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歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
仰
お
お
せの
如ごと
く
近
来
和
歌
は
一
向
に
振
ひ 

不  

申 

も
う
さ
ず

候
。
正
直
に
申
し
候
へ
ば
万
葉
以
来 

実  

朝 

さ
ね
と
も

以
来
一
向
に

振
ひ
不
申
候
。
実
朝
と
い
ふ
人
は
三
十
に
も
足
ら
で
、
い
ざ
こ
れ
か
ら
と
い
ふ
処
に
て
あ
へ
な
き
最
期
を

遂
げ
ら
れ
誠
に
残
念
致
し
候
。
あ
の
人
を
し
て
今
十
年
も
活い
か
し
て
置
い
た
な
ら
ど
ん
な
に
名
歌
を
沢
山

残
し
た
か
も
知
れ
不
申
候
。
と
に
か
く
に
第
一
流
の
歌
人
と
存
ぞ
ん
じ候
。
強
あ
な
がち 

人  

丸 

ひ
と
ま
ろ

・ 

赤  

人 

あ
か
ひ
と

の
余よ
唾だ
を
舐
ね
ぶ

る
で
も
な
く
、
固もと
よ
り 

貫  
之 

つ
ら
ゆ
き

・
定
家
て
い
か
の 

糟  

粕 

そ
う
は
く

を
し
や
ぶ
る
で
も
な
く
、
自
己
の
本
領 

屹  

然 

き
つ
ぜ
ん

と
し
て

 

山  

岳 

さ
ん
が
く

と
高
き
を
争
ひ
日
月
と
光
を
競
ふ
処
、
実
に
畏おそ
る
べ
く
尊
む
べ
く
、
覚
え
ず
膝ひざ
を
屈
す
る
の
思
ひ

 

有  

之 

こ
れ
あ
り

候
。
古
来
凡
庸
の
人
と
評
し
来
り
し
は
必
ず
誤
あ
や
ま
りな
る
べ
く
、
北
条
氏
を
憚
は
ば
かり
て 

韜  

晦 

と
う
か
い

せ
し
人
か
、

さ
ら
ず
ば
大
器
晩
成
の
人
な
り
し
か
と
覚
え
候
。
人
の
上
に
立
つ
人
に
て
文
学
技
芸
に
達
し
た
ら
ん
者
は
、

人
間
と
し
て
は
下
等
の
地
に
を
る
が
通
例
な
れ
ど
も
、
実
朝
は
全
く
例
外
の
人
に
相
違 

無  

之 

こ
れ
な
く

候
。
何
故

と
申
す
に
実
朝
の
歌
は
た
だ
器
用
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
力
量
あ
り
見
識
あ
り
威
勢
あ
り
、
時
流
に
染
ま

ず
世
間
に
媚こ
び
ざ
る
処
、
例
の
物
数
奇

も
の
ず
き

連
中
や
死
に
歌
よ
み
の
公く
卿げ
た
ち
と
と
て
も
同
日
に
は
論
じ
が
た

く
、
人
間
と
し
て
立
派
な
見
識
の
あ
る
人
間
な
ら
で
は
、
実
朝
の
歌
の
如
き
力
あ
る
歌
は
詠よ
み
い
で
ら
れ
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ま
じ
く
候
。
真
淵
ま
ぶ
ち
は
力
を
極
め
て
実
朝
を
ほ
め
た
人
な
れ
ど
も
、
真
淵
の
ほ
め
方
は
ま
だ
足
ら
ぬ
や
う
に

存
候
。
真
淵
は
実
朝
の
歌
の
妙
味
の
半
面
を
知
り
て
、
他
の
半
面
を
知
ら
ざ
り
し
故
に 

可 

有 

之 

こ
れ
あ
る
べ
く
候
。

　
真
淵
は
歌
に
つ
き
て
は
近
世
の
達
見
家
に
て
、
万
葉
崇
拝
の
と
こ
ろ
抔など
当
時
に
あ
り
て
実
に
え
ら
い
も

の
に
有
之
候
へ
ど
も
、
生せい
ら
の
眼
よ
り
見
れ
ば
な
ほ
万
葉
を
も
褒ほ
め
足
ら
ぬ
心
地
こ
こ
ち
致
い
た
し候
。
真
淵
が
万
葉
に

も
善
き
調
ち
ょ
うあ
り
悪あし
き
調
あ
り
と
い
ふ
こ
と
を
い
た
く
気
に
し
て
繰
り
返
し
申
し
候
は
、
世
人
が
万
葉
中
の

 

佶  

屈 

き
っ
く
つ

な
る
歌
を
取
り
て
「
こ
れ
だ
か
ら
万
葉
は
だ
め
だ
」
な
ど
と
攻
撃
す
る
を
恐
れ
た
る
か
と
相
見
え

申
候
。
固
よ
り
真
淵
自
身
も
そ
れ
ら
を
善
き
歌
と
は
思
は
ざ
り
し
故
に
弱
み
も
い
で
候
ひ
け
ん
。
し
か
し

な
が
ら
世
人
が
佶
屈
と
申
す
万
葉
の
歌
や
、
真
淵
が
悪
き
調
と
申
す
万
葉
の
歌
の
中
に
は
、
生
の
最
も
好

む
歌
も
有
之
と
存
ぜ
ら
れ
候
。
そ
を
如い
何か
に
と
い
ふ
に
、
他
の
人
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
真
淵
の
歌
に
も
、

生
が
好
む
所
の
万
葉
調
と
い
ふ
者
は
一
向
に
見
当
り
不
申
候
。
（
尤
も
っ
とも
こ
の
辺
の
論
は
短
歌
に
つ
き
て
の

論
と
御
承
知 

可 

被 

下 

く
だ
さ
る
べ
く
候
）
真
淵
の 

家  

集 

か
し
ゅ
う

を
見
て
、
真
淵
は
存
外
に
万
葉
の
分
ら
ぬ
人
と
呆あき
れ
申
候
。

か
く
申
し
候
と
て
全
く
真
淵
を
け
な
す
訳
に
て
は
無
之
候
。
楫
取
魚
彦

か
と
り
な
ひ
こ
は
万
葉
を
模
し
た
る
歌
を
多
く
詠

み
い
で
た
れ
ど
、
な
ほ
こ
れ
と
思
ふ
者
は
極
め
て
少
く
候
。
さ
ほ
ど
に
古
調
は
擬
し
が
た
き
に
や
と
疑
ひ

を
り
候
処
、
近
来
生
ら
の
相
知
れ
る
人
の
中
に
歌
よ
み
に
は
あ
ら
で
か
へ
つ
て
古
調
を
巧
た
く
みに
模
す
る
人
少

か
ら
ぬ
こ
と
を
知
り
申
候
。
こ
れ
に
由よ
り
て
観
れ
ば
昔
の
歌
よ
み
の
歌
は
、
今
の
歌
よ
み
な
ら
ぬ
人
の
歌
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よ
り
も
、
遥
は
る
かに
劣
り
候
や
ら
ん
と
心
細
く 

相  

成 

あ
い
な
り

申
候
。
さ
て
今
の
歌
よ
み
の
歌
は
昔
の
歌
よ
み
の
歌
よ

り
も
更
に
劣
り
候
は
ん
に
は
如
何
い
か
が
申
す
べ
き
。

　
長
歌
の
み
は
や
や
短
歌
と
異
な
り
申
候
。
『 

古 

今 

集 

こ
き
ん
し
ゅ
う
』
の
長
歌
な
ど
は
箸はし
に
も
棒
に
も
か
か
ら
ず
候

へ
ど
も
、
箇
様
か
よ
う
な
長
歌
は
古
今
集
時
代
に
も
後
世
に
も
余
り
流は
行や
ら
ざ
り
し
こ
そ
も
つ
け
の
幸
さ
い
わ
いと
存
ぜ
ら

れ
候
な
れ
。
さ
れ
ば
後
世
に
て
も
長
歌
を
詠
む
者
に
は
直
た
だ
ちに
万
葉
を
師
と
す
る
者
多
く
、
従
つ
て
か
な
り

の
作
を
見
受
け
申
候
。
今
日
と
て
も
長
歌
を
好
ん
で
作
る
者
は
短
歌
に
比
す
れ
ば
多
少
手
際
て
ぎ
わ
善
く
出
来
申

候
。
（
御
歌
会
派

お
う
た
か
い
は
の
気
ま
ぐ
れ
に
作
る
長
歌
な
ど
は
端
唄
は
う
た
に
も
劣
り
申
候
）
し
か
し
或ある
人
は
難
じ
て
長
歌

が
万
葉
の
模
型
を
離
る
る
能あた
は
ざ
る
を
笑
ひ
申
候
。
そ
れ
も
尤
も
っ
と
もに
は
候
へ
ど
も
歌
よ
み
に
そ
ん
な
む
つ
か

し
い
事
を
注
文
致
し
候
は
ば
、
古
今
以
後
殆
ほ
と
んど
新
し
い
歌
が
な
い
と
申
さ
ね
ば
相
成
間
敷
ま
じ
く
候
。
な
ほ
い
ろ

い
ろ
申
し
残
し
た
る
事
は 

後  

鴻 

こ
う
こ
う

に
譲ゆず
り
申
候
。
不
具
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
十
二
日
）
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再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　 

貫  

之 

つ
ら
ゆ
き

は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
『
古
今
集
』
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
。
そ
の
貫
之
や
『
古
今
集
』
を

崇
拝
す
る
は
誠
に
気
の
知
れ
ぬ
こ
と
な
ど
と
申
す
も
の
の
、
実
は
か
く
申
す
生
も
数
年
前
ま
で
は
『
古
今

集
』
崇
拝
の
一
人
に
て
候
ひ
し
か
ば
、
今
日
世
人
が
『
古
今
集
』
を
崇
拝
す
る
気
味
合

き
み
あ
い

は
能よ
く
存
申
候
。

崇
拝
し
て
ゐ
る
間
は
誠
に
歌
と
い
ふ
も
の
は
優
美
に
て
『
古
今
集
』
は
殊こと
に
そ
の
粋
を
抜
き
た
る
者
と
の

み
存
候
ひ
し
も
、
三
年
の
恋  

一    
朝  

い
っ
ち
ょ
う

に
さ
め
て
見
れ
ば
、
あ
ん
な
意い
気く
地じ
の
な
い
女
に
今
ま
で
ば
か
さ

れ
て
を
つ
た
事
か
と
、
く
や
し
く
も
腹
立
た
し
く
相
成
候
。
先
づ
『
古
今
集
』
と
い
ふ
書
を
取
り
て
第
一

枚
を
開
く
と
直
ち
に
「
去こ
年ぞ
と
や
い
は
ん
今
年
と
や
い
は
ん
」
と
い
ふ
歌
が
出
て
来
る
、
実
に
呆あき
れ
返
つ

た
無
趣
味
の
歌
に
有
之
候
。
日
本
人
と
外
国
人
と
の
合あい
の
子こ
を
日
本
人
と
や
申
さ
ん
外
国
人
と
や
申
さ
ん

と
し
や
れ
た
る
と
同
じ
事
に
て
、
し
や
れ
に
も
な
ら
ぬ
つ
ま
ら
ぬ
歌
に
候
。
こ
の
外
の
歌
と
て
も
大
同
小

異
に
て
駄
洒
落

だ
じ
ゃ
れ

か
理
窟
ツ
ぽ
い
者
の
み
に
有
之
候
。
そ
れ
で
も
強し
ひ
て
『
古
今
集
』
を
ほ
め
て
言
は
ば
、

つ
ま
ら
ぬ
歌
な
が
ら
万
葉
以
外
に
一
風
を
成
し
た
る
処
は
取
得
と
り
え
に
て
、
如い
何か
な
る
者
に
て
も
始
め
て
の
者
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は
珍
し
く
覚
え
申
候
。
た
だ
こ
れ
を
真ま
似ね
る
を
の
み
芸
と
す
る
後
世
の
奴やつ
こ
そ
気
の
知
れ
ぬ
奴
に
は
候
な

れ
。
そ
れ
も
十
年
か
二
十
年
の
事
な
ら
と
も
か
く
も
、
二
百
年
た
つ
て
も
三
百
年
た
つ
て
も
そ
の 

糟  

粕 

そ
う
は
く

を
嘗な
め
て
を
る
不
見
識
に
は
驚
き
入いり
候
。
何
代
集
の
彼
ン
代
集
の
と
申
し
て
も
、
皆
古
今
の
糟
粕
の
糟
粕

の
糟
粕
の
糟
粕
ば
か
り
に
御
座
候
。

　
貫
之
と
て
も
同
じ
事
に
候
。
歌
ら
し
き
歌
は
一
首
も
相
見
え
不
申
候
。
か
つ
て
或
人
に
か
く
申
候
処
、

そ
の
人
が
「
川
風
寒
み
千
鳥
鳴
く
な
り
」
の
歌
は
如
何
い
か
が
に
や
と
申
さ
れ
閉
口
致
候
。
こ
の
歌
ば
か
り
は
趣

味
あ
る
面
白
き
歌
に
候
。
し
か
し
外
に
は
こ
れ
位
の
も
の
一
首
も
あ
る
ま
じ
く
候
。
「
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
」

と
は
駄
洒
落
に
て
候
。
「
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
」
と
は
浅
は
か
な
る
言
ひ
ざ
ま
と
存
候
。
但
た
だ
し貫
之
は
始

め
て
箇
様
か
よ
う
な
事
を
申
候
者
に
て
古
人
の
糟
粕
に
て
は
無
之
候
。
詩
に
て
申
候
へ
ば
古
今
集
時
代
は
宋
時
代

に
も
た
ぐ
へ
申
す
べ
く
、
俗
気
紛
々
と
致
し
を
り
候
処
は
と
て
も
唐
詩
と
く
ら
ぶ
べ
く
も
無
之
候
へ
ど
も
、

さ
り
と
て
そ
れ
を
宋
の
特
色
と
し
て
見
れ
ば
全
体
の
上
よ
り
変
化
あ
る
も
面
白
く
、
宋
は
そ
れ
に
て
よ
ろ

し
く
候
ひ
な
ん
。
そ
れ
を
本
尊
に
し
て
人
の
短
所
を
真
似
る 

寛  

政 

か
ん
せ
い

以
後
の
詩
人
は
善
き
笑
ひ
者
に
御
座

候
。

『
古
今
集
』
以
後
に
て
は
新
古
今
や
や
す
ぐ
れ
た
り
と
相
見
え
候
。
古
今
よ
り
も
善
き
歌
を
見
か
け
申
候
。

し
か
し
そ
の
善
き
歌
と
申
す
も
指
折
り
て
数
へ
る
ほ
ど
の
事
に
有
之
候
。
定
家
て
い
か
と
い
ふ
人
は
上
手
か
下
手
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か
訳
の
分
ら
ぬ
人
に
て
、
新
古
今
の
撰
定
を
見
れ
ば
少
し
は
訳
の
分
つ
て
ゐ
る
の
か
と
思
へ
ば
、
自
分
の

歌
に
は
ろ
く
な
者
無
之
「
駒こま
と
め
て
袖そで
う
ち
は
ら
ふ
」
「
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
み
じ
も
」
抔など
が
人
に
も
て
は

や
さ
る
る
位
の
者
に
有
之
候
。
定
家
を
狩
野
派

か
の
う
は

の
画
師
に
比
す
れ
ば 

探  

幽 

た
ん
ゆ
う

と
善
く
相
似
た
る
か
と
存
候
。

定
家
に
傑
作
な
く
探
幽
に
も
傑
作
な
し
。
し
か
し
定
家
も
探
幽
も
相
当
に
練
磨
の
力
は
あ
り
て
如
何
な
る

場
合
に
も
か
な
り
に
や
り
こ
な
し
申
候
。
両
人
の
名
誉
は
相
如し
く
ほ
ど
の
位
置
に
を
り
て
、
定
家
以
後
歌

の
門
閥
を
生
じ
、
探
幽
以
後
画
の
門
閥
を
生
じ
、
両
家
と
も
門
閥
を
生
じ
た
る
後
は
歌
も
画
も
全
く
腐
敗

致
候
。
い
つ
の
代
如
何
な
る
技
芸
に
て
も
歌
の
格
、
画
の
格
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
格
が
き
ま
つ
た
ら
最
早
も
は
や

進
歩
致
す
間
敷
候
。

　
香
川
景
樹

か
が
わ
か
げ
き
は
古
今
貫
之
崇
拝
に
て
見
識
の
低
き
こ
と
は
今
更
申
す
ま
で
も
無
之
候
。
俗
な
歌
の
多
き
事

も
無
論
に
候
。
し
か
し
景
樹
に
は
善
き
歌
も
有
之
候
。
自
己
が
崇
拝
す
る
貫
之
よ
り
も
善
き
歌
多
く
候
。

そ
れ
は
景
樹
が
貫
之
よ
り
え
ら
か
つ
た
の
か
ど
う
か
は
分
ら
ぬ
。
た
だ
景
樹
時
代
に
は
貫
之
時
代
よ
り
も

進
歩
し
て
ゐ
る
点
が
あ
る
と
い
ふ
事
は
相
違
な
け
れ
ば
、
従
し
た
が
って
景
樹
に
貫
之
よ
り
も
善
き
歌
が
出
来
る
と

い
ふ
も
自
然
の
事
と
存
候
。
景
樹
の
歌
が
ひ
ど
く 

玉  
石  
混  

淆 

ぎ
ょ
く
せ
き
こ
ん
こ
う
で
あ
る
処
は
、
俳
人
で
い
ふ
と 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

に
比
す
る
が
適
当
と 

被  

思 

お
も
わ
れ

候
。
蓼
太
は
雅
俗
巧
拙
の
両
極
端
を
具そな
へ
た
男
で
そ
の
句
に
両
極
端
が
現
れ

を
り
候
。
か
つ
満
身
の
覇は
気き
で
も
つ
て
世
人
を 

籠  

絡 

ろ
う
ら
く

し
、
全
国
に
夥
お
び
た
だし
き
門
派
の
末
流
を
も
つ
て
ゐ
た
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処
な
ど
も
善
く
似
て
を
る
か
と
存
候
。
景
樹
を
学
ぶ
な
ら
善
き
処
を
学
ば
ね
ば
甚
は
な
は
だし
き
邪
路
に
陥
お
ち
いり  

可  

も
う
す

  
申  
べ
く

、
今
の
景
樹
派
な
ど
と
申
す
は
景
樹
の
俗
な
処
を
学
び
て
景
樹
よ
り
も
下
手
に
つ
ら
ね
申
候
。
ち
ぢ

れ
毛
の
人
が
束
髪
に
結
び
し
を
善
き
事
と
思
ひ
て
、
束
髪
に
ゆ
ふ
人
は
わ
ざ
わ
ざ
毛
を
ち
ぢ
ら
し
た
ら
ん

が
如
き
趣
お
も
む
き有
之
候
。
こ
こ
の
処
よ
く
よ
く 

闊  

眼 

か
つ
が
ん

を
開
い
て
御
判
別 

可  

有 

あ
る
べ
く

候
。
古
今
上
下
東
西
の
文
学

な
ど
能
く
比
較
し
て
御
覧 

可 

被 

成 

な
さ
る
べ
く

、
く
だ
ら
ぬ
歌
書
ば
か
り
見
て
を
つ
て
は
容
易
に
自
己
の
迷
ま
よ
いを
醒さ
ま

し
が
た
く
、
見
る
所
狭
け
れ
ば
自
分
の
汽
車
の
動
く
の
を
知
ら
で
、
隣
の
汽
車
が
動
く
や
う
に
覚
ゆ
る
者

に
御
座
候
。
不
尽
ふ
じ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
十
四
日
）
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三み
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
前
略
。
歌
よ
み
の
如
く
馬
鹿
な
、
の
ん
き
な
も
の
は
、
ま
た
と
無
之
候
。
歌
よ
み
の
い
ふ
事
を
聞
き
候

へ
ば
和
歌
ほ
ど
善
き
者
は
他
に
な
き
由
い
つ
で
も
誇
り
申
候
へ
ど
も
、
歌
よ
み
は
歌
よ
り
外
の
者
は
何
も

知
ら
ぬ
故
に
、
歌
が
一
番
善
き
や
う
に 

自  

惚 

う
ぬ
ぼ
れ

候
次
第
に
有
之
候
。
彼
ら
は
歌
に
最
も
近
き
俳
句
す
ら
少

し
も
解
せ
ず
、
十
七
字
で
さ
へ
あ
れ
ば  

川    

柳  

せ
ん
り
ゅ
う

も
俳
句
も
同
じ
と
思
ふ
ほ
ど
の
、
の
ん
き
さ
加
減
な
れ

ば
、
ま
し
て
支
那
の
詩
を
研
究
す
る
で
も
な
く
、
西
洋
に
は
詩
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
や
ら
な
い
や
ら
そ
れ

も
分
ら
ぬ
文
盲
浅
学
、
ま
し
て
小
説
や 
院  
本 
い
ん
ぽ
ん

も
、
和
歌
と
同
じ
く
文
学
と
い
ふ
者
に
属
す
と
聞
か
ば
、

定
め
て
目
を
剥む
い
て
驚
き
可
申
候
。
か
く
申
さ
ば
、 

讒  

謗 

ざ
ん
ぼ
う

罵ば
詈り
礼
を
知
ら
ぬ
し
れ
者
と
思
ふ
人
も
あ
る

べ
け
れ
ど
、
実
際
な
れ
ば  

致    

方  

い
た
し
か
た

無
之
候
。
も
し
生
の
言
が
誤
れ
り
と
思おぼ
さ
ば
、
い
は
ゆ
る
歌
よ
み
の

中
よ
り
た
だ
の
一
人
に
て
も
、
俳
句
を
解
す
る
人
を
御
指
名 

可 

被 

下 
く
だ
さ
る
べ
く
候
。
生
は
歌
よ
み
に
向
ひ
て
何
の

恨うら
みも
持
た
ぬ
に
、
か
く
罵
詈
が
ま
し
き
言
を
放
た
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
相
成
候
心
の
ほ
ど 

御  

察  

被  

下 

お
さ
っ
し
く
だ
さ
れ

た
く
候
。

10歌よみに与ふる書



　
歌
を
一
番
善
い
と
申
す
は
、
固もと
よ
り
理
窟
も
な
き
事
に
て
、
一
番
善
い
訳
は
毫ごう
も
無
之
候
。
俳
句
に
は

俳
句
の
長
所
あ
り
、
支
那
の
詩
に
は
支
那
の
詩
の
長
所
あ
り
、
西
洋
の
詩
に
は
西
洋
の
詩
の
長
所
あ
り
、

戯
曲
院
本
に
は
戯
曲
院
本
の
長
所
あ
り
、
そ
の
長
所
は
固
よ
り
和
歌
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
候
。
理
窟
は
別

と
し
た
処
で
、
一
体
歌
よ
み
は
和
歌
を
一
番
善
い
者
と
考
へ
た
上
で
ど
う
す
る
つ
も
り
に
や
、
歌
が
一
番

善
い
者
な
ら
ば
、
ど
う
で
も
か
う
で
も
上
手
で
も
下
手
で
も
三
十
一
文
字

み
そ
ひ
と
も
じ

並
べ
さ
へ
す
り
や
、
天
下
第
一

の
者
で
あ
つ
て
、
秀
逸
と
称
せ
ら
る
る
俳
句
に
も
、
漢
詩
に
も
、
洋
詩
に
も
優まさ
り
た
る
者
と
思
ひ
候
者
に

や
、
そ
の
量
見
が
聞
き
た
く
候
。
最
も
下
手
な
歌
も
、
最
も
善
き
俳
句
漢
詩
等
に
優
り
候
ほ
ど
な
ら
ば
、

誰
も
俳
句
漢
詩
等
に
骨
折
る
馬
鹿
は
あ
る
ま
じ
く
候
。
も
し
ま
た
俳
句
漢
詩
等
に
も
和
歌
よ
り
善
き
者
あ

り
、
和
歌
に
も
俳
句
漢
詩
等
よ
り
悪あし
き
者
あ
り
と
い
ふ
な
ら
ば
、
和
歌
ば
か
り
が
一
番
善
き
に
て
も
あ
る

ま
じ
く
候
。
歌
よ
み
の 

浅  

見 

せ
ん
け
ん

に
は
今
更
の
や
う
に
呆あき
れ
申
候
。

　
俳
句
に
は
調
が
な
く
て
和
歌
に
は
調
が
あ
る
、
故
に
和
歌
は
俳
句
に
勝まさ
れ
り
と
あ
る
人
は
申
し
候
。
こ

れ
は
強
あ
な
がち
一
人
の
論
で
は
な
く
、
歌
よ
み
仲
間
に
は
箇
様
か
よ
う
な
説
を
抱
く
者
多
き
事
と
存
候
。
歌
よ
み
ど
も

は
い
た
く
調
と
い
ふ
事
を
誤
解
致
し
を
り
候
。
調
に
は
な
だ
ら
か
な
る
調
も
有
之
、
迫
り
た
る
調
も
有
之

候
。
平
和
な
長
閑
の
ど
か
な
様
を
歌
ふ
に
は
な
だ
ら
か
な
る
長
き
調
を
用
う
べ
く
、
悲
哀
と
か 

慷  

慨 

こ
う
が
い

と
か
に
て

情
の
迫
り
た
る
時
、
ま
た
は
天
然
に
て
も
人
事
に
て
も
、  

景    
象  

け
い
し
ょ
う

の
活
動
甚
し
く
変
化
の
急
な
る
時
、

11



こ
れ
を
歌
ふ
に
は
迫
り
た
る
短
き
調
を
用
う
べ
き
は
論
ず
る
ま
で
も
な
く
候
。
し
か
る
に
歌
よ
み
は
、
調

は
総すべ
て
な
だ
ら
か
な
る
者
と
の
み
心
得
候
と
相
見
え
申
候
。
か
か
る
誤
あ
や
ま
りを
来
す
も
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

従
来
の
和

歌
が
な
だ
ら
か
な
る
調
子
の
み
を
取
り
来
り
し
に
因よ
る
者
に
て
、
俳
句
も
漢
詩
も
見
ず
、
歌
集
ば
か
り
読

み
た
る
歌
よ
み
に
は
、
爾し
か
思
は
る
る
も
無
理
な
ら
ぬ
事
と
存
候
。
さ
て
さ
て
困
つ
た
者
に
御
座
候
。
な

だ
ら
か
な
る
調
が
和
歌
の
長
所
な
ら
ば
、
迫
り
た
る
調
が
俳
句
の
長
所
な
る
事
は
分
り
申
さ
ざ
る
や
ら
ん
。

し
か
し
迫
り
た
る
調
、
強
き
調
な
ど
い
ふ
調
の
味
は
、
い
は
ゆ
る
歌
よ
み
に
は
到
底
分
り
申
す
間
敷
ま
じ
き
か
。

真
淵
は
雄お
お々

し
く
強
き
歌
を
好
み
候
へ
ど
も
、
さ
て
そ
の
歌
を
見
る
と
存
外
に
雄
々
し
く
強
き
者
は
少
く
、

実
朝
の
歌
の
雄
々
し
く
強
き
が
如
き
は
真
淵
に
は
一
首
も
見
あ
た
ら
ず
候
。
「
飛
ぶ
鷲わし
の
翼
も
た
わ
に
」

な
ど
い
へ
る
は
、
真
淵
集
中
の 
佳  
什 

か
じ
ゅ
う

に
て
強
き
方
の
歌
な
れ
ど
も
、
意
味
ば
か
り
強
く
て
調
子
は
弱
く

感
ぜ
ら
れ
候
。
実
朝
を
し
て
こ
の
意
匠
を
詠
ま
し
め
ば
箇
様
な
調
子
に
は
詠
む
ま
じ
く
候
。
「
も
の
の
ふ

の
矢
な
み
つ
く
ろ
ふ
」
の
歌
の
如
き
、
鷲
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
荒
々
し
き
趣
向
な
ら
ね
ど
、
調
子
の
強

き
事
は
並
ぶ
者
な
く
、
こ
の
歌
を
誦
し
ょ
うす
れ
ば
霰
あ
ら
れの
音
を
聞
く
が
如
き
心
地
致
候
。
真
淵
既
に
し
か
り
と
せ

ば
真
淵
以
下
の
歌
よ
み
は
申
す
ま
で
も
な
く
候
。
か
か
る
歌
よ
み
に
、
蕪
村
派

ぶ
そ
ん
は

の
俳
句
集
か 

盛  

唐 

せ
い
と
う

の
詩

集
か
読
ま
せ
た
く
存
候
へ
ど
も
、
驕おご
り
き
つ
た
る
歌
よ
み
ど
も
は
、
宗
旨
以
外
の
書
を
読
む
こ
と
は
、
承

知
致
す
ま
じ
く
、
勧
め
る
だ
け
が
野や
暮ぼ
に
や
候
べ
き
。

12歌よみに与ふる書



　
御
承
知
の
如
く
、
生
は
歌
よ
み
よ
り
は
局
外
者
と
か 

素  

人 

し
ろ
う
と

と
か
い
は
る
る
身
に
有
之
、
従
つ
て
詳くわ
し

き
歌
の
学
問
は
致
さ
ず
、
格
が
何
だ
か
文
法
が
何
だ
か
少
し
も
承
知
致
さ
ず
候
へ
ど
も
、
大
体
の
趣
味
如い

何かん
に
お
い
て
は
自
ら
信
ず
る
所
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
き
て
か
へ
つ
て
専
門
の
歌
よ
み
が
不
注
意
を
責
む
る

者
に
御
座
候
。
箇
様
に
悪
口
を
つ
き
申
さ
ば
生
を
弥
次
馬

や
じ
う
ま

連
と
同
様
に
見
る
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
生
の

弥
次
馬
連
な
る
か
否
か
は
貴
兄
は
御
承
知
の
事
と
存
候
。
異
論
の
人
あ
ら
ば 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

に
て
も
来
訪
あ
る
や

う
貴
兄
よ
り
御
伝
へ 
被  
下 
く
だ
さ
れ

た
く
、
三
日
三
夜
な
り
と
も
つ
づ
け
さ
ま
に
議
論  

可    

致  

い
た
す
べ
く

候
。
熱
心
の
点

に
お
い
て
は
決
し
て
普
通
の
歌
よ
み
ど
も
に
は
負
け
不
申
候
。
情
激
し
筆
走
り
候
ま
ま
失
礼
の
語
も
多
か

る
べ
く 

御 

海 

容 

可 

被 

下  

ご
か
い
よ
う
く
だ
さ
る
べ
く

候
。
拝
具
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
十
八
日
）
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四よ
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
拝
啓
。
空
論
ば
か
り
に
て
は
傍
人
に
解
し
が
た
く
、
実
例
に
つ
き
て
評
せ
よ
と
の
御
言
葉  

御    

尤  

ご
も
っ
と
も

と

存
候
。
実
例
と
申
し
て
も
際
限
も
な
き
事
に
て
、
い
づ
れ
を
取
り
て
評
す
べ
き
や
ら
ん
と
惑まど
ひ
候
へ
ど
も
、

な
る
べ
く
名
高
き
者
よ
り
試
み
可
申
候
。 

御  

思 

お
ん
お
も

ひ
あ
た
り
の
歌
ど
も
御
知
ら
せ 

被  

下 

く
だ
さ
れ

た
く
候
。
さ
て

 

人  

丸 

ひ
と
ま
ろ

の
歌
に
か
あ
り
け
ん

　
　
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
川

や
そ
う
じ
が
わ
の
網
代
木

あ
じ
ろ
ぎ

に
い
ざ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も

と
い
ふ
が
し
ば
し
ば
引
き
あ
ひ
に
出
さ
れ
る
や
う
に
存
候
。
こ
の
歌
万
葉
時
代
に
流
行
せ
る
一
気
呵
成
か
せ
い
の

調
に
て
、
少
し
も
野
卑
な
る
処
は
な
く
、
字
句
も
し
ま
り
を
り
候
へ
ど
も
、
全
体
の
上
よ
り
見
れ
ば
上
三

句
は 

贅  

物 

ぜ
い
ぶ
つ

に
属
し
候
。
「 

足  

引 

あ
し
び
き

の
山
鳥
の
尾
の
」
と
い
ふ
歌
も
前
置
の
詞
こ
と
ば多
け
れ
ど
、
あ
れ
は
前
置

の
詞
長
き
た
め
に
夜
の
長
き
様
を
感
ぜ
ら
れ
候
。
こ
れ
は
ま
た
上
三
句
全
く
役
に
立
ち
不
申
候
。
こ
の
歌
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を
名
所
の
手
本
に
引
く
は
大
た
は
け
に
御
座
候
。
総
じ
て
名
所
の
歌
と
い
ふ
は
そ
の
地
の
特
色
な
く
て
は

叶かな
は
ず
、
こ
の
歌
の
如
く
意
味
な
き
名
所
の
歌
は
名
所
の
歌
に
な
り
不
申
候
。
し
か
し
こ
の
歌
を
後
世
の

俗
気
紛
々
た
る
歌
に
比
ぶ
れ
ば
勝
る
こ
と
万
々
に
候
。
か
つ
こ
の
種
の
歌
は
真
似
す
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、

多
き
中
に
一
首
二
首
あ
る
は
面
白
く
候
。

　
　
月
見
れ
ば
千ち
ぢ々

に
物
こ
そ
悲
し
け
れ
我
身
一
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど

と
い
ふ
歌
は
最
も
人
の
賞
す
る
歌
な
り
。
上
三
句
は
す
ら
り
と
し
て
難
な
け
れ
ど
も
、
下
二
句
は
理
窟
な

り
蛇
足
だ
そ
く
な
り
と
存
候
。
歌
は
感
情
を
述
ぶ
る
者
な
る
に
理
窟
を
述
ぶ
る
は
歌
を
知
ら
ぬ
故
に
や
候
ら
ん
。

こ
の
歌
下
二
句
が
理
窟
な
る
事
は
消
極
的
に
言
ひ
た
る
に
て
も
知
れ
可
申
、
も
し
わ
が
身
一
つ
の
秋
と
思

ふ
と
詠よ
む
な
ら
ば
感
情
的
な
れ
ど
も
、
秋
で
は
な
い
が
と
当
り
前
の
事
を
い
は
ば
理
窟
に
陥
お
ち
いり
申
候
。
箇

様
な
歌
を
善
し
と
思
ふ
は
そ
の
人
が
理
窟
を
得え
離
れ
ぬ
が
た
め
な
り
、
俗
人
は
申
す
に
及
ば
ず
、
今
の
い

は
ゆ
る
歌
よ
み
ど
も
は
多
く
理
窟
を
並
べ
て
楽
た
の
しみ
を
り
候
。
厳
格
に
言
は
ば
こ
れ
ら
は
歌
で
も
な
く
歌
よ

み
で
も
な
く
候
。
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芳
野
山
霞
か
す
みの
奥
は
知
ら
ね
ど
も
見
ゆ
る
限
り
は
桜
な
り
け
り

　
八 
田 
知 

紀 

は
っ
た
と
も
の
り

の
名
歌
と
か
申
候
。
知
紀
の
家
集
は
い
ま
だ
読
ま
ね
ど
、
こ
れ
が
名
歌
な
ら
ば
大
概
底
も

見
え
透す
き
候
。
こ
れ
も
前
の
と
同
じ
く
「
霞
の
奥
は
知
ら
ね
ど
も
」
と
消
極
的
に
言
ひ
た
る
が
理
窟
に
陥

り
申
候
。
既
に
見
ゆ
る
限
り
は
と
い
ふ
上
は
見
え
ぬ
処
は
分
ら
ぬ
が
と
い
ふ
意
味
は
、
そ
の
裏
に
籠こも
り
を

り
候
も
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
知
ら
ね
ど
も
と
こ
と
わ
り
た
る
、
こ
れ
が
下
手
と
申
す
も
の
に
候
。
か
つ
こ
の

歌
の
姿
、
見
ゆ
る
限
り
は
桜
な
り
け
り
な
ど
い
へ
る
も
極
め
て
拙
つ
た
なく
野や
卑ひ
な
り
、
前
の
千
里
ち
さ
と
の
歌
は
理
窟

こ
そ
悪あし
け
れ
姿
は
遥
は
る
かに
立
ち
ま
さ
り
を
り
候
。
つ
い
で
に
申
さ
ん
に
消
極
的
に
言
へ
ば
理
窟
に
な
る
と
申

し
し
事
、
い
つ
で
も
し
か
な
り
と
い
ふ
に
非あら
ず
、
客
観
的
の
景
色
を
連
想
し
て
い
ふ
場
合
は
消
極
に
て
も

理
窟
に
な
ら
ず
、
例
へ
ば
「
駒
と
め
て
袖
う
ち
払
ふ
影
も
な
し
」
と
い
へ
る
が
如
き
は
客
観
の
景
色
を
連

想
し
た
る
ま
で
に
て
、
か
く
い
は
ね
ば
感
情
を
現
す
能あた
は
ざ
る
者
な
れ
ば
無
論
理
窟
に
て
は
無
之
候
。
ま

た
全
体
が
理
窟
め
き
た
る
歌
あ
り
（
釈
教
の
歌
の
類
）
、
こ
れ
ら
は
か
へ
つ
て
言
ひ
様
に
て
多
少
の
趣
味

を
添
ふ
べ
け
れ
ど
、
こ
の
芳
野
山
の
歌
の
如
く
、
全
体
が
客
観
的
即
ち
景
色
な
る
に
、
そ
の
中
に
主
観
的

理
窟
の
句
が
ま
じ
り
て
は
殺
風
景
い
は
ん
方
な
く
候
。
ま
た
同
人
の
歌
に
か
あ
り
け
ん
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う
つ
せ
み
の
我
世
の
限
り
見
る
べ
き
は
嵐
の
山
の
桜
な
り
け
り

と
い
ふ
が
有
之
候
由
、
さ
て
さ
て
驚
き
入
つ
た
る
理
窟
的
の
歌
に
て
は
候
よ
。
嵐
山
の
桜
の
う
つ
く
し
い

と
申
す
は
無
論
客
観
的
の
事
な
る
に
、
そ
れ
を
こ
の
歌
は
理
窟
的
に
現
し
た
り
、
こ
の
歌
の
句
法
は
全
体

理
窟
的
の
趣
向
の
時
に
用
う
べ
き
者
に
し
て
、
こ
の
趣
向
の
如
く
客
観
的
に
い
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
処
に

用
ゐ
た
る
は
大
俗
の
し
わ
ざ
と
相
見
え
候
。
「
べ
き
は
」
と
係か
け
て
「
な
り
け
り
」
と
結
び
た
る
が
最
も
っ
と
も理

窟
的
殺
風
景
の
処
に
有
之
候
。
一
生
嵐
山
の
桜
を
見
よ
う
と
い
ふ
も
変
な
く
だ
ら
ぬ
趣
向
な
り
、
こ
の
歌

全
く  

取    

所  

と
り
ど
こ
ろ

無
之
候
。
な
ほ
手
当
り
次
第  

可  

申  

上  

も
う
し
あ
ぐ
べ
く

候
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
）
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五いつ
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
　
心
あ
て
に
見
し
白
雲
は
麓
ふ
も
とに
て
思
は
ぬ
空
に
晴
る
る
不ふ
尽じ
の
嶺ね

と
い
ふ
は
春
海
は
る
み
の
な
り
し
や
に
覚
え
候
。
こ
れ
は
不
尽
の
裾すそ
よ
り
見
上
げ
し
時
の
即
興
な
る
べ
く
、
生
も

実
際
に
か
く
感
じ
た
る
事
あ
れ
ば
面
白
き
歌
と
一
時
は
思
ひ
し
が
、
今
見
れ
ば
拙
き
歌
に
有
之
候
。
第
一
、

麓
と
い
ふ
語
如
何
い
か
が
や
、
心
あ
て
に
見
し
処
は
少
く
も 

半  

腹 

は
ん
ぷ
く

位
の
高
さ
な
る
べ
き
を
、
そ
れ
を
麓
と
い
ふ

べ
き
や
疑
は
し
く
候
。
第
二
、
そ
れ
は
善
し
と
す
る
も
「
麓
に
て
」
の
一
句
理
窟
ぽ
く
な
つ
て
面
白
か
ら

ず
、
た
だ
心
あ
て
に
見
し
雲
よ
り
は
上
に
あ
り
し
と
ば
か
り
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
処
に
候
。
第
三
、
不
尽
の

高
く
壮
さ
か
んな
る
様
を
詠
ま
ん
と
な
ら
ば
、
今
少
し
力
強
き
歌
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
こ
の
歌
の
姿
弱
く
し
て

到
底
不
尽
に
副そ
ひ
申
さ
ず
候
。
几
董
き
と
う
の
俳
句
に
「
晴
る
る
日
や
雲
を
貫
く
雪
の
不
尽
」
と
い
ふ
が
あ
り
、

極
め
て
尋
常
に
叙じょ
し
去
り
た
れ
ど
も
不
尽
の
趣
は
か
へ
つ
て
善
く
現
れ
申
候
。
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も
し
ほ
焼
く
難
波
な
に
わ
の
浦
の 

八 

重 

霞 

や
え
が
す
み

一
重
ひ
と
え
は
あ
ま
の
し
わ
ざ
な
り
け
り

　  
契    
沖  

け
い
ち
ゅ
う

の
歌
に
て
俗
人
の
伝
称
す
る
者
に
有
之
候
へ
ど
も
、
こ
の
歌
の
品
下
り
た
る
事
は
や
や
心
あ

る
人
は
承
知
致
し
を
る
事
と
存
候
。
こ
の
歌
の
伝
称
せ
ら
る
る
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
八
重
一
重
の  

掛  

か
け
あ

  

合  

わ
せ

に
あ
る
べ
け
れ
ど
、
余
の
攻
撃
点
も
ま
た
此こ
処こ
に
外
な
ら
ず
、
総
じ
て
同
一
の
歌
に
て
極
め
て
ほ
め

る
処
と
、
他
の
人
の
極
め
て
誹そし
る
処
と
は
同
じ
点
に
あ
る
者
に
候
。
八
重
霞
と
い
ふ
も
の
固もと
よ
り
八
段
に

分
れ
て
霞
み
た
る
に
あ
ら
ね
ば
、
一
重
と
い
ふ
こ
と
一
向
に
利
き
不
申
、
ま
た
初
は
じ
めに
「
藻
汐
も
し
お
焼
く
」
と
置

き
し
故
、
後
に
煙
と
も
言
ひ
か
ね
て
「
あ
ま
の
し
わ
ざ
」
と
主
観
的
に
置
き
た
る
処
、
い
よ
い
よ
俗
に
堕お

ち
申
候
。
こ
ん
な
風
に
詠
ま
ず
と
も
、
霞
の
上
に
藻
汐
焚や
く
煙
の
な
び
く
由
尋
常
に
詠
ま
ば
、
つ
ま
ら
ぬ

ま
で
も
か
か
る
厭
味
い
や
み
は
出
来
申
間
敷
候
。

　
　
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む 

初  

霜 

は
つ
し
も

の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

　
こ
の
躬
恒
み
つ
ね
の
歌
、
百
人
一
首
に
あ
れ
ば
誰
も
口
ず
さ
み
候
へ
ど
も
、
一
文
半
文
の
ね
う
ち
も
無
之

こ
れ
な
き
駄
歌

に
御
座
候
。
こ
の
歌
は
嘘うそ
の
趣
向
な
り
、
初
霜
が
置
い
た
位
で
白
菊
が
見
え
な
く
な
る 

気  

遣 

き
づ
か
い

無
之
候
。
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趣
向
嘘
な
れ
ば
趣
も
糸
瓜
へ
ち
ま
も 

有  

之  

不  

申 

こ
れ
あ
り
も
う
さ
ず

、
け
だ
し
そ
れ
は
つ
ま
ら
ぬ
嘘
な
る
か
ら
に
つ
ま
ら
ぬ
に
て
、

上
手
な
嘘
は
面
白
く
候
。
例
へ
ば
「
鵲
か
さ
さ
ぎの
わ
た
せ
る
橋
に
お
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
ぞ
更ふ
け
に
け
る
」

面
白
く
候
。
躬
恒
の
は
瑣
細
さ
さ
い
な
事
を
や
た
ら
に
仰
山
に
述
べ
た
の
み
な
れ
ば
無
趣
味
な
れ
ど
も
、 

家  

持 

や
か
も
ち

の
は
全
く
な
い
事
を
空
想
で
現
は
し
て
見
せ
た
る
故
面
白
く  

被    

感  

か
ん
ぜ
ら
れ

候
。
嘘
を
詠
む
な
ら
全
く
な
い
事
、

と
て
つ
も
な
き
嘘
を
詠
む
べ
し
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
あ
り
の
ま
ま
に
正
直
に
詠
む
が
よ
ろ
し
く
候
。
雀
が
舌

を
剪き
ら
れ
た
と
か
、
狸
た
ぬ
きが
婆ばば
に
化
け
た
な
ど
の
嘘
は
面
白
く
候
。
今
朝
は
霜
が
ふ
つ
て
白
菊
が
見
え
ん
な

ど
と
、
真ま
面じ
目め
ら
し
く
人
を
欺
あ
ざ
むく
仰
山
的
の
嘘
は
極
め
て
殺
風
景
に
御
座
候
。
「
露
の
落
つ
る
音
」
と
か

「
梅
の
月
が
匂
ふ
」
と
か
い
ふ
事
を
い
ふ
て
楽
た
の
しむ
歌
よ
み
が
多
く
候
へ
ど
も
、
こ
れ
ら
も
面
白
か
ら
ぬ
嘘

に
候
。
総すべ
て
嘘
と
い
ふ
も
の
は
、
一
、
二
度
は
善
け
れ
ど
、
た
び
た
び
詠
ま
れ
て
は
面
白
き
嘘
も
面
白
か

ら
ず
相
成
申
候
。
ま
し
て
面
白
か
ら
ぬ
嘘
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
候
。
「
露
の
音
」
「
月
の
匂
に
お
い」
「
風
の
色
」

な
ど
は
最
早
も
は
や
十
分
な
れ
ば
、
今
後
の
歌
に
は
再
び
現
れ
ぬ
や
う
致
し
た
く
候
。
「
花
の
匂
」
な
ど
い
ふ
も

大
方
は
嘘
な
り
、
桜
な
ど
に
は
格
別
の
匂
は
無
之
、
「
梅
の
匂
」
で
も
古
今
以
後
の
歌
よ
み
の
詠
む
や
う

に
匂
ひ
不
申
候
。

　
　
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香か
や
は
隠
る
る
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「
梅
闇
に
匂
ふ
」
と
こ
れ
だ
け
で
済
む
事
を
三
十
一
文
字
に
引
き
の
ば
し
た
る
御
苦
労
加
減
は
恐
れ
入
つ

た
者
な
れ
ど
、
こ
れ
も
こ
の
頃
に
は
珍
し
き
者
と
し
て
許
す
べ
く
候
は
ん
に
、
あ
は
れ
歌
人
よ
、
「
闇
に

梅
匂
ふ
」
の
趣
向
は
最
早
打
ど
め
に
被
成
な
さ
れ
て
は
如
何
い
か
が
や
。
闇
の
梅
に
限
ら
ず
、
普
通
の
梅
の
香
も
『
古
今

集
』
だ
け
に
て
十
余
り
も
あ
り
、
そ
れ
よ
り
今
日
ま
で
の
代
々
の
歌
よ
み
が
よ
み
し
梅
の
香
は
、
お
び
た

だ
し
く
数
へ
ら
れ
も
せ
ぬ
ほ
ど
な
る
に
、
こ
れ
も
善
い
加
減
に
打
ち
と
め
て
、
香
水
香
料
に
御
用
ゐ
被
成

候
は
格
別
、
そ
の
外
歌
に
は
一
切
こ
れ
を
入
れ
ぬ
事
と
し
、
鼻
つ
ま
り
の
歌
人
と
嘲
あ
ざ
けら
る
る
ほ
ど
に
御
遠

ざ
け
被
成
て
は
如
何
や
。
小
さ
き
事
を
大
き
く
い
ふ
嘘
が
和
歌
腐
敗
の
一
大
原
因
と
相
見
え
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
二
十
三
日
）
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六む
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
御
書
面
を
見
る
に
愚
意
を
誤
解 

被  

致 

い
た
さ
れ

候
。
殊こと
に
変
な
る
は
御
書
面
中
四
、
五
行
の
間
に  

撞    

著  

ど
う
ち
ゃ
く

有

之
候
。
初
は
じ
めに
「
客
観
的
景
色
に
重
き
を
措お
き
て
詠
む
べ
し
」
と
あ
り
、
次
に
「
客
観
的
に
の
み
詠
む
べ
き

も
の
と
も
思
は
れ
ず
」 
云  
々 
う
ん
ぬ
ん

と
あ
る
は
如
何
。
生
は
客
観
的
に
の
み
歌
を
詠
め
と
申
し
た
る
事
は
無
之

候
。
客
観
に
重
き
を
置
け
と
申
し
た
る
事
も
な
け
れ
ど
こ
の
方
は
愚
意
に
近
き
や
う
覚
え
候
。
「
皇
国
の

歌
は
感
情
を
本もと
と
し
て
」
云
々
と
は
何
の
事
に
候
や
。
詩
歌
に
限
ら
ず
総
て
の
文
学
が
感
情
を
本
と
す
る

事
は
古
今
東
西
相
違
あ
る
べ
く
も
無
之
、
も
し
感
情
を
本
と
せ
ず
し
て
理
窟
を
本
と
し
た
る
者
あ
ら
ば
そ

れ
は
歌
に
て
も
文
学
に
て
も
あ
る
ま
じ
く
候
。
こ
と
さ
ら
に
皇
国
の
歌
は
な
ど
言
は
る
る
は
例
の
歌
よ
り

外
に
何
物
も
知
ら
ぬ
歌
よ
み
の
言
か
と  

被    

怪  

あ
や
し
ま
れ

候
。
「
い
づ
れ
の
世
に
い
づ
れ
の
人
が
理
窟
を
読
み
て

は
歌
に
あ
ら
ず
と
定
め
候
哉や
」
と
は
驚
き
た
る 

御  
問 

お
ん
と
い

に
有
之
候
。
理
窟
が
文
学
に
非あら
ず
と
は
古
今
の
人
、

東
西
の
人
尽
こ
と
ご
とく
一
致
し
た
る
定
義
に
て
、
も
し
理
窟
を
も
文
学
な
り
と
申
す
人
あ
ら
ば
、
そ
れ
は
大
方
日

本
の
歌
よ
み
な
ら
ん
と
存
候
。
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客
観
主
観
感
情
理
窟
の
語
に
つ
き
て
、
あ
る
い
は
愚
意
を
誤
解 

被  

致 

い
た
さ
れ

を
る
に
や
。
全
く
客
観
的
に
詠

み
し
歌
な
り
と
も
感
情
を
本
と
し
た
る
は
言
を
竢ま
た
ず
。
例
へ
ば
橋
の
袂
た
も
とに
柳
が
一
本
風
に
吹
か
れ
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
歌
に
せ
ん
に
は
そ
の
歌
は
客
観
的
な
れ
ど
も
、
元も
と
こ
の
歌
を
作
る
と
い

ふ
は
こ
の
客
観
的
景
色
を
美
な
り
と
思
ひ
し
結
果
な
れ
ば
、
感
情
に
本
づ
く
事
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

に
て
、
た
だ
う

つ
く
し
い
と
か
、
綺
麗
き
れ
い
と
か
、
う
れ
し
い
と
か
、
楽
し
い
と
か
い
ふ
語
を
著つ
く
る
と
著
け
ぬ
と
の
相
違
に

候
。
ま
た
主
観
的
と
申
す
内
に
も
感
情
と
理
窟
と
の
区
別
有
之
、
生
が
排
斥
す
る
は
主
観
中
の
理
窟
の
部

分
に
し
て
、
感
情
の
部
分
に
は
無
之
候
。
感
情
的
主
観
の
歌
は
客
観
の
歌
と
比
し
て
、
こ
の
主
客
両
観
の

相
違
の
点
よ
り
優
劣
を
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ば
生
は
客
観
に
重
き
を
置
く
者
に
て
も
無
之
候
。
但
た
だ
し

和
歌
俳
句
の
如
き
短
き
者
に
は
主
観
的
佳
句
よ
り
も
客
観
的
佳
句
多
し
と
信
じ
を
り
候
へ
ば
、
客
観
に
重

き
を
置
く
と
い
ふ
も
此こ
処こ
の
事
を
意
味
す
る
と
見
れ
ば  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

無
之
候
。
ま
た
主
観
客
観
の
区
別
、
感

情
理
窟
の
限
界
は
実
際
判
然
し
た
る
者
に
非
ず
と
の
御
論
ご
ろ
ん
は  

御    

尤  

ご
も
っ
と
も

に
候
。
そ
れ
故
に
善
悪
可
否
巧
拙

と
評
す
る
も
固もと
よ
り
画
然
た
る
区
別
あ
る
に
非
ず
、
巧
の
極
端
と
拙
の
極
端
と
は
毫ごう
も
紛まぎ
る
る
所
あ
ら
ね

ど
、
巧
と
拙
と
の
中
間
に
あ
る
者
は
巧
と
も
拙
と
も
申
し
兼かね
候
。
感
情
と
理
窟
の
中
間
に
あ
る
者
は
こ
の

場
合
に
当
り
申
候
。

「
同
じ
用
語
同
じ
花
月
に
て
も
そ
れ
に
対
す
る
吾
人
ご
じ
ん
の
観
念
と
古
人
の
と
相
違
す
る
事
珍
し
か
ら
ざ
る
事
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に
て
」
云
々
、
そ
れ
は
勿
論
の
事
な
れ
ど
、
そ
ん
な
事
は
生
の
論
ず
る
こ
と
と
毫
も
関
係
無
之
候
。
今
は

古
人
の
心
を 

忖  

度 

そ
ん
た
く

す
る
の
必
要
無
之
、
た
だ
此
処
に
て
は
、
古
今
東
西
に
通
ず
る
文
学
の
標
準
（
自
ら

か
く
信
じ
を
る
標
準
な
り
）
を
以
て
文
学
を
論
評
す
る
者
に
有
之
候
。
昔
は 

風 

帆 

船 

ふ
う
は
ん
せ
ん
が
早
か
つ
た
時
代

も
あ
り
し
か
ど
、
蒸
気
船
を
知
り
て
を
る
眼
よ
り
見
れ
ば
、
風
帆
船
は
遅
し
と
申
す
が
至
当
の
理
に
有
之
、

貫
之
は
貫
之
時
代
の
歌
の
上
手
と
す
る
も
、
前
後
の
歌
よ
み
を
比
較
し
て
貫
之
よ
り
上
手
の
者
外
に
沢
山

有
之
と
思
は
ば
、
貫
之
を
下
手
と
評
す
る
こ
と
ま
た
至
当
に
候
。
歴
史
的
に
貫
之
を
褒ほ
め
る
な
ら
ば
生
も

強あな
がち
反
対
に
て
は
無
之
候
へ
ど
も
、
只
今
の
論
は
歴
史
的
に
そ
の
人
物
を
評
す
る
に
あ
ら
ず
、
文
学
的
に

そ
の
歌
を
評
す
る
が
目
的
に
有
之
候
。

「
日
本
文
学
の
城
壁
と
も
い
ふ
べ
き
国
歌
」
云
々
と
は
何
事
ぞ
。
代
々
の  

勅    

撰    

集  

ち
ょ
く
せ
ん
し
ゅ
う

の
如
き
者
が
日

本
文
学
の
城
壁
な
ら
ば
、
実
に
頼
み
少
き
城
壁
に
て
、
か
く
の
如
き
薄
ツ
ぺ
ら
な
城
壁
は
、
大
砲
一
発
に

て
滅
茶
滅
茶

め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
砕くだ
け
可
申
候
。
生
は
国
歌
を
破
壊
し
尽
す
の
考
に
て
は
無
之
、
日
本
文
学
の
城
壁
を
今
少

し
堅
固
に
致
し
た
く
、
外
国
の
髯ひげ
づ
ら
ど
も
が
大
砲
を
発はな
た
う
が
地
雷
火
を
仕し
掛か
け
う
が
、
び
く
と
も
致

さ
ぬ
ほ
ど
の
城
壁
に
致
し
た
き 

心  

願 

し
ん
が
ん

有
之
、
し
か
も
生
を
助
け
て
こ
の
心
願
を  

成    

就  

じ
ょ
う
じ
ゅ

せ
し
め
ん
と

す
る 

大 

檀 

那 

お
お
だ
ん
な

は
天
下
一
人
も
な
く
、
数
年
来 

鬱  

積 

う
っ
せ
き

沈
滞
せ
る
者 

頃  

日 

け
い
じ
つ

漸
よ
う
やく
出
口
を
得
た
る
事
と
て
、

前
後
ぜ
ん
ご 

錯  

雑 

さ
く
ざ
つ

序
次
じ
ょ
じ
倫りん
な
く 

大  

言 

た
い
げ
ん

疾
呼
し
っ
こ
、
わ
れ
な
が
ら
狂
せ
る
か
と
存
候
ほ
ど
の
次
第
に
御
座
候
。
傍
人
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よ
り
見
な
ば
定
め
て
狂
人
の
言
と
さ
げ
す
ま
る
る
事
と
存
候
。
な
ほ
こ
の
た
び
新
聞
の
余
白
を
借
り
得
た

る
を
機
と
し
思
ふ
様
愚
考
も
述
べ
た
く
、
そ
れ
だ
け
に
て
は
愚
意
分
り
か
ね
候
に
付
、
愚
作
を
も
連
ね
て

御
評
願
ひ
た
く
存
じ
を
り
候
へ
ど
も
、
あ
る
い
は
先
輩
諸
氏
の
怒
に
触
れ
て
差
止
め
ら
る
る
や
う
な
事
は

な
き
か
と
、
そ
れ
の
み
心
配
罷
ま
か
りあ
り
候
。
心
配
、 

恐  

懼 

き
ょ
う
く

、
喜
悦
、
感
慨
、
希
望
等
に
悩
ま
さ
れ
て
従
来

の
病
体
益
〻
神
経
の
過
敏
を
致
し
、
日
来
ひ
ご
ろ
睡
眠
に
不
足
を
生
じ
候
次
第
、
愚
と
も
狂
と
も
御
笑
ひ 

可 

被 

く
だ
さ
る

下 べく
候
。

　
従
来
の
和
歌
を
以
て
日
本
文
学
の
基
礎
と
し
、
城
壁
と
為な
さ
ん
と
す
る
は
、
弓
矢 

剣  

槍 

け
ん
そ
う

を
以
て
戦
は

ん
と
す
る
と
同
じ
事
に
て
、
明
治
時
代
に
行
は
る
べ
き
事
に
て
は
無
之
候
。
今
日
軍
艦
を
購
あ
が
なひ
、
大
砲
を

購
ひ
、
巨
額
の
金
を
外
国
に
出
す
も
、  

畢    

竟  
ひ
っ
き
ょ
う

日
本
国
を
固
む
る
に
外
な
ら
ず
、
さ
れ
ば  

僅    

少  

き
ん
し
ょ
う

の

金
額
に
て
購
ひ
得
べ
き
外
国
の
文
学
思
想
抔など
は
、
続
々
輸
入
し
て
日
本
文
学
の
城
壁
を
固
め
た
く
存
候
。

生
は
和
歌
に
つ
き
て
も
旧
思
想
を
破
壊
し
て
、
新
思
想
を
注
文
す
る
の
考
に
て
、
随
し
た
がつ
て
用
語
は
雅
語
、

俗
語
、
漢
語
、
洋
語
必
要
次
第
用
う
る
つ
も
り
に
候
。
委
細
後
便
。

　
追
て
、
伊
勢
の
神
風
、
宇
佐
の
神
勅
云
々
の
語
あ
れ
ど
も
、
文
学
に
は
合
理
非
合
理
を
論
ず
べ
き
者
に

て
は
無
之
、
従
つ
て
非
合
理
は
文
学
に
非
ず
と
申
し
た
る
事
無
之
候
。
非
合
理
の
事
に
て
文
学
的
に
は
面

白
き
事  

不    

少  

す
く
な
か
ら
ず
候
。
生
の
写
実
と
申
す
は
、
合
理
非
合
理
事
実
非
事
実
の
謂いい
に
て
は
無
之
候
。
油
画
師
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は
必
ず
写
生
に
依
り
候
へ
ど
も
、
そ
れ
で
神
や 

妖  

怪 

よ
う
か
い

や
あ
ら
れ
も
な
き
事
を
面
白
く
画
き
申
候
。
し
か

し
神
や
妖
怪
を
画
く
に
も
勿
論
写
生
に
依
る
も
の
に
て
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
を
写
生
す
る
と
、
一
部
一
部

の
写
生
を
集
め
る
と
の
相
違
に
有
之
、
生
の
写
実
も
同
様
の
事
に
候
。
こ
れ
ら
は
大
誤
解
に
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
二
十
四
日
）
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七なな
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
前
便
に
言
ひ
残
し
候
事
今
少
し
申
上
候
。
宗
匠
的
俳
句
と
言
へ
ば
、
直
ち
に
俗
気
を
聯
想
す
る
が
如
く
、

和
歌
と
い
へ
ば
、
直
ち
に
陳
腐
を
聯
想
致
候
が
年
来
の
習
慣
に
て
、
は
て
は
和
歌
と
い
ふ
字
は
陳
腐
と
い

ふ
意
味
の
字
の
如
く
思
は
れ
申
候
。
か
く
感
ず
る
者
和
歌
社
会
に
は
無
之
と
存
候
へ
ど
、
歌
人
な
ら
ぬ
人

は
大
方
箇
様
か
よ
う
の
感
を
抱
き
候
や
に
承
り
候
。
を
り
を
り
は
和
歌
を
誹そし
る
人
に
向
ひ
て
、
さ
て
和
歌
は
如い
何か

様よう
に
改
良
す
べ
き
か
と
尋
ね
候
へ
ば
、
そ
の
人
が
首
を
ふ
つ
て
、
い
や
と
よ
和
歌
は
腐
敗
し
尽
し
た
る
に
、

い
か
で
か
改
良
の
手
だ
て
あ
る
べ
き
、
置
き
ね
置
き
ね
な
ど
言
ひ
は
な
し
候
様
は
、
あ
た
か
も
名
医
が
匙
さ
じ

を
投
げ
た
る 

死  

際 

し
に
ぎ
わ

の
病
人
に
対
す
る
が
如
き
感
を
持
ち
を
り
候
者
と
相
見
え
申
候
。
実
に
も
歌
は
色
青

ざ
め
呼
吸
絶
え
ん
と
す
る
病
人
の
如
く
に
も
有
之
候
よ
。
さ
り
な
が
ら
愚
考
は
い
た
く
異
な
り
、
和
歌
の

精
神
こ
そ
衰
へ
た
れ
、 

形  

骸 

け
い
が
い

は
な
ほ
保
つ
べ
し
、
今
に
し
て
精
神
を
入
れ
替
へ
な
ば
、
再
び
健
全
な
る

和
歌
と
な
り
て
文
壇
に
馳ち
駆く
す
る
を
得
べ
き
事
を
保
証
致
候
。
こ
は
い
は
で
も
の
事
な
る
を
或ある
人
が
、
は

や
こ
と
切
れ
た
る
病
人
と
一
般
に
見
做な
し
候
は
、
如
何
に
も
和
歌
の
腐
敗
の
甚
し
き
に
呆あき
れ
て
、
一
見
し
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て
抛
棄
ほ
う
き
し
た
る
者
に
や
候
べ
き
。
和
歌
の
腐
敗
の
甚
し
さ
も
こ
れ
に
て
大
方
知
れ
可
申
候
。

　
こ
の
腐
敗
と
申
す
は
趣
向
の
変
化
せ
ざ
る
が
原
因
に
て
、
ま
た
趣
向
の
変
化
せ
ざ
る
は
用
語
の
少
き
が

原
因
と  
被    

存  
ぞ
ん
ぜ
ら
れ

候
。
故
に
趣
向
の
変
化
を
望
ま
ば
、
是ぜ
非ひ
と
も
用
語
の
区
域
を
広
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

用
語
多
く
な
れ
ば
従
つ
て
趣
向
も
変
化
可
致
候
。
あ
る
人
が
生
を
目
し
て
、
和
歌
の
区
域
を
狭
く
す
る
者

と
申
し
候
は
誤
解
に
て
、
少
し
に
て
も
広
く
す
る
が
生
の
目
的
に
御
座
候
。
と
は
い
へ
如
何
に
区
域
を
広

く
す
る
と
も
非
文
学
的
思
想
は
容い
れ
不
申
、
非
文
学
的
思
想
と
は
理
窟
の
事
に
有
之
候
。

　
外
国
の
語
も
用
ゐ
よ
、
外
国
に
行
は
る
る
文
学
思
想
も
取
れ
よ
と
申
す
事
に
つ
き
て
、
日
本
文
学
を
破

壊
す
る
者
と
思し
惟い
す
る
人
も
有
之

こ
れ
あ
る
げ
に
候
へ
ど
も
、
そ
れ
は
既
に
根
本
に
お
い
て
誤
り
を
り
候
。
た
と
ひ

漢
語
の
詩
を
作
る
と
も
、
洋
語
の
詩
を
作
る
と
も
、
将は
た
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
の
詩
を
作
る
と
も
、
日
本
人

が
作
り
た
る
上
は
日
本
の
文
学
に
相
違
無
之
候
。
唐
制
に
模
し
て
位
階
も
定
め
、
服
色
も
定
め
、
年
号
も

定
め
置
き
、
唐から
ぶ
り
た
る
冠
衣
か
ん
い
を
著つ
け
候
と
も
、
日
本
人
が
組
織
し
た
る
政
府
は
日
本
政
府
と
可
申
候
。

英
国
の
軍
艦
を
買
ひ
、
独
国
の
大
砲
を
買
ひ
、
そ
れ
で
戦
に
勝
ち
た
り
と
も
、
運
用
し
た
る
人
に
し
て
日

本
人
な
ら
ば
日
本
の
勝
と
可
申
候
。
し
か
し
外
国
の
物
を
用
う
る
は
、
如
何
に
も
残
念
な
れ
ば
日
本
固
有

の
物
を
用
ゐ
ん
と
の
考
な
ら
ば
、
そ
の
志
に
は
賛
成
致
候
へ
ど
も
、
と
て
も
日
本
の
物
ば
か
り
で
は
物
の

用
に
立
つ
ま
じ
く
候
。
文
学
に
て
も
馬
、
梅
、
蝶
、
菊
、
文
等
の
語
を
は
じ
め
、
一
切
の
漢
語
を
除
き
候
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は
ば
、
如
何
な
る
者
が
出
来
候
べ
き
。
『
源
氏
物
語
』
、
『  

枕  

草  

子  

ま
く
ら
の
そ
う
し

』
以
下
漢
語
を
用
ゐ
た
る
物
を

排
斥
致
し
候
は
ば
、
日
本
文
学
は
い
く
ば
く
か
残
り
候
べ
き
。
そ
れ
で
も
痩やせ
我
慢
に
、
歌
ば
か
り
は
日
本

固
有
の
語
に
て
作
ら
ん
と
決
心
し
た
る
人
あ
ら
ば
、
そ
は
御
勝
手
次
第
な
が
ら
、
そ
れ
を
以
て
他
人
を
律

す
る
は
無
用
の
事
に
候
。
日
本
人
が
皆
日
本
固
有
の
語
を
用
う
る
に
至
ら
ば
日
本
は
成
り
立
つ
ま
じ
く
、

日
本
文
学
者
が
皆
日
本
固
有
の
語
を
用
ゐ
た
ら
ば
、
日
本
文
学
は
破
滅
可
致
候
。

　
あ
る
い
は
姑
息
こ
そ
く
に
も
馬
、
梅
、
蝶
、
菊
、
文
等
の
語
は
い
と
古
き
代
よ
り
用
ゐ
来
り
た
れ
ば
、
日
本
語

と
見
做な
す
べ
し
な
ど
い
ふ
人
も 

可 

有 

之 

こ
れ
あ
る
べ
く
候
へ
ど
、
い
と
古
き
代
の
人
は
、
そ
の
頃
新
し
く
輸
入
し
た
る

語
を
用
ゐ
た
る
者
に
て
、
こ
の
姑
息
論
者
が
当
時
に
生
れ
を
ら
ば
、
そ
れ
を
も
排
斥
致
し
候
ひ
け
ん
。
い

と
笑
ふ
べ
き  

撞    

著  

ど
う
ち
ゃ
く

に
御
座
候
。
仮
に
姑
息
論
者
に
一
歩
を
借か
し
て
、
古
き
世
に
使
ひ
し
語
を
の
み
用

う
る
と
し
て
、
も
し
王
朝
時
代
に
用
ゐ
し
漢
語
だ
け
に
て
も
十
分
に
こ
れ
を
用
ゐ
な
ば
、
な
ほ
和
歌
の
変

化
す
べ
き
余
地
は
多
少
可
有
之
候
。
さ
れ
ど
歌
の
詞
こ
と
ばと
物
語
の
詞
と
は
自
お
の
ず
から
別
な
り
、
物
語
な
ど
に
あ
る

詞
に
て
歌
に
は
用
ゐ
ら
れ
ぬ
が
多
き
な
ど
例
の
歌
よ
み
は
可
申
候
。
何
た
る
笑
ふ
べ
き
事
に
は
候
ぞ
や
。

如
何
な
る
詞
に
て
も
美
の
意
を
運
ぶ
に
足
る
べ
き
者
は
皆
歌
の
詞
と
可
申
、
こ
れ
を
外
に
し
て
歌
の
詞
と

い
ふ
者
は
無
之
候
。
漢
語
に
て
も
洋
語
に
て
も
、
文
学
的
に
用
ゐ
ら
れ
な
ば
皆
歌
の
詞
と
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日
）
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八や
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
悪あし
き
歌
の
例
を
前
に
挙
げ
た
れ
ば
善
き
歌
の
例
を
こ
こ
に
挙
げ
可
申
候
。
悪
き
歌
と
い
ひ
善
き
歌
と
い

ふ
も
、
四
つ
や
五
つ
ば
か
り
を
挙
げ
た
り
と
て
、
愚
意
を
尽
す
べ
く
も
候
は
ね
ど
、
な
き
に
は
勝まさ
り
て
ん

と
聊
い
さ
さか
列つら
ね
申
候
。
先
づ
『  
金
槐
和
歌
集  
き
ん
か
い
わ
か
し
ゅ
う
』
な
ど
よ
り
始
め
申
さ
ん
か
。

　
　 

武  

士 

も
の
の
ふ

の
矢
並
つ
く
ろ
ふ
小
手
の
上
に
霰
あ
ら
れた
ば
し
る
那
須
の
篠
原

と
い
ふ
歌
は 

万  

口 

ば
ん
こ
う 

一  

斉 

い
っ
せ
い

に  

歎    

賞  

た
ん
し
ょ
う

す
る
や
う
に
聞
き
候
へ
ば
、
今
更
取
り
出
で
て
い
は
で
も
の
事

な
が
ら
、
な
ほ
御
気
の
つ
か
れ
ざ
る
事
も
や
と
存
候
ま
ま
一
応
申
上
候
。
こ
の
歌
の
趣
味
は
誰
し
も
面
白

し
と
思
ふ
べ
く
、
ま
た
か
く
の
如
き
趣
向
が
和
歌
に
は
極
め
て
珍
し
き
事
も
知
ら
ぬ
者
は
あ
る
ま
じ
く
、

ま
た
こ
の
歌
が
強
き
歌
な
る
事
も
分
り
を
り
候
へ
ど
も
、
こ
の
種
の
句
法
が
殆
ほ
と
んど
こ
の
歌
に
限
る
ほ
ど
の

特
色
を
為な
し
を
る
と
は
知
ら
ぬ
人
ぞ
多
く
候
べ
き
。
普
通
に
歌
は
な
り
、
け
り
、
ら
ん
、
か
な
、
け
れ
抔
な
ど
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の
如
き
助
辞
を
以
て 

斡  

旋 

あ
っ
せ
ん

せ
ら
る
る
に
て
名
詞
の
少
き
が
常
な
る
に
、
こ
の
歌
に
限
り
て
は
名
詞
極
め

て
多
く
「
て
に
を
は
」
は
「
の
」
の
字
三
、
「
に
」
の
字
一
、
二
個
の
動
詞
も
現
在
に
な
り
（
動
詞
の
最

も
っ
と
も

短
き
形
）
を
り
候
。
か
く
の
如
く
必
要
な
る
材
料
を
以
て
充
実
し
た
る
歌
は
実
に
少
く
候
。
新
古
今
の
中

に
は
材
料
の
充
実
し
た
る
、
句
法
の
緊
密
な
る
、
や
や
こ
の
歌
に
似
た
る
者
あ
れ
ど
、
な
ほ
こ
の
歌
の
如

く
は
語
々
活
動
せ
ざ
る
を
覚
え
候
。
万
葉
の
歌
は
材
料
極
め
て
少
く
簡
単
を
以
て
勝まさ
る
者
、
実
朝
一
方
に

は
こ
の
万
葉
を
擬
し
、
一
方
に
は
か
く
の
如
く 

破 

天 

荒 

は
て
ん
こ
う

の
歌
を
為
す
、
そ
の
力
量
実
に
測
る
べ
か
ら
ざ

る
者
有
之
候
。
ま
た
晴
を
祈
る
歌
に

　
　
時
に
よ
り
す
ぐ
れ
ば
民
の
な
げ
き
な
り 

八  

大  

竜  

王 

は
ち
だ
い
り
ゅ
う
お
う
雨
や
め
た
ま
へ

と
い
ふ
が
あ
り
、
恐
ら
く
は
世
人
の
好
ま
ざ
る
所
と
存
候
へ
ど
も
、
こ
は
生
の
好
き
で
好
き
で
た
ま
ら
ぬ

歌
に
御
座
候
。
か
く
の
如
く
勢
強
き
恐
ろ
し
き
歌
は
ま
た
と
有 

之 

間 

敷 

こ
れ
あ
る
ま
じ
く

、
八
大
竜
王
を
叱
咜
し
っ
た
す
る
処
、

竜
王
も  

懾    

伏  

し
ょ
う
ふ
く

致
す
べ
き
勢
い
き
お
い相
現
れ
申
候
。
八
大
竜
王
と
八
字
の
漢
語
を
用
ゐ
た
る
処
、
雨
や
め
た
ま

へ
と
四
三
の
調
を
用
ゐ
た
る
処
、
皆
こ
の
歌
の
勢
を
強
め
た
る
所
に
て
候
。
初
三
句
は
極
め
て
拙
つ
た
なき
句
な

れ
ど
も
、
そ
の
一
直
線
に
言
ひ
下
し
て
拙
き
処
、
か
へ
つ
て
そ
の 
真  

率 
し
ん
そ
つ

偽
い
つ
わり
な
き
を
示
し
て
、
祈
晴
き
せ
い
の
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歌
な
ど
に
は
最
も
適
当
致
し
を
り
候
。
実
朝
は
固
よ
り
善
き
歌
作
ら
ん
と
て
こ
れ
を
作
り
し
に
も
あ
ら
ざ

る
べ
く
、
た
だ
真
心
よ
り
詠
み
出
で
た
ら
ん
が
、
な
か
な
か
に
善
き
歌
と
は
相
成
り
候
ひ
し
や
ら
ん
。
こ

こ
ら
は
手
の
さ
き
の
器
用
を
弄ろう
し
、
言
葉
の
あ
や
つ
り
に
の
み
拘
こ
だ
わる
歌
よ
み
ど
も
の
思
ひ
至
ら
ぬ
所
に
候
。

 

三 

句 

切 

さ
ん
く
ぎ
れ

の
事
は
な
ほ
他
日
詳
つ
ま
び
ら
かに
可
申
候
へ
ど
も
、
三
句
切
の
歌
に
ぶ
つ
つ
か
り
候
故
一
言  

致    

置  

い
た
し
お
き

候
。

三
句
切
の
歌
詠
む
べ
か
ら
ず
な
ど
い
ふ
は 

守  

株 

し
ゅ
し
ゅ

の
論
に
て
論
ず
る
に
足
ら
ず
候
へ
ど
も
、
三
句
切
の
歌

は
尻
軽
く
な
る
の
弊へい
有
之
候
。
こ
の
弊
を
救
ふ
た
め
に
、
下
二
句
の
内
を
字
余
り
に
す
る
事
し
ば
し
ば
有

之
、
こ
の
歌
も
そ
の
一
に
て
（
前
に
挙
げ
た
る
大 

江 

千 

里 

お
お
え
の
ち
さ
と

の
月
見
れ
ば
の
歌
も
こ
の
例
、
な
ほ
そ
の
外

に
も
数
へ
尽
す
べ
か
ら
ず
）
候
。
こ
の
歌
の
如
く
下
を
字
余
り
に
す
る
時
は
、
三
句
切
に
し
た
る
方
か
へ

つ
て
勢
強
く
相
成
申
候
。
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
歌
は
三
句
切
の
必
要
を
示
し
た
る
者
に
有
之
候
。
ま
た

　
　
物
い
は
ぬ
よ
も
の
け
だ
も
の
す
ら
だ
に
も
あ
は
れ
な
る
か
な
や
親
の
子
を
思
ふ

の
如
き
何
も
別
に
め
づ
ら
し
き
趣
向
も
な
く
候
へ
ど
も
、
一
気
呵
成
の
処
か
へ
つ
て
真
心
を
現
し
て
余
り

あ
り
候
。
つ
い
で
に
字
余
り
の
事
ち
よ
つ
と
申
候
。
こ
の
歌
は
第
五
句
字
余
り
故
に
面
白
く
候
。
或ある
人
は

字
余
り
と
は
余
儀
な
く
す
る
者
と
心
得
候
へ
ど
も
、
さ
に
あ
ら
ず
、
字
余
り
に
は
凡
お
よ
そ三
種
あ
り
、
第
一
、
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字
余
り
に
し
た
る
が
た
め
に
面
白
き
者
、
第
二
、
字
余
り
に
し
た
る
が
た
め
悪あし
き
者
、
第
三
、
字
余
り
に

す
る
と
も
せ
ず
と
も
可
な
る
者
と
相
分
れ
申
候
。
そ
の
中
に
も
こ
の
歌
は
字
余
り
に
し
た
る
が
た
め
面
白

き
者
に
有
之
候
。
も
し
「
思
ふ
」
と
い
ふ
を
つ
め
て
「
も
ふ
」
な
ど
吟
じ
候
は
ん
に
は
興
味 

索  

然 

さ
く
ぜ
ん

と
致

し
候
。
こ
こ
は
必
ず
八
字
に
読
む
べ
き
に
て
候
。
ま
た
こ
の
歌
の
最
後
の
句
に
の
み
力
を
入
れ
て
「
親
の

子
を
思
ふ
」
と
つ
め
し
は
情
の
切
な
る
を
現
す
者
に
て
、
も
し
「
親
の
」
の
語
を
第
四
句
に
入
れ
、
最
後

の
句
を
「
子
を
思
ふ
か
な
」
「
子
や
思
ふ
ら
ん
」
な
ど
致
し
候
は
ば
、
例
の
や
さ
し
き
調
と
な
り
て
切
な

る
情
は
現
れ
不
申
、
従
つ
て
平
凡
な
る
歌
と
相
成
可
申
候
。
歌
よ
み
は
古
来
助
辞
を 

濫  

用 

ら
ん
よ
う

致
し
候
様
、

宋
人
の
虚
字
を
用
ゐ
て
弱
き
詩
を
作
る
と
一
般
に
御
座
候
。
実
朝
の
如
き
は
実
に
千
古
の
一
人
と
存
候
。

　
前
日
来
生
は
客
観
詩
を
の
み
取
る
者
と
誤
解
被
致
候
ひ
し
も
、
そ
の
し
か
ら
ざ
る
は
右
の
例
に
て
相
分

り
可
申
、
那
須
の
歌
は
純
客
観
、
後
の
二
首
は
純
主
観
に
て
、
共
に  

愛    

誦  

あ
い
し
ょ
う

す
る
所
に
有
之
候
。
し
か

し
こ
の
三
首
ば
か
り
に
て
は
、
強
き
方
に
偏
し
を
り
候
へ
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
強
き
歌
を
の
み
好
む
か
と

  

被    

考  

か
ん
が
え
ら
れ
候
は
ん
。
な
ほ
多
少
の
例
歌
を
挙
ぐ
る
を  
御
待
可
被
下  
お
ま
ち
く
だ
さ
る
べ
く
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
三
月
一
日
）
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九
こ
こ
のた
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
一
々
に
論
ぜ
ん
も
う
る
さ
け
れ
ば
た
だ
二
、
三
首
を
挙
げ
置
き
て
『
金
槐
集
』
以
外
に
遷うつ
り
候
べ
く
候
。

　
　
山
は
裂
け
海
は
あ
せ
な
ん
世
な
り
と
も
君
に
ふ
た
心
わ
れ
あ
ら
め
や
も

　
　

　
　
箱
根
路
を
わ
が
越
え
来
れ
ば
伊い
豆ず
の
海
や
お
き
の
小
島
に
波
の
よ
る
見
ゆ

　
　

　
　
世
の
中
は
つ
ね
に
も
が
も
な
な
ぎ
さ
漕
ぐ
海あ
人ま
の
小
舟
お
ぶ
ね
の
綱
手
か
な
し
も

　
　

　
　 

大  

海 

お
お
う
み

の
い
そ
も
と
ど
ろ
に
よ
す
る
波
わ
れ
て
く
だ
け
て
さ
け
て
散
る
か
も

　
箱
根
路
の
歌
極
め
て
面
白
け
れ
ど
も
、
か
か
る
想
は
古
今
に
通
じ
た
る
想
な
れ
ば
、
実
朝
が
こ
れ
を
作
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り
た
り
と
て
驚
く
に
も
足
ら
ず
、
た
だ
「
世
の
中
は
」
の
歌
の
如
く
、
古
意
古
調
な
る
者
が
万
葉
以
後
に

お
い
て
、
し
か
も
華
麗
を
競
ふ
た
る
新
古
今
時
代
に
お
い
て
作
ら
れ
た
る 

技  

倆 

ぎ
り
ょ
う

に
は
、
驚
か
ざ
る
を
得

ざ
る
訳
に
て
、
実
朝
の 

造  

詣 

ぞ
う
け
い

の
深
き
今
更
申
す
も
愚
か
に
御
座
候
。
大
海
の
歌
実
朝
の
は
じ
め
た
る
句

法
に
や
候
は
ん
。

　
新
古
今
に
移
り
て
二
、
三
首
を
挙
げ
ん
に

　
　
な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
日
い
り
ひ
を
洗
ふ
沖
つ
白
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ 

実  

定 

さ
ね
さ
だ

）

　
こ
の
歌
の
如
く
客
観
的
に
景
色
を
善
く
写
し
た
る
も
の
は
、
新
古
今
以
前
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
こ
れ

ら
も
こ
の
集
の
特
色
と
し
て
見
る
べ
き
者
に
候
。
惜
む
ら
く
は
「
霞
の
ま
よ
り
」
と
い
ふ
句
が
疵きず
に
て
候
。

一
面
に
た
な
び
き
た
る
霞
に
間
と
い
ふ
も
可お
笑か
し
く
、
縦よ
し
間
あ
り
と
も
そ
れ
は
こ
の
趣
向
に
必
要
な
ら

ず
候
。
入
日
も
海
も
霞
み
な
が
ら
に
見
ゆ
る
こ
そ
趣
は
候
な
れ
。

　
　
ほ
の
ぼ
の
と
有
明
の
月
の
月
影
に
紅
葉
吹
き
お
ろ
す
山
お
ろ
し
の
風

36歌よみに与ふる書



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ 

信  

明 

の
ぶ
あ
き

）

　
こ
れ
も
客
観
的
の
歌
に
て
、
け
し
き
も
淋さび
し
く
艶えん
な
る
に
、
語
を
畳
み
か
け
て
調
子
取
り
た
る
処
い
と

め
づ
ら
か
に
覚
え
候
。

　
　
さ
び
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
庵いお
を
並
べ
ん
冬
の
山
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（  

西    

行  

さ
い
ぎ
ょ
う

）

　
西
行
の
心
は
こ
の
歌
に
現
れ
を
り
候
。
「
心
な
き
身
に
も
哀
れ
は
知
ら
れ
け
り
」
な
ど
い
ふ
露
骨
的
の

歌
が
世
に
も
て
は
や
さ
れ
て
、
こ
の
歌
な
ど
は
か
へ
つ
て
知
る
人
少
き
も
口
惜おし
く
候
。
庵
を
並
べ
ん
と
い

ふ
が
如
き
斬
新
に
し
て
趣
味
あ
る
趣
向
は
、
西
行
な
ら
で
は
得え
言
は
ざ
る
べ
く
、
特
に
「
冬
の
」
と
置
き

た
る
も
ま
た
尋
常
歌
よ
み
の
手
段
に
あ
ら
ず
と
存
候
。
後
年
芭
蕉
が
新
あ
ら
たに
俳
諧
を
興
せ
し
も
寂さび
は
「
庵
を

並
べ
ん
」
な
ど
よ
り 

悟  

入 

ご
に
ゅ
う

し
、
季
の
結
び
方
は
「
冬
の
山
里
」
な
ど
よ
り
悟
入
し
た
る
に
非
ざ
る
か
と

 

被  

思 

お
も
わ
れ

候
。
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閨ねや
の
上
に
か
た
え
さ
し
お
ほ
ひ
外
面
と
の
も
な
る 

葉 

広 

柏 

は
び
ろ
が
し
わ
に
霰
あ
ら
れふ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ 

能  

因 

の
う
い
ん

）

　
こ
れ
も
客
観
的
の
歌
に
候
。
上
三
句
複
雑
な
る
趣
を
現
さ
ん
と
て
や
や
混
雑
に
陥
り
た
れ
ど
、
葉
広
柏

に
霰
の
は
じ
く
趣
は
極
め
て
面
白
く
候
。

　
　
岡
の
辺べ
の
里
の
あ
る
じ
を
尋
ぬ
れ
ば
人
は
答
へ
ず
山
お
ろ
し
の
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慈
円
じ
え
ん
）

　
趣
味
あ
り
て
句
法
も
し
つ
か
り
と
致
し
を
り
候
。
こ
の
種
の
歌
の
第
四
句
を
「
答
へ
で
」
な
ど
い
ふ
が

如
く
、
下
に
連
続
す
る
句
法
と
な
さ
ば
何
の
面
白
味
も
無
之
候
。

　
　
さ
さ
波
や
比ひ
良ら
山
風
の
海
吹
け
ば
釣
す
る
蜑あま
の
袖
か
へ
る
見
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
読
人
し
ら
ず
）
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実
景
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
些さ
の
巧
た
く
みを
弄
も
て
あ
そば
ぬ
所
か
へ
つ
て
興
多
く
候
。

　
　
神
風
や
玉
串
の
葉
を
と
り
か
ざ
し
内
外
う
ち
と
の
宮
に
君
を
こ
そ
祈
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ 

俊  

恵 

し
ゅ
ん
え

）

　
神
祇
じ
ん
ぎ
の
歌
と
い
へ
ば
千
代
の
八
千
代
の
と 

定 

文 

句 

き
ま
り
も
ん
く
を
並
ぶ
る
が
常
な
る
に
こ
の
歌
は
す
つ
ぱ
り
と
言

ひ
は
な
し
た
る
、
な
か
な
か
に
神
の 

御  

心 

み
こ
こ
ろ

に
か
な
ふ
べ
く
覚
え
候
。
句
の
し
ま
り
た
る
所
、
半
ば
客
観

的
に
叙
し
た
る
所
な
ど
注
意
す
べ
く
、
神
風
や
の
五
字
も
訳
な
き
や
う
な
れ
ど
極
め
て
善
く
響
き
を
り
候
。

　
　  

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提  

あ
の
く
た
ら
さ
ん
み
ゃ
く
さ
ん
ぼ
だ
い
の
仏
た
ち
わ
が
立
つ
杣そま
に
冥
加
め
い
か
あ
ら
せ
た
ま
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（  

伝    

教  

で
ん
ぎ
ょ
う

）

　
い
と
め
で
た
き
歌
に
て
候
。
長
句
の
用
ゐ
方
な
ど
古
今
未み
曾ぞ
有う
に
て
、
こ
れ
を
詠
み
た
る
人
も
さ
す
が

な
れ
ど
、
こ
の
歌
を
勅
撰
集
に
加
へ
た
る
勇
気
も
称
す
る
に
足
る
べ
く
と
存
候
。
第
二
句
十
字
の
長
句
な

が
ら
成
語
な
れ
ば
さ
ま
で
口
に
た
ま
ら
ず
、
第
五
句
九
字
に
し
た
る
は
こ
と
さ
ら
と
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
け
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れ
ど
、
こ
の
所
は
こ
と
さ
ら
と
に
も
九
字
位
に
す
る
必
要
有
之
、
も
し
七
字
句
な
ど
を
以
て
止
め
た
ら
ん

に
は
、
上
の
十
字
句
に
対
し
て
釣
合
取
れ
不
申
候
。
初
め
の
方
に
字
余
り
の
句
あ
る
が
た
め
に
、
後
に
も

字
余
り
の
句
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
は
し
ば
し
ば
有
之
候
。
も
し
字
余
り
の
句
は
一
句
に
て
も
少
き
が

善
し
な
ど
い
ふ
人
は
、
字
余
り
の
趣
味
を
解
せ
ざ
る
も
の
に
や
候
べ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
三
月
三
日
）
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十と
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

　
先
輩
崇
拝
と
い
ふ
こ
と
は
い
づ
れ
の
社
会
に
も
有
之
候
。
そ
れ
も
年
長
者
に
対
し
元
勲
に
対
し
相
当
の

敬
礼
を
尽
す
の
意
な
ら
ば
至
当
の
事
な
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
、
何
か
は
知
ら
ず
そ
の
人
の
力
量
技
術

を
崇
拝
す
る
に
至
り
て
は
愚
の
至
り
に
御
座
候
。
田
舎
の
者
な
ど
は 

御 

歌 

所 

お
う
た
ど
こ
ろ
と
い
へ
ば
え
ら
い
歌
人
の

集
り
、
御
歌
所
長
と
い
へ
ば
天
下
第
一
の
歌
よ
み
の
様
に
考
へ
、
従
て
そ
の
人
の
歌
と
聞
け
ば
、
読
ま
ぬ

内
か
ら
は
や
善
き
者
と
定
め
を
る
な
ど
あ
り
う
ち
の
事
に
て
、
生
も
昔
は
そ
の
仲
間
の
一
人
に
候
ひ
き
。

今
よ
り
追
想
す
れ
ば
赤
面
す
る
ほ
ど
の
事
に
候
。
御
歌
所
と
て
え
ら
い
人
が
集
ま
る
は
ず
も
な
く
、
御
歌

所
長
と
て
必
ず
し
も
第
一
流
の
人
が
坐すわ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
く
候
。
今
日
は
歌
よ
み
な
る
者
皆
無
の
時
な

れ
ど
、
そ
れ
で
も
御
歌
所
連
よ
り
上
手
な
る
歌
よ
み
な
ら
ば
民
間
に 

可 

有 

之 

こ
れ
あ
る
べ
く
候
。
田
舎
の
者
が
元
勲
を

崇
拝
し
、
大
臣
を
え
ら
い
者
に
思
ひ
、
政
治
上
の
力
量
も
識
見
も
元
勲
大
臣
が
一
番
に
位
す
る
者
と
迷
信

致
候
結
果
、
新
聞
記
者
な
ど
が
大
臣
を
誹そし
る
を
見
て
「
い
く
ら
新
聞
屋
が
法ほ
螺ら
吹
い
た
と
て
、
大
臣
は
親し

  

任 

官 

ん
に
ん
か
ん
、
新
聞
屋
は 

素 

寒 

貧 

す
か
ん
ぴ
ん

、
月
と 

泥  

鼈 

す
っ
ぽ
ん

ほ
ど
の
違
ひ
だ
」
な
ど
と
罵
の
の
しり
申
候
。
少
し
眼
の
あ
る
者

41



は
元
勲
が
ど
れ
位
無
能
力
か
と
い
ふ
事
、
大
臣
は
廻まわ
り
持もち
に
て
、
新
聞
記
者
よ
り
大
臣
に
上
り
し
実
例
あ

る
事
位
は
承
知
致
し
説
き
聞
か
せ
候
へ
ど
も
、
田
舎
の
先
生
は
一
向
無
頓
著
に
て
、
あ
ひ
か
は
ら
ず
元
勲

崇
拝
な
る
も
腹
立
た
し
き
訳
に
候
。
あ
れ
ほ
ど
民
間
に
て
や
か
ま
し
く
い
ふ
政
治
の
上
な
ほ
し
か
り
と
す

れ
ば
、
今
ま
で
隠
居
し
た
る
歌
社
会
に
老
人
崇
拝
の
田
舎
者
多
き
も
怪
む
に
足
ら
ね
ど
も
、
こ
の
老
人
崇

拝
の
弊
を
改
め
ね
ば
歌
は
進
歩  

不  

可  

致  

い
た
す
べ
か
ら
ず

候
。
歌
は
平
等
無
差
別
な
り
、
歌
の
上
に
老
少
も
貴
賤
も
無

之
候
。
歌
よ
ま
ん
と
す
る
少
年
あ
ら
ば
、
老
人
抔など
に
か
ま
は
ず
、
勝
手
に
歌
を
詠
む
が
善
か
る
べ
く
と
御

伝
言 

可 

被 

下 

く
だ
さ
る
べ
く
候
。
明
治
の
漢
詩
壇
が
振
ひ
た
る
は
、
老
人
そ
ち
の
け
に
し
て
青
年
の
詩
人
が
出
た
る
故

に
候
。
俳
句
の
観
を
改
め
た
る
も
、 

月 

並 

連 

つ
き
な
み
れ
ん
に
構
は
ず
思
ふ
通
り
を
述
べ
た
る
結
果
に
外
な
ら
ず
候
。

　
縁
語
を
多
く
用
う
る
は
和
歌
の
弊
な
り
、
縁
語
も
場
合
に
よ
り
て
は
善
け
れ
ど
、
普
通
に
は
縁
語
、
か

け
合
せ
な
ど
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
た
め
に
歌
の
趣
を
損
ず
る
者
に
候
。
縦よ
し
言
ひ
お
ほ
せ
た
り
と
て
、
こ
の

種
の
美
は
美
の
中
の
下
等
な
る
者
と
存
候
。
む
や
み
に
縁
語
を
入
れ
た
が
る
歌
よ
み
は
、
む
や
み
に
地
口
じ
ぐ
ち

駄
洒
落

だ
じ
ゃ
れ

を
並
べ
た
が
る 

半 

可 

通 

は
ん
か
つ
う

と
同
じ
く
、
御
当
人
は
大
得
意
な
れ
ど
も
側はた
よ
り
見
れ
ば
品
の
悪
き
事

夥おび
た
だ
し
く
候
。
縁
語
に
巧
た
く
みを
弄ろう
せ
ん
よ
り
は
、
真
率
に
言
ひ
な
が
し
た
る
が
よ
ほ
ど
上
品
に
相
見
え
申
候
。

　
歌
と
い
ふ
と
い
つ
で
も
言
葉
の
論
が
出
る
に
は
困
り
候
。
歌
で
は
「
ぼ
た
ん
」
と
は
言
は
ず
「
ふ
か
み

ぐ
さ
」
と
詠
む
が
正
当
な
り
と
か
、
こ
の
詞
こ
と
ばは
か
う
は
言
は
ず
、
必
ず
か
う
い
ふ
し
き
た
り
の
者
ぞ
な
ど
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言
は
る
る
人
有
之
候
へ
ど
も
、
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
已
に
愚
考
と
異
り
を
り
候
。
愚
考
は
古
人
の
い
ふ

た
通
り
に
言
は
ん
と
す
る
に
て
も
な
く
、
し
き
た
り
に
倣なら
は
ん
と
す
る
に
て
も
な
く
、
た○

だ○

自○

己○

が○

美○

と○

感○

じ○

た○

る○

趣○

味○

を○

な○

る○

べ○

く○

善○

く○

分○

る○

や○

う○

に○

現○

す○

が○

本○

来○

の○

主○

意○

に○

御○

座○

候○

。
故
に
俗
語
を
用
ゐ
た
る

方
そ
の
美
感
を
現
す
に
適
せ
り
と
思
は
ば
、
雅
語
を
捨
て
て
俗
語
を
用
ゐ
可
申
、
ま
た
古
来
の
し
き
た
り

の
通
り
に
詠
む
こ
と
も
有
之
候
へ
ど
、
そ
れ
は
し
き
た
り
な
る
が
故
に
そ
れ
を
守
り
た
る
に
て
は 

無  

之 

こ
れ
な
く

、

そ
の
方
が
美
感
を
現
す
に
適
せ
る
が
た
め
に
こ
れ
を
用
ゐ
た
る
ま
で
に
候
。
古
人
の
し
き
た
り
な
ど
申
せ

ど
も
、
そ
の
古
人
は
自
分
が
新
あ
ら
たに
用
ゐ
た
る
ぞ
多
く
候
べ
き
。

　
牡
丹
ぼ
た
ん
と 

深 

見 

草 

ふ
か
み
ぐ
さ

と
の
区
別
を
申
さ
ん
に
、
生
ら
に
は
深
見
草
と
い
ふ
よ
り
も
牡
丹
と
い
ふ
方
が
牡
丹

の
幻
影
早
く
著
い
ち
じ
る
しく
現
れ
申
候
。
か
つ
「
ぼ
た
ん
」
と
い
ふ
音
の
方
が
強
く
し
て
、
実
際
の
牡
丹
の
花
の
大

き
く
凛りん
と
し
た
る
所
に
善
く
副そ
ひ
申
候
。
故
に
客
観
的
に
牡
丹
の
美
を
現
さ
ん
と
す
れ
ば
、
牡
丹
と
詠
む

が
善
き
場
合
多
か
る
べ
く
候
。

　
新
奇
な
る
事
を
詠
め
と
い
ふ
と
、
汽
車
、
鉄
道
な
ど
い
ふ
い
は
ゆ
る
文
明
の
器
械
を
持
ち
出
す
人
あ
れ

ど
大
お
お
いに
量
見
が
間
違
ひ
を
り
候
。
文
明
の
器
械
は
多
く
不ぶ
風
流
な
る
者
に
て
歌
に
入
り
が
た
く
候
へ
ど
も
、

も
し
こ
れ
を
詠
ま
ん
と
な
ら
ば
他
に
趣
味
あ
る
者
を
配
合
す
る
の
外
無
之
候
。
そ
れ
を
何
の
配
合
物
も
な

く
「
レ
ー
ル
の
上
に
風
が
吹
く
」
な
ど
と
や
ら
れ
て
は
殺
風
景
の
極
に
候
。
せ
め
て
は
レ
ー
ル
の
傍
に
菫
す
み
れ
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が
咲
い
て
ゐ
る
と
か
、
ま
た
は
汽
車
の
過
ぎ
た
後
で
罌け
粟し
が
散
る
と
か
、
薄
す
す
きが
そ
よ
ぐ
と
か
言
ふ
や
う
に
、

他
物
を
配
合
す
れ
ば
い
く
ら
か
見
よ
く
な
る
べ
く
候
。
ま
た
殺
風
景
な
る
者
は
遠
望
す
る
方
よ
ろ
し
く
候
。

菜
の
花
の
向
ふ
に
汽
車
が
見
ゆ
る
と
か
、
夏
草
の
野
末
を
汽
車
が
走
る
と
か
す
る
が
如
き
も
、
殺
風
景
を

消
す
一
手
段
か
と
存
候
。

　
い
ろ
い
ろ
言
ひ
た
き
ま
ま
取
り
集
め
て
申
上
候
。
な
ほ
他
日
詳
つ
ま
び
らか
に
申
上
ぐ
る
機
会
も 

可 

有 

之 

こ
れ
あ
る
べ
く
候
。

以
上
。
月
日
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
三
月
四
日
）
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