か
を
明
示
し
な
い

夏
と
冬
の
巻
頭
歌
群
に
は
撰
者
の
歌
は
み
ら
れ
な
い
）。
た
と
え
ば
春
・
秋
の
は
じ
め

に
位
置
す
る
立
春
・
立
秋
の
歌
群
の
第
二
首
は
い
ず
れ
も
貫
之
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、

春
の
は
て
に
位
置
す
る
三
月
尽
詠
三
首
の
う
ち
二
首
は
躬
恒
の
歌
、
秋
の
は
て
に
位
置

す
る
九
月
尽
詠
三
首
の
う
ち
二
首
は
貫
之
、
一
首
は
躬
恒
の
歌
。
夏
の
は
て
に
位
置
す

る
六
月
尽
詠
一
首
は
躬
恒
の
歌
、
冬
の
は
て
に
位
置
す
る
歳
暮
詠
五
首
の
う
ち
一
首
は

貫
之
、
一
首
は
躬
恒
の
歌
で
あ
る
。

　

如
上
の
事
実
か
ら
は
、
四
季
部
の
歌
を
季
節
の
推
移
に
即
し
て
配
列
し
よ
う
と
構
想



九
六

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

し
た
『
古
今
集
』
撰
者
が
、
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
に
撰
者
自
身
の
詠
歌
を
配
す
る
こ

と
で
、
緊
密
な
四
季
歌
の
配
列
構
造
を
築
き
上
げ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
も
と

よ
り
三
月
尽
を
春
の
は
て
と
み
な
す
発
想
は
白
居
易
ら
に
よ
る
漢
詩
の
表
現
に
端
を
発

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
日
本
漢
詩
に
も
そ
の
表
現
が
受
容
さ
れ
、
さ
ら
に
九
月
尽

を
主
題
と
す
る
漢
詩
ま
で
も
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
従
来
指
摘

さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
７
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
漢
詩
の
潮
流
を
受
け
、
六
歌
仙

時
代
頃
か
ら
三
月
尽
の
和
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
８
。
な
る

ほ
ど
、
た
し
か
に
六
歌
仙
の
在
原
業
平
は
三
月
尽
を
主
題
と
し
た
歌
を
早
く
に
詠
ん
で

お
り
（
先
掲
②
）９
、
白
詩
の
表
現
を
和
歌
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
例
と
し
て
注
目

さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
三
月
尽
詠
を
含
む
春
夏
秋
冬
す
べ
て
の
季
の
は
じ
め
と
は
て
に

ど
の
よ
う
な
歌
を
据
え
る
か
を
意
識
的
か
つ
体
系
的
に
整
理
し
、
ひ
と
つ
の
歌
集
の
構

造
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、『
古
今
集
』
撰
者
に
よ
る
革
新
的
な
試
み
だ
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　

と
り
わ
け
、『
古
今
集
』
夏
部
の
巻
末
に
見
ら
れ
る
躬
恒
の
歌
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。

「
水
無
月
の
つ
ご
も
り
の
日
に
よ
め
る
」
と
の
詞
書
を
も
つ
当
該
歌
は
、
六
月
尽
を
夏

か
ら
秋
へ
の
季
節
の
分
水
嶺
と
み
な
し
た
歌
で
、
そ
の
日
に
夏
と
秋
と
が
空
で
す
れ
ち

が
う
の
だ
、
と
し
た
発
想
は
秀
逸
で
あ
る
。

　
　

⑭
夏
と
秋
と
ゆ
き
か
ふ
空
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
涼
し
き
風
や
吹
く
ら
む　
　
　

�
（
一
六
八
）

六
月
尽
を
詠
ん
だ
歌
の
前
例
は
少
な
く
と
も
現
存
の
諸
歌
集
に
は
み
え
ず
、
⑭
の
躬
恒

歌
が
最
初
期
の
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
古
今
集
』
の
「
四
季

部
は
撰
者
を
含
め
た
当
代
の
歌
が
過
半
数
以
上
で
、
撰
者
た
ち
自
身
が
も
っ
と
も
意
図

的
に
関
与
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
特
に
貫
之
や
躬
恒
の
新
詠
を
多
く
加
え
る
こ

と
で
部
が
構
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
菊
池
靖
彦
10

の
指
摘
で
あ
る
。
四
季

部
の
編
纂
に
注
力
し
た
貫
之
ら
撰
者
は
、
春
夏
秋
冬
の
は
じ
め
と
は
て
に
ど
の
よ
う
な

歌
を
配
す
る
か
に
も
細
心
の
注
意
を
配
り
、『
古
今
集
』
編
纂
の
た
め
の
新
詠
を
含
む

自
作
歌
を
季
の
は
じ
め
と
は
て
に
配
す
る
こ
と
で
、
如
上
の
整
然
と
し
た
四
季
部
の
構

造
を
生
み
出
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
　
　

四　

古
今
六
帖
に
み
る
季
節
の
は
て

　

本
節
で
は
、
前
節
ま
で
で
再
検
討
を
加
え
て
き
た
『
古
今
集
』
四
季
部
の
配
列
構
造

を
ふ
ま
え
、『
古
今
六
帖
』
歳
時
部
に
み
ら
れ
る
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
項
目
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
歌
の
配
列
に
細
や
か
な

意
識
を
め
ぐ
ら
せ
た
歌
集
の
嚆
矢
が
『
古
今
集
』
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
項
目
と
い
う

か
た
ち
で
明
示
し
た
歌
集
の
嚆
矢
が
『
古
今
六
帖
』
と
い
え
よ
う
。
旧
稿
11

で
も
述
べ

た
よ
う
に
、『
古
今
六
帖
』
の
構
成
に
は
『
古
今
集
』
の
配
列
構
造
に
倣
っ
た
と
み
ら

れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
が
、『
古
今
六
帖
』
歳
時
部
の
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
項

目
に
も
、や
は
り『
古
今
集
』の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、『
古

今
六
帖
』
が
い
か
に
『
古
今
集
』
の
配
列
構
造
を
ふ
ま
え
な
が
ら
歳
時
部
の
構
成
を
構

築
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。『
古
今
六
帖
』
の
歳
時
部
の
季
の
は
じ
め

と
は
て
の
項
目
を
、〈
表
Ⅱ
〉
と
し
て
掲
げ
よ
う
（
な
お
、
左
表
に
あ
げ
て
い
な
い
〈
初

秋
〉
と
い
う
項
目
も
み
ら
れ
る
が
、
稿
者
は
こ
れ
を
、「
七
月
」
を
意
味
す
る
項
目
と

と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
く
は
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
12
）。

〈
表
Ⅱ
〉は

じ
め

は
て

春
春
立
つ
日

春
の
は
て

夏
は
じ
め
の
夏
夏
の
は
て

秋
秋
立
つ
日

秋
の
は
て

冬
初
冬

歳
の
暮
れ

旧
稿
13

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
古
今
六
帖
』
の
総
目
録
で
は
歳
時
部
の
も
と
に
春
夏

秋
冬
の
四
分
類
が
あ
り
、
そ
の
も
と
に
諸
項
目
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
歳
時
部
の

内
部
は
春
夏
秋
冬
に
四
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、
部
の
下
に
直
接
諸
項
目
が
配
さ
れ
た
も
の



九
七

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

と
み
ら
れ
る
。た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、同
集
撰
者
が
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
区
別
し
な
か
っ

た
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
各
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
計
八

項
目
が
整
然
と
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
同
集
に
は
、
歳
時
部
の
内
部
を
四
季

に
分
か
つ
意
識
が
明
確
に
存
す
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
14
。
こ
の
八
項
目
の
う
ち
、

春
と
秋
の
は
じ
め
の
項
目
〈
春
立
つ
日
〉、〈
秋
立
つ
日
〉
は
節
月
的
四
季
観
に
基
づ
く

も
の
、
冬
の
は
て
の
項
目
〈
歳
の
暮
れ
〉
は
暦
月
的
四
季
観
に
基
づ
く
も
の
と
知
ら
れ

る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
夏
・
冬
の
は
じ
め
と
春
・
夏
・
秋
の
は
て
の
項
目
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
項
目
が
暦
月
的
四
季
観
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
節
月
的
四
季
観
に
よ
る
も
の

な
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
本
節
で
は
、春
・
夏
・
秋
の
は
て
の
項
目
に
検
討
を
加
え
た
い
。左
に
、〈
春

の
は
て
〉
の
歌
す
べ
て
を
掲
げ
よ
う
（
な
お
㉑
は
先
掲
⑦
の
躬
恒
歌
と
同
歌
で
あ
る
）。

　
　

⑮
行
く
春
の
た
そ
か
れ
時
に
な
り
ぬ
れ
ば
鶯
の
音
も
暮
れ
ぬ
べ
ら
な
り�

（
六
一
）

　
　

⑯
つ
れ
づ
れ
と
花
を
見
つ
つ
ぞ
く
ら
し
つ
る
今
日
を
し
春
の
限
り
と
思
へ
ば　
　

�

（
六
二
）

　
　

⑰
声
た
て
て
鳴
け
や
鶯
一
と
せ
に
二
た
び
と
だ
に
来
べ
き
春
か
は�

（
六
三
）

　
　

⑱
花
も
み
な
ち
り
ぬ
る
宿
は
ゆ
く
春
の
故
郷
と
こ
そ
な
り
ぬ
べ
ら
な
れ�

（
六
四
）

　
　

⑲
花
の
も
と
た
つ
こ
と
う
く
も
な
り
ぬ
る
か
春
は
今
日
を
し
限
り
と
思
へ
ば　
　

�
（
六
五
）

　
　

⑳
ち
る
花
の
も
と
に
き
て
し
ぞ
暮
れ
は
つ
る
春
の
惜
し
さ
も
ま
さ
る
べ
ら
な
れ　

�

（
六
六
）

　
　

㉑
花
見
つ
つ
惜
し
む
か
ひ
な
く
今
日
暮
れ
て
ほ
か
の
春
と
や
明
日
は
な
り
な
ん　

�

（
六
七
）

⑯
・
⑲
・
㉑
は
い
ず
れ
も
春
の
暮
れ
る
「
今
日
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
歌
の
表
現

内
容
か
ら
は
、
三
月
尽
と
い
う
暦
月
上
の
春
の
は
て
を
詠
ん
だ
も
の
か
、
節
分
15

と

い
う
節
月
上
の
春
の
は
て
を
詠
ん
だ
も
の
か
、
即
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
歌

の
出
典
を
み
て
み
る
と
、
亭
子
院
歌
合
で
披
講
さ
れ
た
㉑
（
＝
⑦
）
は
先
述
の
よ
う
に

三
月
尽
詠
と
み
ら
れ
る
し
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
16
、
⑯
は
出
典
『
躬
恒
集
Ⅱ
』

の
詞
書
に
「
三
月
尽
を
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
三
月
尽
詠
と
み
ら
れ
よ
う
。
⑲
は
出
典
未

詳
で
あ
る
が
、
⑯
と
下
の
句
の
表
現
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
同
様
に
三
月
尽
詠

と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　

そ
の
一
方
で
、
⑮
・
⑰
・
⑱
・
⑳
の
よ
う
に
、
春
の
終
わ
り
を
主
題
と
す
る
も
の
の
、

そ
の
終
末
の
一
日
と
し
て
の
「
今
日
」
を
詠
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
歌
も
み
え
る
。
⑮
・
⑰

は
鶯
の
音
に
、
⑱
・
⑳
は
散
る
花
の
姿
に
春
の
暮
れ
を
知
り
、
春
を
愛
惜
す
る
歌
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
表
現
内
容
か
ら
は
三
月
尽
詠
と
も
立
夏
前
日
詠
と
も
断
定
し
が

た
い
。
た
だ
し
⑮
・
⑱
・
⑳
は
す
べ
て
「
三
月
つ
ご
も
り
」
の
詞
書
の
も
と
『
貫
之
集
Ⅰ
』

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
⑰
は
『
古
今
集
』
に
お
い
て
三
月
尽
詠
歌
群
の
直
前
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
も
、
や
は
り
三
月
尽
の
惜
春
の
情
を

詠
ん
だ
歌
と
し
て『
古
今
六
帖
』〈
春
の
は
て
〉項
に
収
め
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

既
に
『
古
今
集
』
春
部
に
お
い
て
、
三
月
尽
日
に
去
っ
て
ゆ
く
春
を
愛
惜
す
る
四
季

観
が
提
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、『
古
今
六
帖
』は
そ
の
四
季
観
を
継
承
し
、〈
春
の
は
て
〉

項
に
三
月
尽
の
惜
春
の
情
を
詠
ん
だ
歌
を
数
多
く
集
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、

躬
恒
（
⑯
・
㉑
）
や
貫
之
（
⑮
・
⑱
・
⑳
）
ら
『
古
今
集
』
撰
者
の
歌
が
核
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
、『
古
今
集
』
撰
者
が
三
月
尽
詠
を
集
中
的
に
詠
み
、
後

世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
〈
夏
の
は
て
〉
の
四
首
を
み
て
み
よ
う
（
な
お
㉕
は
先
掲
⑭
と
同
歌
で
あ
る
）。

　
　

㉒
夕
立
に
夏
は
往
ぬ
め
り
そ
ほ
ち
つ
つ
秋
の
境
に
い
ま
や
い
た
ら
ん�

（
一
二
一
）

　
　

㉓
今
宵
し
も
稲
葉
の
露
の
お
き
し
く
は
秋
の
隣
に
な
れ
ば
な
り
け
り�

（
一
二
二
）

　
　

㉔
西
へ
だ
に
夏
の
往
に
せ
ば
慕
ひ
つ
つ
や
が
て
恋
し
き
秋
は
見
て
ま
し

　
�

（
一
二
三
）

　
　

㉕
夏
と
秋
と
ゆ
き
か
ふ
空
の
か
よ
ひ
ぢ
に
か
た
へ
涼
し
き
風
や
吹
く
ら
ん

�

　
　
（
一
二
四
）

㉕
は
『
古
今
集
』
夏
部
の
巻
軸
歌
で
、
六
月
尽
の
詠
歌
で
あ
る
。
そ
の
他
の
三
首
は
出

典
未
詳
歌
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
三
首
が
と
も
に
、
㉕
と
同
様
、
夏
と
秋
と
を
擬

人
化
し
て
い
る
点
、ま
た
、夏
と
秋
と
の「
境
界
」が
存
在
す
る
と
い
う
発
想
を
根
底
に
も
っ



九
八

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
㉒
は
「
夕
立
と
と
も
に
夏
は
去
っ
て
行
く
よ
う
だ
。
濡
れ

そ
ぼ
ち
な
が
ら
、
秋
と
の
境
に
今
着
く
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
一
首
で
あ
る
。
現
実
に

は
夏
と
秋
と
の
「
境
」
な
ど
は
存
在
し
よ
う
は
ず
が
な
い
の
だ
が
、「
夕
立
と
と
も
に
夏

が
旅
人
の
よ
う
に
立
ち
去
っ
て
秋
と
の
境
界
線
を
今
に
も
越
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の

境
界
を
越
え
た
と
き
に
秋
が
や
っ
て
来
る
」と
着
想
し
た
点
に
こ
の
歌
の
面
白
み
が
あ
る
。

ま
た
、
㉓
は
、
夏
が
来
る
前
日
の
宵
、
稲
葉
に
露
が
置
く
の
は
秋
が
「
隣
」
に
来
た
か
ら

だ
と
詠
ん
だ
も
の
。
㉔
は
、
陰
陽
五
行
説
で
秋
の
方
角
と
さ
れ
る
西
に
夏
が
行
っ
た
な
ら

ば
、
恋
し
い
秋
に
会
え
る
だ
ろ
う
に
、
と
詠
ん
だ
も
の
。
い
ず
れ
の
歌
も
夏
の
終
わ
り
を

惜
し
む
の
で
は
な
く
、「
恋
し
き
秋
」
の
到
来
を
涼
や
か
な
風
や
置
き
し
く
稲
葉
の
露
に

敏
感
に
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
、
秋
を
待
望
す
る
心
に
根
ざ
し
た
歌
で
あ
る
。

　

㉒
～
㉔
の
歌
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
は
『
古
今
集
』
夏
部
巻

軸
歌
で
あ
る
㉕
（
＝
⑭
）
の
影
響
下
に
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㉒
に
み
え
る
「
秋
の
境
」
や
㉓
に
み
え
る
「
秋
の
隣
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
夏
と
秋
が

隣
接
し
、
片
方
に
は
涼
し
い
風
が
吹
く
の
だ
と
詠
ん
だ
㉕
と
き
わ
め
て
近
し
い
発
想
の

も
の
と
い
え
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
各
季
、
と
り
わ
け
夏
の
は
て
を
詠
ん
だ
歌

の
前
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
な
か
で
、『
古
今
集
』
夏
部
の
巻
末
に
位
置
す
る
㉕
（
＝
⑭
）

の
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
〈
夏
の
は
て
〉

の
歌
群
は
、
六
月
尽
詠
を
核
と
し
て
、
夏
の
は
て
に
秋
を
待
望
す
る
心
を
詠
ん
だ
歌
を

集
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

最
後
に
〈
秋
の
は
て
〉
所
載
の
一
一
首
の
う
ち
五
首
を
み
て
み
よ
う
。

　
　

㉖
今
日
あ
り
て
明
日
過
ぎ
な
な
ん
神
無
月
時
雨
に
ま
が
ふ
紅
葉
か
ざ
さ
ん

�

　
　
（
一
九
八
）

　
　

㉗
長
月
の
有
明
の
月
は
見
え
な
が
ら
は
か
な
く
秋
は
過
ぎ
ぬ
べ
ら
な
り　
　
　
　

�

（
一
九
九
）

　
　

㉘
草
も
木
も
紅
葉
ち
り
ぬ
と
見
る
ま
で
ぞ
秋
の
暮
れ
ぬ
る
今
日
は
き
に
け
る　
　

�

（
二
〇
〇
）

　
　

㉙
時
雨
ふ
る
神
無
月
こ
そ
近
か
ら
し
山
の
お
し
な
べ
色
付
き
に
け
る�

（
二
〇
一
）

　
　

㉚
い
づ
方
に
夜
は
な
り
ぬ
ら
ん
お
ぼ
つ
か
な
明
け
ぬ
限
り
は
秋
に
や
有
る
ら
ん

�

（
二
〇
三
）

㉖
、
㉘
は
秋
の
暮
れ
る
「
今
日
」
に
、
㉚
は
秋
の
暮
れ
る
「
夜
」
に
、
秋
を
惜
し
ん
だ

詠
歌
で
あ
る
。
ま
た
㉖
、
㉙
で
は
時
雨
ふ
る
神
無
月
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
詠

ま
れ
、
㉗
で
は
長
月
の
有
明
の
月
―
―
つ
ま
り
九
月
下
旬
の
明
け
方
に
み
え
る
月
―
―

と
と
も
に
は
か
な
く
秋
が
終
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
感
懐
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
〈
秋
の
は
て
〉
項
の
歌
は
基
本
的
に
は
九
月
尽
詠
と
解
し
う
る
も
の
で
あ
り
、〈
秋

の
は
て
〉
項
が
暦
月
的
四
季
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、〈
春
の
は
て
〉〈
夏
の
は
て
〉〈
秋
の
は
て
〉、
そ
し
て
〈
歳

の
暮
れ
〉
項
は
、
基
本
的
に
は
暦
月
的
四
季
観
に
お
け
る
季
の
は
て
を
示
し
た
も
の
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
古
今
集
』
四
季
部
に
お
け
る
季
の
は
て
の
あ
り
方
を

継
承
し
つ
つ
、『
古
今
集
』歌
の
類
想
歌
を
中
心
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、

『
古
今
集
』
の
配
列
構
造
を
丹
念
に
読
み
取
り
、
そ
れ
を
「
項
目
」
と
い
う
明
示
的
な

か
た
ち
で
表
し
つ
つ
、
同
集
な
り
の
構
成
を
築
き
上
げ
た
、『
古
今
六
帖
』
撰
者
に
よ

る
歌
集
編
纂
の
基
本
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
17
。

　
　
　
　
　

五　

古
今
六
帖
に
み
る
季
節
の
は
じ
め

　

最
後
に
本
節
で
は
、『
古
今
六
帖
』
歳
時
部
に
お
け
る
季
の
は
じ
め
の
項
目
に
い
か

な
る
歌
が
集
成
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
お
き
た
い
。
春
と
秋
の
は
じ
め
の
項
目
〈
春
立

つ
日
〉・〈
秋
立
つ
日
〉
は
い
う
ま
で
も
な
く
節
月
的
四
季
観
に
よ
っ
て
季
節
の
到
来
を

詠
ん
だ
歌
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
夏
と
冬
の
は
じ
め
の
項
目
〈
は
じ

め
の
夏
〉・〈
初
冬
〉
は
、
暦
月
的
四
季
観
と
節
月
的
四
季
観
の
い
ず
れ
に
基
づ
く
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、〈
は
じ
め
の
夏
〉
項
を
み
て
み
よ
う
。

　
　

㉛
花
鳥
も
皆
ゆ
き
か
ひ
て
む
ば
玉
の
夜
の
ま
に
今
日
の
夏
は
来
に
け
り　

�（
六
八
）

　
　

㉜
い
づ
こ
ま
で
春
は
往
ぬ
ら
ん
暮
れ
は
て
て
別
れ
し
程
は
夜
に
な
り
に
き

�

　
（
六
九
）



九
九

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

　
　

㉝
花
散
れ
る
道
の
ま
に
ま
に
と
め
く
れ
ば
山
に
は
春
も
残
ら
ざ
り
け
り　

�（
七
〇
）

　
　

㉞
明
け
暮
る
る
月
日
も
あ
れ
ど
時
鳥
な
く
声
に
こ
そ
夏
は
来
に
け
れ�

（
七
一
）

右
の
四
首
の
う
ち
、
出
典
と
な
っ
た
歌
集
の
詞
書
か
ら
詠
歌
の
日
付
が
わ
か
る
の
は
、

㉜
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
同
歌
は
『
伊
勢
集
Ⅰ
』
に
「
四
月
一
日
、
宮
に
て
」
の
詞
書
18

と
と
も
に
み
え
て
お
り
、
四
月
一
日
に
「
春
と
別
れ
た
の
は
昨
夜
の
こ
と
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
の
感
懐
を
も
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
を
除
く
三
首
は
、
立
夏
の
詠

と
も
四
月
一
日
の
詠
と
も
出
典
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
い
え

ば
、
い
ず
れ
も
四
月
一
日
を
夏
の
到
来
す
る
日
と
し
た
歌
と
し
て
当
該
項
目
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
明
確
に
立
夏
を
詠
ん
だ
と
み
ら

れ
る
歌
が
同
時
代
の
歌
集
に
存
在
し
な
い
19
一
方
で
、
四
月
一
日
を
夏
の
は
じ
ま
り
と

詠
ん
だ
歌
の
例
は
複
数
見
受
け
ら
れ
る
20
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

「
四
月
一
日
と
も
立
夏
と
も
考
え
ら
れ
る
」21
と
注
さ
れ
る
㉛
に
つ
い
て
も
、
や
は
り

四
月
一
日
の
夏
の
到
来
を
詠
ん
だ
暦
月
的
四
季
観
の
歌
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
〈
は
じ
め
の
夏
〉
項
に
は
、「
花
鳥
も
皆
ゆ
き
か
ひ
て
」（
㉛
）
や
「
山
に
は
春
も
残

ら
ざ
り
け
り
」（
㉝
）22
と
あ
る
よ
う
に
、
暦
の
上
で
の
春
を
迎
え
る
や
否
や
春
ら
し

い
景
物
が
消
え
さ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
、

暦
月
の
四
月
を
迎
え
る
と
同
時
に
春
が
終
焉
し
、
夏
が
到
来
す
る
と
考
え
る
暦
月
的
四

季
観
が
現
わ
れ
て
い
よ
う
。

　

最
後
に
〈
初
冬
〉
項
の
歌
二
首
を
み
て
み
よ
う
。

　
　

㉟
木
が
ら
し
の
音
に
て
秋
は
過
ぎ
に
し
を
今
も
梢
に
た
え
ず
吹
く
風�

（
二
〇
八
）

　
　

㊱
神
無
月
ふ
り
み
ふ
ら
ず
み
定
め
な
き
時
雨
ぞ
冬
の
初
め
な
り
け
る�

（
二
〇
九
）

〈
初
冬
〉
項
は
、〈
は
じ
め
の
夏
〉
項
と
同
様
に
、
前
の
季
、
つ
ま
り
秋
の
終
焉
を
詠
ん

だ
歌
と
冬
の
到
来
を
詠
ん
だ
歌
と
を
収
め
て
い
る
。
㉟
は
、
秋
が
終
わ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
秋
ら
し
い
風
が
梢
に
吹
い
て
い
る
と
し
て
、
去
っ
た
は
ず
の
秋
の
名
残
を
風
に

見
い
だ
し
た
一
首
で
あ
り
、
㊱
は
、
神
無
月
の
時
雨
こ
そ
が
冬
の
は
じ
め
だ
と
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
十
月
一
日
と
い
う
日
付
が
明
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
㊱

に
神
無
月
と
い
う
暦
月
が
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
〈
初
冬
〉
項
で
も
暦
月

的
四
季
観
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
春
と
秋
の
は
じ
め
の
項
目
〈
春
立
つ
日
〉、〈
秋
立
つ
日
〉

が
節
月
的
四
季
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
、
夏
と
冬
の
は
じ
め
の
項
目
〈
夏
の
は

じ
め
〉、〈
初
冬
〉
も
、
原
則
と
し
て
暦
月
的
四
季
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
『
古
今
集
』
四
季
部
に
み
ら
れ
た
季
の
は
じ
め
の
あ
り
方
を
継
承
し
、
そ
れ
を

さ
ら
に
明
確
な
か
た
ち
で
提
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
古
今
集
』
四
季
部
と
『
古
今
六
帖
』
歳
時
部
を
中
心
と
し
て
、
春
夏
秋

冬
の
季
の
は
じ
め
と
は
て
に
ど
の
よ
う
な
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
か
に
検
討
を
加
え
て
き

た
。
両
集
で
は
、
原
則
と
し
て
暦
月
的
四
季
観
、
す
な
わ
ち
一
～
三
月
を
春
、
四
～
六

月
を
夏
、
七
～
九
月
を
秋
、
十
～
十
二
月
を
冬
と
す
る
考
え
方
に
よ
り
な
が
ら
、
春
の

到
来
と
秋
の
到
来
に
つ
い
て
は
節
月
的
四
季
観
に
よ
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
日
本
に
古
く
か
ら
根
づ
い
て
い
た
四
季
観
で
は
な
く
、『
古
今
集
』
撰
者
が
歌
集

を
構
成
す
る
な
か
で
新
た
に
着
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
古
今
六
帖
』
は
そ
の
『
古
今

集
』
的
な
季
の
は
じ
め
・
は
て
の
あ
り
方
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、〈
は
じ
め
の
夏
〉
項
に

『
古
今
集
』
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
四
月
一
日
詠
を
配
し
た
り
、〈
夏
の
は
て
〉
項
に
六

月
尽
詠
を
複
数
配
し
た
り
し
て
、
よ
り
整
然
と
し
た
か
た
ち
で
四
季
の
は
じ
め
・
は
て

の
歌
を
集
成
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
四
季
観
は
後
世
の
諸
歌
集
に
も
引
き
継
が
れ
、

の
ち
の
四
季
歌
の
表
現
に
小
さ
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
詳
述
し
え
な
い
が
、
季
の
は
じ
め
と
は
て
に
ど
の
よ
う
な
歌
を
配

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
歌
集
に
よ
っ
て
小
異
が
存
す
る
。
参
考
と
し
て
、
本
稿
の
末
尾

に
、
八
代
集
に
お
い
て
季
の
は
じ
め
と
は
て
が
い
か
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
を
ま

と
め
た
〈
表
Ⅲ
〉
を
付
し
て
お
く
。
こ
の
一
覧
表
に
よ
れ
ば
、
春
の
は
じ
め
に
立
春
で

は
な
く
正
月
一
日
を
据
え
た
歌
集
が
あ
る
こ
と
や
、
冬
の
は
じ
め
に
十
月
一
日
を
明
示



一
〇
〇

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

し
た
歌
を
配
し
た
歌
集
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
と
い
っ
た
、
歌
集
ご
と
の
特
徴
が
う
か

が
い
知
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※�

『
古
今
六
帖
』
の
本
文
は
『
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊　

古
今
和
謌
六
帖　

上
・
下
』（
汲
古
書

院
、一
九
八
二
～
一
九
八
三
年
）に
拠
っ
た
。
ま
た
勅
撰
集
の
引
用
は『
新
編
国
歌
大
観
』に
、

私
家
集
は『
新
編
私
家
集
大
成
』に
、歌
合
は『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂
版
』に
拠
っ
た
。

１

風
間
書
房
、
一
九
九
〇
年

２

�

和
歌
や
物
語
に
み
え
る
節
気
や
暦
月
に
か
か
わ
る
表
現
を
論
じ
る
際
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
言
及
さ
れ
る
著
作
で
あ
り
、
渦
巻
恵
「
平
安
和
歌
に
お
け
る
節
気
と
暦
月
意
識
に
つ
い

て
の
考
察
―
初
期
定
数
歌
の
構
成
を
軸
に
―
」（『
平
成
国
際
大
学
論
集
』
二
三
、二
〇
一
九

年
二
月
）
の
よ
う
に
、
そ
の
二
元
的
四
季
観
を
め
ぐ
る
見
解
を
ふ
ま
え
た
論
考
が
現
在
も

み
ら
れ
る
。

３

�

「
正
月
三
日
…
…
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」（
春
上
・
八
）、「
八
日
の
日
よ
め
る
」（
秋
上
・

一
八
三
）
な
ど
。

４

�

宇
多
法
皇
主
催
の
歌
合
で
、
兼
日
題
の
撰
歌
合
と
さ
れ
る
。
歌
人
が
左
右
の
方
分
け
に
所

属
し
て
歌
合
の
場
に
臨
ん
だ
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
、
同
一
歌
人
の
歌
が
、
あ
る
と
き
は

左
方
の
歌
、
あ
る
と
き
は
右
方
の
歌
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
後
掲
⑦
・
⑧
の
躬
恒
の
歌

の
よ
う
に
、
同
一
歌
人
の
歌
が
同
番
に
左
右
か
ら
出
さ
れ
た
箇
所
も
あ
る
（『
平
安
朝
歌
合

大
成　

増
補
新
訂
版
』）。

５

室
城
秀
之
『
和
歌
文
学
大
系　

古
今
和
歌
六
帖　

上
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
八
年
）

６

�

当
該
歌
は
『
古
今
六
帖
』
六
七
番
歌
で
も
あ
り
、
同
集
の
注
釈
書
に
指
摘
が
あ
る
（
古
今

和
歌
六
帖
輪
読
会『
古
今
和
歌
六
帖
全
注
釈　

第
一
帖
』お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
図
書
館
、

二
〇
一
三
年
）。

７

�

平
岡
武
夫
「
三
月
尽
―
白
氏
歳
時
記
―
」（『
研
究
紀
要
』
一
八
、一
九
七
六
年
三
月
）、
小
島

憲
之
「
四
季
語
を
通
し
て
―
「
尽
日
」
の
誕
生
―
」（『
国
語
国
文
』
四
六
―
一
、一
九
七
七

年
一
月
）、
太
田
郁
子
「『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
三
月
尽
」・「
九
月
尽
」」（『
国
文
学　

言
語

と
文
芸
』
九
一
、一
九
八
一
年
三
月
）、
田
中
幹
子
「『
古
今
集
』
に
お
け
る
季
の
到
来
と
辞

去
に
つ
い
て
―
三
月
尽
意
識
の
展
開
―
」（『
中
古
文
学
』創
立
三
十
周
年
記
念
臨
時
増
刊
号
、

一
九
九
七
年
三
月
）
な
ど
。

８

�

森
本
直
子
「
古
今
集
に
お
け
る
漢
文
学
の
日
本
的
受
容
―
「
弥
生
の
つ
ご
も
り
」・「
長
月
の

つ
ご
も
り
」
歌
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
〇
、二
〇
〇
一
年
九
月
）

９

�

業
平
に
よ
る
白
詩
受
容
に
つ
い
て
は
片
桐
洋
一
「
伊
勢
物
語
と
白
詩
―
そ
の
方
法
と
本
質
」

（『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
）
に
詳
し
い
。

10

�

菊
池
靖
彦
「『
古
今
集
』
の
構
成
―
そ
の
Ⅰ
・
四
季
と
恋
」（『
古
今
的
世
界
の
研
究
』
笠

間
書
院
、
一
九
八
〇
年
）

11

�

田
中
智
子
「
古
今
和
歌
六
帖
「
雑
思
」
の
構
造
―
古
今
和
歌
集
恋
部
と
の
比
較
を
中
心
に
―
」

（『
中
古
文
学
』
一
〇
一
、
二
〇
一
八
年
六
月
）

12

�

田
中
智
子
「
古
今
和
歌
六
帖
「
歳
時
部
」
の
構
成
―
暦
月
を
中
心
に
―
」（『
古
今
和
歌
六

帖
と
そ
の
時
代
』
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
二
〇
年
）

13

�

田
中
智
子
「
古
今
和
歌
六
帖
の
目
録
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
目
録
の
成
立
に
関
連
し
て
―
」

　
（『
中
古
文
学
』
一
〇
五
、
二
〇
二
〇
年
五
月
）

14�

注
13
の
旧
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
永
青
文
庫
本
を
は
じ
め
と
す
る
『
古
今
六
帖
』
の
諸

本
の
帖
ご
と
の
目
録
で
は
春
夏
秋
冬
別
に
項
目
が
改
行
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も

四
季
で
項
目
を
区
分
す
る
方
針
が
認
め
ら
れ
る
。

15

�

立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
の
前
日
を
「
節
分
」
と
い
う
。

16

�

注
２
渦
巻
論
文
。

17�
『
古
今
六
帖
』
が
『
古
今
集
』
の
配
列
構
造
を
ふ
ま
え
、『
古
今
六
帖
』
な
り
の
配
列
構
造

を
構
築
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
注
11
・
12
・
13
の
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
。

18�
『
伊
勢
集
Ⅲ
』（
正
保
版
本
歌
仙
歌
集
）
で
は
「
せ
ち
ぶ
ん
の
つ
と
め
て
、四
月
朔
み
や
に
て
」

と
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
こ
の
年
、
四
月
一
日
が
立
夏
の
日
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

19

�

立
夏
を
詠
ん
だ
確
実
な
歌
作
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
田
聡
「
大
伴
家
持
の

ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
―
万
葉
集
末
四
巻
と
立
夏
―
」（
初
出
二
〇
一
四
年
、『
家
持
歌
日
記
の
研

究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
に
詳
し
い
。



一
〇
一

四
季
の
は
じ
め
と
は
て
の
和
歌
―
―
古
今
和
歌
集
と
古
今
和
歌
六
帖
を
中
心
に

20�

「
春
は
た
だ
昨
日
ば
か
り
を
鶯
の
か
ぎ
れ
る
ご
と
も
鳴
か
ぬ
今
日
か
な
」（
公
忠
集
Ⅰ
・
七
・

同
じ
御
時
に
、
四
月
一
日
、
鶯
鳴
か
ぬ
よ
し
の
歌
詠
め
と
仰
ら
る
る
に
）、「
過
ぎ
に
け
る

花
を
惜
し
む
と
な
が
む
れ
ば
面
影
に
こ
そ
春
も
な
が
む
れ
」（
安
法
法
師
集
・
九
三
・
四
月

一
日
）
な
ど
。

21
『
和
歌
文
学
大
系　

古
今
和
歌
六
帖　

上
』

22

�

平
田
喜
信
「
作
品
と
し
て
の
古
今
和
歌
六
帖
」（『
平
安
中
期
和
歌
考
論
』
新
典
社
、

一
九
九
三
年
）
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
㉝
は
『
古
今
集
』
で
は
「
三
月
の
つ
ご
も
り
が

た
に
、
山
を
越
え
け
る
に
、
山
川
よ
り
花
の
流
れ
け
る
を
」
の
詞
書
と
と
も
に
、
春
下
の

巻
末
近
く
に
配
さ
れ
て
い
る
（
一
二
九
）。
つ
ま
り
『
古
今
六
帖
』
で
は
こ
の
『
古
今
集
』

詞
書
の
伝
え
る
事
情
に
と
ら
わ
れ
な
い
分
類
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

［
付
記
］�

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究（
課
題
番
号
２
０
Ｋ
１
２
９
３
９
）（
二
〇
二
〇
～

二
〇
二
二
年
度
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〈表Ⅲ〉

古今集 後撰集 拾遺集 後拾遺集 金葉集二 金葉集三 詞花集 千載集 新古今集

春
はじめ 立春 正月一日 立春 正月一日 立春 明示せず

（初春） 立春 立春 立春

はて 三月尽 三月尽 閏三月尽 三月尽 三月尽 三月尽 三月尽 明示せず 明示せず

夏
はじめ 明示せず 四月一日

（更衣）
四月一日
（更衣）

四月一日
（更衣）

四月一日
（更衣）

四月一日
（更衣）

四月一日
（更衣）

四月一日
（更衣）

明示せず
（衣）

はて 六月尽 閏六月 明示せず 六月尽
（夏越祓）

明示せず
（秋隔一夜）

六月尽
（夏越祓）明示せず

六月尽
（夏越祓）

六月尽
（夏越祓）

秋
はじめ 立秋 立秋 明示せず

（秋の初） 立秋 立秋 明示せず
（初秋） 明示せず 立秋 明示せず

はて 九月尽 九月尽 明示せず
（暮の秋） 九月尽 九月尽 明示せず

（秋尽） 九月尽 九月尽 閏九月尽

冬
はじめ 明示せず

（神無月）明示せず 明示せず 十月一日 明示せず
（神無月）

明示せず
（神無月）

明示せず
（神無月）

明示せず
（初冬）

明示せず
（初冬）

はて 歳暮 歳暮 歳暮か 歳暮頃 歳暮 歳暮 歳暮 歳暮 歳暮

※金葉集二度本は「金葉集二」、金葉集三奏本は「金葉集三」と記した。
※当該の勅撰集にみえる詞書と歌の表現から、それがいつの詠歌と判断できるかを記した。
※�暦月的四季観と節月的四季観のいずれによるものか分からない場合は「明示せず」としたが、たとえば「神無月」
の語が詠み込まれているなど、暦月や節月との関わりを思わせる表現がみられる場合には（　）で示した。




