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表
現
と
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
考
察
す
る
。

第
一
節　
「
立
春
」
を
表
す
こ
と
ば

ま
ず
注
目
す
る
の
は
詞
書
に
お
け
る
「
立
春
」
を
表
す
こ
と
ば
で
あ

る
。
立
春
を
表
す
こ
と
ば
に
は
主
と
し
て
以
下
の
三
種
が
あ
る
。

ま
ず
、「
春
立
つ
」
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
三
例
は
い
ず
れ
も
「
春
立

ち
け
る
日
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詞
書
に
お
け
る
立
春
を
意
味
す
る

表
現
と
し
て
は
最
も
古
い
。
そ
の
中
に
は
、「
春
立
ち
け
る
日
」（『
古
今

集
』
春
上
・
一
な
ど
）、「
春
立
つ
日
」（『
後
撰
集
』
春
上
・
二
な
ど
）、

「
春
た
ち
し
日
」（『
惟
方
集
』
一
な
ど
）
と
い
っ
た
よ
う
な
「
春
た
つ
」

を
一
語
と
し
て
使
用
す
る
例
も
あ
れ
ば
、「
春
も
た
ち
ぬ
」（『
後
拾
遺
集
』

雑
二
・
九
四
三
）、「
春
の
た
ち
け
る
に
」（『
金
葉
集
』
初
度
本
、
春
・

一
七
な
ど
）
の
よ
う
な
、「
春
」
と
「
た
つ
」
と
の
間
に
助
詞
を
入
れ
る

例
も
あ
る
。
ま
た
動
詞
「
立
つ
」
の
活
用
語
尾
を
省
略
し
た
「
春
立
日
」

も
『
躬
恒
集
』
の
三
例
を
始
め
、
多
く
の
用
例
が
見
出
だ
せ
る
。
た
だ
し

は
じ
め
に

二
十
四
節
気
の
冒
頭
に
位
置
す
る
「
立
春
」
は
和
歌
の
重
要
な
題
材
の

一
つ
で
あ
る
。
立
春
を
意
識
し
た
歌
は
早
く
『
萬
葉
集
』
に
現
れ
る
が
、

『
古
今
集
』
巻
頭
歌
に
よ
っ
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
以
降
の
勅
撰
和
歌
集
に
お
い
て
も
立
春
の
歌
は
欠
か
さ
ず
入
集

し
、
私
撰
集
や
私
家
集
、
定
数
歌
集
に
お
い
て
も
、
立
春
関
連
の
詠
作
は

多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
従
来
、
こ
の
題
材
に
注
目
し
た
研
究
は
少
な

く
、
個
別
の
歌
に
焦
点
を
当
て
た
論
は
あ
る
も
の
の⑴

、
古
代
和
歌
全
体
を

通
じ
て
立
春
詠
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
国
か
ら
伝
来
し
た

こ
の
節
気
の
概
念
が
和
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
、
展
開
し
て
き

た
の
か
。
本
稿
で
は
平
安
和
歌
の
立
春
関
連
詠
作
を
中
心
に
、
そ
れ
以
前

と
し
て
の
萬
葉
歌
を
も
視
野
に
い
れ
つ
つ
、
考
察
す
る⑵

。

な
お
本
稿
で
は
、
詞
書
に
立
春
な
い
し
そ
れ
と
関
連
す
る
表
現
が
含
ま

れ
て
い
る
歌
、
及
び
そ
れ
に
準
じ
る
歌⑶

を
「
立
春
詠
」
と
称
す
る
。
平
安

和
歌
に
は
約
三
〇
〇
首
の
立
春
詠
が
現
存
し
て
お
り
、
以
下
、
詞
書
と
歌

　　
　
平
安
和
歌
に
お
け
る
立
春
詠
の
展
開

隋
　
　
　
源
　
遠
　
　

茂
　
野
　
智
　
大
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そ
の
場
合
、「
立
」
の
後
に
は
必
ず
「
日
」
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、「
春

立
」
の
二
字
だ
け
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。「
春
た
つ
」
に
後
接
す
る
語

に
は
「
日
」
の
ほ
か
、「
あ
し
た
」（『
貫
之
集
Ⅰ
』
六
八
〇
）、「
こ
ろ
」

（『
道
信
集
Ⅰ
』
八
六
）、「
こ
こ
ろ
」（『
実
家
集
』
二
な
ど
）
も
見
ら
れ

る
。「
は
る
た
つ
」
を
「
立
春
」
の
訳
語
と
す
る
考
え
が
一
般
化
す
る
中

で
、「
は
る
た
つ
」
を
日
本
独
自
の
こ
と
ば
と
す
る
説
や
、
漢
語
「
春
立
」

の
訳
語
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
制
限
の
少
な
い
散
文
（
詞
書
）
の
文
脈
に

お
け
る
用
例
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
平
安
朝
に
至
っ
て
か
ら
は
、「
立

春
」
の
訳
語
に
等
し
い
位
置
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う⑷

。

次
は
「
立
春
」
で
あ
る
。
勅
撰
集
で
の
初
出
は
『
後
撰
集
』
春
上
・

二
、
私
家
集
で
は
『
友
則
集
』
一
と
『
貫
之
集
Ⅰ
』
三
二
と
で
あ
る
。

『
友
則
集
』
は
後
人
編
纂
の
も
の
で
詞
書
の
信
憑
性
に
難
が
あ
り
、
貫
之

の
死
後
ま
も
な
く
編
纂
さ
れ
た
『
貫
之
集
Ⅰ
』
の
用
例
が
最
も
早
い
と
考

え
ら
れ
る⑸

。

時
代
を
下
る
と
、『
月
詣
集
』
巻
一
・
正
月
・
四
に
「
た
つ
春
の
心
を
」

と
題
す
る
歌
が
現
れ
る
。「
た
つ
春
」
は
他
に
『
俊
頼
集
Ⅲ
』
六
七
三
、

『
有
房
集
Ⅱ
』
一
、『
実
国
集
』
一
、『
宗
家
集
』
一
二
一
、『
西
行
集
Ⅰ
』

（『
山
家
集
』）
一
、『
師
光
集
』
三
一
、『
小
侍
従
集
Ⅰ
』
三
な
ど
に
も
見

ら
れ
る
。
主
流
の
表
現
に
こ
そ
な
っ
て
い
な
い
が
、「
た
つ
は
る
」
は
院

政
期
以
降
の
平
安
和
歌
史
に
お
い
て
、
立
春
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
は
「
節
分
」
で
あ
る
。「
節
分
」
は
、
本
来
二
十
四
節
気
の
中
の

あ
る
節
の
前
日
を
指
す
表
現
だ
が
、
和
歌
の
中
で
は
立
春
の
前
日
を
指
す

言
葉
と
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
用
例
を
見
る

と
、
立
春
前
日
以
外
の
も
の
は
『
伊
勢
集
Ⅲ
』
五
二
の
「
節
分
の
つ
と
め

て
四
月
朔
み
や
に
て
」
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
の
七
例
は
全
て
立
春
前
日
を

指
す
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
為
信
集
』
一
九
の
「
節
分
の
つ

と
め
て
」、『
兼
澄
集
Ⅱ
』
四
六
の
「
ふ
る
年
に
節
分
の
は
じ
め
に
て
侍
し

日
」、『
道
命
集
』
一
一
四
の
「
歳
内
に
、
節
分
あ
る
年
」、
同
二
九
八
の

「
年
内
に
節
分
す
る
年
」、『
和
泉
式
部
集
Ⅰ
』
三
三
〇
の
「
節
分
の
つ
と

め
て
」、『
主
殿
集
』
一
四
の
「
こ
れ
は
節
分
の
夜
」、『
出
羽
弁
集
』
九
の

「
師
走
に
節
分
し
て
し
な
り
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
為
信
集
』
の
例
と

『
和
泉
式
部
集
Ⅰ
』
の
例
は
節
分
の
翌
日
、
つ
ま
り
立
春
日
を
さ
す
表
現

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
例
に
関
し
て
も
、
全
て
翌
日
の
立
春
日

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
主
殿
集
』
の
、

こ
れ
は
節
分
の
夜
、
お
と
こ
に
と
ら
れ
た
る
女
に
や
り
し

こ
ほ
り
だ
に
と
く
め
る
よ
は
の
ぬ
ま
水
に
む
す
び
て
け
り
な
そ
こ
の

ち
ぎ
り
は

は
、『
古
今
集
』
春
上
・
二
の
「
む
す
び
し
水
の
」
を
念
頭
に
お
い
た
作

品
で
あ
る
。
ま
た
五
句
は
『
順
集
Ⅰ
』
一
の
「
今
日
と
く
る
氷
に
か
へ
て

む
す
ぶ
ら
し
ち
と
せ
の
春
に
あ
は
む
ち
ぎ
り
を
」
と
用
法
上
の
類
似
も
指

摘
で
き
、
立
春
を
意
識
し
た
詠
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
節　

立
春
詠
の
基
盤

平
安
和
歌
の
立
春
詠
を
考
え
る
際
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
『
萬
葉

集
』
と
『
古
今
集
』
と
い
う
二
つ
の
歌
集
の
存
在
で
あ
る
。

ま
ず
『
萬
葉
集
』
の
意
義
と
し
て
は
、
以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
和
語
「
春
た
つ
」
の
創
出
で
あ
る
。「
春
た
つ
」
と
い
う
こ

と
ば
は
人
麻
呂
歌
集
歌
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
香
具
山
こ
の
夕
か
す
み
た
な
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（
巻
二
十
、
四
四
八
九
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
は
平
安
和
歌

の
立
春
詠
に
も
散
見
さ
れ
る
。

立
春
歌

み
わ
た
せ
ば
よ
も
の
山
辺
の
か
す
め
る
を
春
た
ち
ぬ
と
は
い
ふ
に
ぞ

あ
り
け
る

 

（『
教
長
集
』
三
）

山
ざ
と
に
春
た
つ
と
云
ふ
事

山
ざ
と
は
か
す
み
わ
た
れ
る
け
し
き
に
て
空
に
や
は
る
の
立
つ
を
知

る
ら
ん

 

（『
西
行
集
Ⅰ
』
七
）

立
春
の
こ
こ
ろ
を

は
る
た
つ
と
し
ら
で
も
み
ば
や
天
の
原
か
す
む
は
今
朝
の
思
ひ
な
し

か
と

 

（『
小
侍
従
集
Ⅰ
』
一
）

立
春 

清
輔
　
　

い
つ
し
か
と
春
の
し
る
し
の
み
ゆ
る
か
な
三
輪
の
杉
は
ら
う
ち
か
す

み
つ
つ

 

（『
実
国
家
歌
合
』
九
）

右
の
四
首
は
い
ず
れ
も
か
す
み
（
実
景
）
を
見
て
春
の
到
来
を
認
識
す

る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
暦
法
上
の
春
と
い
う
知
識
を
排
し
て
、

実
景
で
あ
る
か
す
み
を
視
認
す
る
こ
と
で
春
の
到
来
を
判
断
す
る
小
侍
従

歌
に
お
い
て
、
自
然
暦
の
季
節
感
を
第
一
義
と
す
る
姿
勢
は
明
白
に
読
み

取
れ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
『
小
侍
従
集
全
釈
』
で
は
、『
拾
遺
集
』
巻

頭
の
忠
岑
歌
「
春
立
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
よ
し
野
の
山
も
か
す
み
て

び
く
春
立
つ
ら
し
も
〔
春
立
下
〕」（
巻
十
・
春
雑
歌
・
一
八
一
二
）
に
見

ら
れ
る
。
こ
の
歌
こ
と
ば
の
創
出
に
よ
っ
て
、
暦
法
の
概
念
で
あ
る
「
立

春
」
が
和
歌
の
世
界
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
漢
語
「
立
春
」
を
和
語

「
春
立
つ
」
に
変
換
す
る
こ
と
で
、
平
安
和
歌
に
お
け
る
立
春
詠
の
道
が

拓
か
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
二
十
四
節
気
に

お
い
て
立
春
と
同
等
の
重
み
を
持
つ
立
夏
、
立
冬
が
和
語
化
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
題
材
に
し
た
歌
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
点

か
ら
も
窺
え
よ
う
。

第
二
に
、
立
春
詠
の
風
景
で
あ
る
「
か
す
み
」
と
「
鶯
」
と
の
創
出
で

あ
る
。『
萬
葉
集
』
一
八
一
二
歌
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
「
春
の
徴
と
し

て
の
か
す
み
」
は
、
平
安
の
立
春
詠
に
お
い
て
最
も
多
く
詠
ま
れ
た
景
物

の
一
つ
で
あ
る
。
一
方
、
立
春
の
鶯
を
詠
む
題
材
の
先
蹤
歌
は
、
天
平
宝

字
元
年
十
二
月
十
八
日
の
節
分
の
宴
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
三
形
王
の

「
み
雪
降
る
冬
は
今
日
の
み
鶯
の
鳴
か
む
春
へ
は
明
日
に
し
あ
る
ら
し
」

（『
萬
葉
集
』
巻
二
十
・
四
四
八
八
）
や
大
伴
家
持
の
「
あ
ら
た
ま
の
年
行

き
帰
り
春
立
た
ば
ま
づ
我
が
や
ど
に
鶯
は
な
け
」（
同
・
四
四
九
〇
）
に

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る⑹

。

第
三
に
、
立
春
に
対
す
る
二
つ
の
捉
え
方
の
創
出
で
あ
る
。
即
ち
、

Ａ
． 

自
然
暦
の
季
節
感
（
実
景
）
を
も
っ
て
、
具
注
暦
に
記
さ
れ
た
春

の
正
確
性
を
検
証
す
る
と
い
う
方
法

Ｂ
． 

自
然
暦
の
季
節
感
を
表
す
景
物
（
想
像
）
を
、
太
陰
太
陽
暦
の
季

節
定
義
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
方
法

で
あ
る
。
Ａ
の
方
法
は
前
掲
一
八
一
二
歌
に
見
ら
れ
、
Ｂ
の
方
法
は
天
平

宝
字
元
年
十
二
月
十
八
日
の
節
分
の
宴
に
詠
ま
れ
た
甘
南
備
伊
香
の
「
う

ち
な
び
く
春
を
近
み
か
ぬ
ば
た
ま
の
今
夜
の
月
夜
か
す
み
た
る
ら
む
」
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そ
し
て
、
平
安
和
歌
の
立
春
詠
の
基
調
を
決
め
た
の
は
『
古
今
集
』
で

あ
る
。
そ
の
最
も
重
要
な
意
義
は
、
立
春
詠
の
風
景
、
す
な
わ
ち
「
東
風

解
凍
」、「
か
す
み
」、「
鶯
」
を
規
定
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る 

紀
貫
之
　
　

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
か
ぜ
や
と
く

ら
む

　
題
し
ら
ず 

よ
み
人
し
ら
ず
　
　

春
霞
た
て
る
や
い
づ
こ
み
よ
し
野
の
吉
野
の
山
に
雪
は
降
り
つ
つ

　
二
条
の
き
さ
き
の
春
の
は
じ
め
の
御
歌

雪
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む

　
こ
れ
は
冒
頭
の
元
方
詠
に
続
く
二
番
か
ら
四
番
の
三
首
で
あ
る
。
貫
之

歌
は
東
風
解
凍
、
読
人
し
ら
ず
歌
は
か
す
み
、
そ
し
て
二
条
の
后
藤
原
高

子
歌
は
鶯
と
東
風
解
凍
と
を
詠
ん
で
い
る⑻

。『
萬
葉
集
』
の
立
春
風
景
を

継
承
し
た
「
か
す
み
」
と
「
鶯
」
と
に
、「
東
風
解
凍
」
が
加
わ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
東
風
解
凍
詠
の
論
理
に
つ
い
て
、
多
く
の
注
釈
書
は
『
礼
記
』

（
月
令
）
と
い
う
、『
顕
昭
古
今
集
注
』
に
言
及
さ
れ
た
文
献
を
出
典
と
し

て
挙
げ
て
い
る
が
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
滝
川
幸
司
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、『
礼
記
』（
月
令
）
の
当
該
箇
所
に
は
「
立
春
日
」
に
「
東
風
解
凍
」

が
発
生
す
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る⑼

。

孟
春
之
月
、
日
在
二
営
室
一
（
中
略
）。
東
風
解
凍
、
蟄
虫
始
振
、
魚

上
レ
氷
、
瀬
祭
レ
魚
、
鴻
雁
来
。（
中
略
）
是
月
也
、
以
立
春
。

原
文
を
見
る
と
一
目
瞭
然
だ
が
、
月
令
に
い
う
東
風
解
凍
は
、
孟
春
月

に
起
き
る
現
象
で
あ
り
、
立
春
日
と
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
貫
之
歌

に
見
ら
れ
る
東
風
解
凍
と
立
春
と
を
直
接
に
結
ぶ
論
理
関
係
の
拠
り
所
は

今
朝
は
見
ゆ
ら
ん
」
の
「
発
想
を
逆
転
し
、
自
分
の
感
覚
に
よ
る
春
発
見

を
主
張
す
る
。
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
い
こ
う
と
い
う
精
神
」
が

あ
る
と
評
し
て
い
る⑺

。「
立
春
の
こ
こ
ろ
を
」
と
題
す
る
歌
の
中
で
、
立

春
の
知
識
を
排
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
面
白
み
が
あ

る
と
言
え
よ
う
。

み
ち
の
く
に
に
侍
り
け
る
時
、
春
立
つ
日
よ
み
侍
り
け
る

 

三
朝
法
師
母
　
　

出
で
て
見
よ
い
ま
は
霞
も
立
ち
ぬ
ら
ん
春
は
こ
れ
よ
り
過
ぐ
る
と
こ

そ
聞
け

 

（『
後
拾
遺
集
』
二
）

左
大
将
実
定
家
に
て
、
お
な
じ
心
を

春
と
い
へ
ば
霞
み
に
け
り
な
き
の
ふ
ま
で
浪
ま
に
見
え
し
あ
は
ぢ
島
山

 

（『
俊
恵
集
』
五
）

立
春

あ
づ
ま
ぢ
や
一
夜
が
ほ
ど
に
く
る
春
を
い
か
で
さ
き
だ
つ
霞
な
る
ら
ん

 

（『
忠
度
集
』
一
）

　
右
の
三
例
は
Ｂ
の
方
法
を
用
い
た
例
で
あ
る
。
か
す
み
の
発
生
を
立
春

の
到
来
を
も
っ
て
推
測
す
る
三
朝
法
師
母
歌
や
忠
度
歌
、
そ
し
て
春
と
い

え
ば
か
す
み
の
発
生
が
思
い
浮
か
ぶ
と
詠
む
俊
恵
歌
、
い
ず
れ
も
太
陰
太

陽
暦
の
四
季
観
を
優
先
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
和
歌
に
お
け
る
立
春
詠
の
展
開
を
考
え
る
際
、

『
萬
葉
集
』
は
暦
法
の
概
念
で
あ
る
立
春
を
和
歌
の
世
界
に
導
入
し
た
こ

と
、
そ
の
立
春
に
対
応
す
る
景
物
で
あ
る
か
す
み
と
鶯
と
を
提
起
し
た
こ

と
、
立
春
に
対
す
る
二
つ
の
捉
え
方
を
完
成
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。



― 35 ―

そ
し
て
『
古
今
集
』
巻
頭
歌
群
の
持
つ
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
義
は
、

「
立
春
」
を
季
節
詠
の
春
の
巻
頭
に
置
く
と
い
う
試
み
で
あ
る
。「
年
の
は

て
」
を
詠
む
歌
を
冬
の
巻
末
に
、「
年
の
う
ち
」
の
立
春
を
詠
む
歌
を
春

の
巻
頭
に
置
く
と
い
う
、
太
陰
太
陽
暦
に
お
け
る
年
末
年
始
の
繋
が
り
か

ら
み
て
や
や
変
則
的
な
配
列
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
以
降
の
平
安
和
歌
に

お
け
る
季
節
詠
の
歌
題
配
列
の
、
一
つ
の
手
本
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
が

な
い
。
以
降
の
勅
撰
集
に
お
い
て
元
日
を
巻
頭
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た

が
、
最
終
的
に
は
立
春
詠
が
春
の
巻
頭
に
定
ま
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
元
日

が
マ
イ
ナ
ー
な
歌
題
に
留
ま
っ
た
の
も
、『
古
今
集
』
の
経
典
と
し
て
の

地
位
の
確
立
と
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

立
春
詠
の
土
台
は
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
既
に
作
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
平
安
時
代
の
膨
大
な
立
春
歌
群
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
立
春

が
平
安
和
歌
の
季
節
詠
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
え
た
の
は
、
最
初
の
勅

撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
集
』
の
影
響
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
古

代
和
歌
に
お
け
る
立
春
詠
の
表
現
基
盤
は
、『
古
今
集
』
の
成
立
に
よ
っ

て
整
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節　

立
春
詠
の
風
景

平
安
和
歌
の
立
春
詠
は
、
一
部
の
雑
歌
、
恋
歌
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど

の
作
品
は
季
節
詠
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
季
節
詠
の
中
で
最
も
多
く
詠
ま
れ
た
自
然
現
象
は
、
東
風
解
凍
と
か
す

み
と
で
あ
り
、
立
春
の
鶯
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
本
節
は
こ
の
三
つ
の
立
春
風

景
が
、
平
安
和
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。

東
風
解
凍
詠
は
『
古
今
集
』
二
番
歌
と
四
番
歌
と
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ

『
礼
記
』
で
は
な
く
、
内
田
正
男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
具
注
暦
に
あ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う⑽

。

平
安
時
代
の
具
注
暦
の
姿
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
『
御
堂
関
白
記
』

自
筆
本
を
見
る
と
、「
立
春
」
を
記
す
箇
所
の
す
ぐ
側
に
「
東
風
解
凍
」

が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る⑾

。「
東
風
解
凍
」
は
七
十
二
候
の
冒
頭

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
七
十
二
候
と
二
十
四
節
気
と
の
間
に

は
、
対
応
関
係
が
存
在
す
る
。

し
か
し
こ
の
論
理
関
係
を
和
歌
の
世
界
に
浸
透
さ
せ
た
の
は
、
や
は
り

白
居
易
の
文
学
で
あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
掲
出
さ
れ
た
「
府
西
池
」

詩
の
「
柳
無
二
気
力
一
条
先
動
、
池
有
二
波
文
一
氷
尽
開
」
は
『
古
今
集
』

巻
頭
歌
を
は
じ
め
、
平
安
時
代
の
多
く
の
立
春
詠
に
影
響
を
与
え
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
菅
原
道
真
に
も
「
東
風
解
凍
」
を
踏
ま
え
た
二
首
の
年

内
立
春
詩
が
存
し
、
こ
の
題
材
の
漢
詩
か
ら
和
歌
へ
の
継
承
関
係
を
物

語
っ
て
い
る
。

平
安
和
歌
史
に
お
け
る
立
春
詠
の
展
開
を
考
え
る
際
、『
古
今
集
』
の

持
つ
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
義
は
、
詞
書
の
中
に
立
春
日
を
明
記
し
た
こ

と
で
あ
る
。
一
番
歌
と
二
番
歌
と
の
詞
書
に
は
「
春
立
け
る
日
よ
め
る
」

と
い
う
文
言
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
立
春
日
に
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
歌
意
を
吟
味
す
る
と
、
実
景
と
の
繋
が
り
が
な
く
、
専
ら
立
春
と
い

う
暦
法
の
概
念
に
関
す
る
思
索
、
想
像
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
立
春
日
の
で
き
事
や
、
目
に
し
た
風
物
で
は
な
く
、「
立
春
」
そ
の

も
の
が
詠
作
の
契
機
、
そ
し
て
主
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
降
の
平
安

和
歌
に
見
ら
れ
る
「
立
春
の
心
」
や
題
詠
の
「
立
春
」
は
全
て
、
こ
の

『
古
今
集
』
に
お
け
る
「
立
春
日
」
の
歌
を
起
点
と
す
る
も
の
と
言
え
よ

う
。
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な
歌
が
生
ま
れ
る
。

　
堀
川
院
御
時
に
立
春
の
朝
に
御
前
に
て
、
今
日
の
心
よ
め
と
宣
旨

　
あ
り
け
れ
ば
つ
か
ま
つ
れ
る

君
が
た
め
み
た
ら
し
川
を
若
水
に
む
す
ぶ
や
千
世
の
は
じ
め
な
る
ら

ん

 

（『
俊
頼
集
Ⅰ
』
六
八
五
）

　
春
立
つ
日
よ
み
侍
り
け
る 

新
院
御
歌
　
　

う
ち
な
び
き
今
日
た
つ
春
の
若
水
は
た
が
い
た
井
に
か
む
す
び
そ
む

ら
ん

 

（『
続
詞
花
集
』
巻
一
・
春
上
・
二
）

「
水
」
を
「
結
ぶ
」
と
い
う
『
古
今
集
』
二
番
歌
の
表
現
に
、「
若
水
」

と
い
う
表
現
が
加
え
ら
れ⒀

、
歌
の
公
的
な
性
格
が
一
層
強
化
さ
れ
た
東
風

解
凍
詠
で
あ
る
。

ま
た
『
古
今
集
』
四
番
歌
の
「
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
」
の
解
凍
を
踏
ま
え

た
も
の
と
し
て
、

　 

右
大
臣
家
人
人
に
百
首
歌
よ
ま
せ
ら
れ
侍
り
し
に
、
読
め
と
あ
り

し
か
ば
、
お
な
じ
題
を
五
首

春
き
ぬ
と
今
朝
つ
げ
わ
た
る
鶯
は
涙
の
氷
ま
づ
や
と
け
ぬ
る

 

（『
俊
恵
集
』
一
〇
）

　 

讃
岐
院
百
首
歌
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
と
き
、
立
春
を
よ

め
る

春
た
て
ば
氷
の
涙
う
ち
と
け
て
今
日
ぞ
な
く
な
る
た
に
の
鶯

 

（『
教
長
集
』
四
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
涙
の
解
凍
を
人
事
に
援
用
す
る
例
も
見
ら

れ
る
。

た
題
材
で
あ
る
。
平
安
和
歌
に
お
け
る
東
風
解
凍
を
詠
ん
だ
立
春
詠
は
、

い
ず
れ
も
こ
の
二
首
を
念
頭
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
立
春
日

水
の
面
に
あ
や
ふ
き
み
だ
る
春
風
や
池
の
氷
を
今
朝
は
と
く
ら
ん

 

（『
友
則
集
』
一
）

　
立
春 

顕
季
　
　

う
ち
な
び
き
春
は
き
に
け
り
山
川
の
岩
ま
の
氷
今
日
や
と
く
ら
む

 

（『
堀
河
百
首
』
春
・
五
）

　
俊
成
卿
家
の
十
首
歌
中
に
、
立
春
の
心
を
人
人
よ
み
侍
り
け
る

 

源
行
頼
　
　

あ
ふ
坂
の
関
ふ
き
こ
ゆ
る
春
風
に
小
か
は
の
氷
今
や
と
く
ら
ん

 

（『
玄
玉
集
』
巻
四
・
時
節
歌
上
・
三
六
四
）

右
三
首
は
い
ず
れ
も
『
古
今
集
』
の
東
風
解
凍
の
表
現
を
明
確
に
踏
ま

え
た
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
解
凍
を
詠
出
す
る
傍
線
部
は
『
古
今

集
』
二
番
歌
（
五
句
「
い
ま
や
と
く
ら
む
」）
と
四
番
歌
（
五
句
「
今
日

や
と
く
ら
む
」）
と
を
踏
ま
え
る
と
見
ら
れ
、
ま
た
解
凍
の
主
体
を
第
四

句
に
詠
み
込
む
点
は
四
番
歌
（
四
句
「
こ
ほ
れ
る
涙
」）
に
一
致
す
る⑿

。

　
天
暦
御
時
、
御
屏
風
歌
、
立
春

今
日
と
く
る
水
に
か
け
て
ぞ
む
す
ぶ
ら
し
ち
と
せ
の
春
に
あ
は
ん

ち
ぎ
り
を

 

（『
順
集
Ⅱ
』
一
六
四
）

こ
の
歌
の
波
線
部
は
『
古
今
集
』
二
番
歌
の
「
む
す
び
し
水
を
」
を
踏

ま
え
る
。
東
風
解
凍
に
「
ち
と
せ
の
春
に
あ
は
ん
ち
ぎ
り
を
」
を
加
え
る

こ
と
で
歌
の
慶
賀
の
色
彩
が
よ
り
濃
厚
に
な
っ
た
、
晴
れ
の
場
に
ふ
さ
わ

し
い
格
調
高
い
表
現
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
歌
か
ら
更
に
次
の
よ
う
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む
ら
ん

 

（『
行
宗
集
』
一
八
三
）

　 

花
園
の
左
大
臣
仁
和
寺
に
て
、
立
春
の
あ
ま
た
人
人
に
よ
ま
せ
ら

れ
侍
り
し
に
、
よ
め
る

山
ざ
と
は
た
な
井
の
氷
と
け
行
く
に
春
き
に
け
り
と
み
て
し
る
か
な

 

（『
俊
恵
集
』
三
）

　
立
春 

顕
輔
　
　

春
た
つ
と
水
の
お
も
に
ぞ
聞
き
そ
む
る
か
け
ひ
の
氷
と
く
る
や
ま
里

 

（『
実
国
家
歌
合
』
六
）

な
ど
、
様
々
な
「
こ
ほ
り
」
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
解
凍
す
る
の

は
単
な
る
「
こ
ほ
り
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、

　 

讃
岐
院
百
首
歌
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
と
き
、
立
春
を
よ

め
る

み
よ
し
の
の
や
ま
ぢ
の
ゆ
き
を
け
さ
み
れ
ば
と
く
る
や
は
る
の
し

る
べ
な
る
ら
ん

 

（『
教
長
集
』
五
）

　
立
春 

頼
政
　
　

め
づ
ら
し
き
春
に
い
つ
し
か
う
ち
と
け
て
ま
づ
物
い
ふ
は
雪
の
し
た
水

 

（『
実
国
家
歌
合
』
八
）

　
春
た
つ
心
を

今
朝
み
れ
ば
の
き
の
た
る
ひ
も
と
け
に
け
り
し
の
ぶ
草
に
春
や
た

つ
ら
ん

 

（『
実
家
集
』
二
）

の
よ
う
に
「
雪
」
や
「
軒
の
た
る
ひ
」、
ま
た
前
掲
俊
成
歌
に
見
ら
れ
る

「
涙
の
つ
ら
ら
」（『
俊
成
集
Ⅰ
』
四
八
五
）
な
ど
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
節
分
の
つ
と
め
て
、
あ
る
女
に

西
へ
ゆ
く
風
も
あ
ら
な
ん
ぬ
れ
ご
ろ
も
ひ
と
み
こ
ぼ
る
る
涙
と
か

せ
ん

 

（『
為
信
集
』
一
九
）

　
立
春

と
し
く
れ
し
涙
の
つ
ら
ら
と
け
に
け
り
苔
の
袖
に
も
春
や
た
つ
ら
ん

 

（『
俊
成
集
Ⅰ
』（『
長
秋
詠
藻
』）
四
八
五
）

更
に
は
次
の
よ
う
に
、
人
の
心
の
「
こ
ほ
り
」
の
解
凍
を
詠
む
例
も
見

ら
れ
る
。

　
春
二
首
　
此
日
則
立
春
也

氷
と
も
人
の
心
を
お
も
は
ば
や
今
朝
た
つ
春
の
風
に
と
く
べ
く

 

（『
能
因
集
Ⅰ
』
一
）

こ
れ
ら
の
歌
の
場
合
、『
古
今
集
』
四
番
歌
は
必
ず
し
も
出
典
歌
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
が
、「
東
風
解
凍
」
が
意
味
す
る
自
然
界
の
解
凍

を
生
き
物
の
涙
に
結
び
つ
け
る
発
想
を
創
出
し
た
『
古
今
集
』
四
番
歌

は
、
先
蹤
歌
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。

平
安
和
歌
の
立
春
詠
に
お
け
る
東
風
解
凍
の
歌
を
一
通
り
読
み
通
す

と
、
解
凍
の
主
体
で
あ
る
氷
の
表
現
に
、
豊
富
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
又
、
春
た
つ

山
み
づ
の
氷
と
け
つ
つ
は
る
く
れ
ば
ぬ
る
き
か
ぜ
に
も
は
や
き
な

り
け
り

 

（『
重
之
集
』
三
九
）

立
春

月
よ
め
ば
け
ふ
は
は
る
た
つ
ひ
な
り
け
り
あ
し
ま
の
氷
と
け
や
そ
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を
し
の
ゐ
る
池
の
氷
の
と
け
ゆ
く
は
お
の
が
は
ぶ
き
や
春
の
初
風

 

（『
俊
成
集
Ⅰ
』
四
八
四
）

そ
の
風
を
敢
え
て
鴛
鴦
の
「
は
ぶ
き
」
と
捉
え
た
こ
の
歌
の
興
趣
も
、

そ
う
し
た
自
明
の
前
提
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
か
す
み
を
詠
む
立
春
詠
を
見
た
い
。
立
春
の
か
す
み
は
、『
萬

葉
集
』
に
由
来
す
る
立
春
詠
の
最
初
の
題
材
で
あ
り
、
勅
撰
集
に
も
多
く

採
ら
れ
て
い
る
。
勅
撰
集
に
入
集
す
る
こ
と
の
少
な
い
東
風
解
凍
詠
と
は

対
照
的
と
言
え
る
。
東
風
解
凍
の
特
徴
を
念
頭
に
お
い
て
平
安
和
歌
の
立

春
か
す
み
詠
を
見
渡
す
と
、
景
物
の
主
体
で
あ
る
「
か
す
み
」
の
表
現
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
比
較
的
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。「
東
風

解
凍
」
に
お
け
る
「
解
凍
」
の
主
体
が
「
こ
ほ
り
」、「
ゆ
き
」、「
た
る

ひ
」、「
つ
ら
ら
」、
解
凍
の
描
写
が
「
と
く
」、「
ほ
こ
ろ
ぶ
」、「
も
る
」、

「
ま
さ
る
」
な
ど
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
立
春
か
す
み
詠

の
表
現
は
動
詞
「
か
す
む
」
と
名
詞
「
か
す
み
」
と
い
う
二
語
で
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
動
詞
「
か
す
む
」
の
例
に
関
し
て
、
そ
の
表
現
上
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
か
す
め
る
」（『
後
拾
遺
集
』
春
上
・
四
）、「
か

す
む
ら
ん
」（『
俊
恵
集
』
七
）
の
よ
う
な
助
動
詞
の
差
が
見
ら
れ
る
程
度

で
あ
る
。
名
詞
「
か
す
み
」
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る

「
か
す
み
」
の
ほ
か
、「
春
霞
」（『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
上
・
春
・
七
）、「
朝

霞
」（『
教
長
集
』
二
）、「
八
重
霞
」（『
教
長
集
』
一
〇
）、「
霞
の
衣
」

（『
玄
玉
集
』
巻
四
・
時
節
歌
上
・
三
四
九
）
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
そ
の

「
か
す
み
」
の
状
態
を
表
す
動
詞
に
関
し
て
い
え
ば
、「
た
つ
」
の
用
例
が

も
っ
と
も
多
く
、
そ
の
ほ
か
「
た
な
び
く
」（『
後
拾
遺
集
』
春
上
・
五
な

ど
）、「
た
ち
か
は
る
」（『
金
葉
集
』
三
奏
本
、
一
）、「
わ
た
る
」（『
西
行

集
Ⅰ
』
七
）、「
着
る
」（『
親
盛
集
』
一
）、「
か
か
る
」（『
俊
成
集
Ⅰ
』

一
方
、
解
凍
の
描
写
は
、
前
掲
例
の
傍
線
部
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

「
と
く
」
が
多
数
を
占
め
る
が
、
氷
面
が
割
れ
る
現
象
を
表
す
「
ほ
ろ
こ

ぶ
」
や
、
解
凍
後
の
増
水
に
着
目
す
る
「
も
る
」、
解
凍
後
の
水
音
に
注

目
す
る
「
音
ま
さ
る
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
表
現
も
見
ら
れ
る
。

あ
を
や
ぎ
の
い
と
よ
り
か
く
る
春
く
れ
ば
い
け
の
こ
ほ
り
も
ほ
こ

ろ
び
に
け
り

 

（『
重
之
集
』
四
〇
）

　
春
た
つ
日

今
朝
み
れ
ば
み
ね
に
霞
は
た
ち
に
け
り
谷
の
下
水
い
ま
や
も
る
ら
ん

 

（『
忠
通
集
』
一
）

　
春
た
つ
ひ
、
あ
る
所
の
お
ほ
せ
ご
と
に
て

う
は
氷
と
く
る
な
る
べ
し
山
川
の
い
は
ま
く
清
水
音
ま
さ
る
な
り

 
（『
重
之
子
僧
集
』
一
）

こ
う
し
た
解
凍
描
写
の
多
様
さ
に
比
し
て
、
解
凍
と
い
う
現
象
を
も
た

ら
す
「
風
」
が
よ
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
前
掲
の
例
を
見
て
も
、
風
が

詠
ま
れ
た
例
よ
り
も
、
詠
ま
れ
て
い
な
い
例
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
無
論
、「
解
凍
」
と
い
う
現
象
が
視
覚
、
聴
覚
を
通
じ
て
確

認
で
き
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
「
東
風
」
は
表
現
の
幅
が
や
や

狭
い
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
理
由
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
多
く
の
東
風

解
凍
詠
の
中
に
「
風
」
が
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
「
解
凍
」
が
「
東
風
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
っ

た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
解
凍
」
の
背
後
に
「
東
風
」
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
は
、
具
注
暦
の
知
識
を
持
つ
人
間
な
ら
ば
言
わ
れ
ず
と
も
知
っ

て
い
た
は
ず
で
、「
解
凍
」
を
詠
む
度
に
「
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
の
は
東

風
だ
」
と
明
言
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
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る
。東

風
解
凍
、
立
春
の
か
す
み
に
次
ぐ
題
材
は
立
春
の
鶯
で
あ
る
。
そ
の

中
に
は
、
さ
ら
に
『
古
今
集
』
四
番
歌
に
由
来
す
る
「
鶯
の
涙
」
を
詠
む

も
の
と
、

鶯
の
谷
よ
り
い
づ
る
声
な
く
は
春
く
る
こ
と
を
誰
か
つ
げ
ま
し

 

（『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
二
二
）

　
春
の
は
じ
め
の
歌 

壬
生
忠
岑
　
　

春
き
ぬ
と
人
は
い
へ
ど
も
鶯
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
お
も
ふ

 

（『
古
今
集
』
巻
一
・
春
上
・
一
一
）

に
由
来
す
る
、「
春
を
告
ぐ
鶯⒁

」
に
二
分
さ
れ
る
。「
鶯
の
涙
」
を
踏
ま
え

た
歌
に
つ
い
て
は
、
既
に
見
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
春
を
告
ぐ
鶯
」
に
つ

い
て
見
た
い
。

　
立
春
の
日
、
又
ゆ
き
ふ
る

は
る
ご
と
に
鶯
の
み
ぞ
し
ら
せ
け
る
と
り
の
は
ら
に
や
は
な
も
こ
も
れ
る

 

（『
重
之
集
』
七
七
）

　 

花
園
の
左
大
臣
仁
和
寺
に
て
、
立
春
の
あ
ま
た
人
人
に
よ
ま
せ
ら

れ
侍
り
し
に
、
よ
め
る

春
来
ぬ
と
人
こ
そ
い
は
め
い
つ
の
ま
に
け
さ
鶯
の
宿
に
告
ぐ
ら
む

 

（『
俊
恵
集
』
一
）

　 

右
大
臣
家
人
人
に
百
首
歌
よ
ま
せ
ら
れ
侍
り
し
に
、
読
め
と
あ
り

し
か
ば
、
お
な
じ
題
を
五
首

と
し
の
う
ち
に
さ
き
に
し
梅
に
今
日
よ
り
ぞ
お
の
が
春
と
も
告
げ
よ
鶯

 

（『
俊
恵
集
』
一
二
）

二
〇
二
）、「
く
（
来
）」（『
俊
成
集
Ⅰ
』
四
八
二
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
「
か
す
み
ひ
と
む
ら
」（『
玄
玉
集
』
巻
四
・
時
節
歌
上
・
三
五
四
）

と
い
う
表
現
も
一
例
見
ら
れ
る
。

平
安
和
歌
に
お
け
る
立
春
の
か
す
み
を
詠
む
歌
を
見
渡
す
と
、
そ
の
最

も
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
多
彩
な
地
名
、
歌
枕
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

一
覧
す
れ
ば
、「
吉
野
山
」（『
古
今
集
』
春
上
・
三
）、「
音
羽
山
」（『
後

拾
遺
集
』
春
上
・
四
）、「
小
野
山
」（『
覚
性
集
』（『
出
観
集
』）
五
）、

「
二
見
の
浦
」（『
覚
性
集
』
六
）、「
淡
路
島
山
」（『
俊
恵
集
』
五
）、「
難

波
の
潟
」（『
経
盛
集
』
一
）、「
逢
坂
の
関
」（『
惟
方
集
』
二
）、「
み
か
き

の
原
」（『
教
長
集
』
二
）、「
末
の
松
山
」（『
教
長
集
』
八
）、「
須
磨
」

（『
経
正
集
』
一
）、「
明
石
」（『
経
正
集
』
一
）、「
香
具
山
」（『
親
盛
集
』

一
）、「
ふ
じ
の
嶺
」（『
実
国
家
歌
合
』
三
）、「
三
輪
の
杉
原
」（『
実
国
家

歌
合
』
九
）、「
志
賀
の
わ
た
り
」（『
実
国
家
歌
合
』
一
九
）、「
賤
機
山
」

（『
月
詣
集
』
巻
一
・
正
月
・
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、「
か
す
み
」
を
詠
ん
だ
『
萬
葉
集
』
巻
十

の
巻
頭
歌
群
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
天
の
香
具
山
」（
一
八
一
二
）、「
巻

向
の
檜
原
」（
一
八
一
三
）、「
巻
向
山
」（
一
八
一
五
）、「
弓
月
が
岳
」

（
一
八
一
六
）、「
朝
妻
山
」（
一
八
一
七
）、「
朝
妻
の
片
山
崖
」

（
一
八
一
八
）
な
ど
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
地
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
か

す
み
」
は
日
本
独
自
の
季
節
感
を
持
つ
景
物
で
あ
り
、
東
風
解
凍
に
比

べ
、
在
来
的
な
性
格
が
強
い
。
そ
の
在
来
性
か
ら
、
具
体
的
な
地
名
と

セ
ッ
ト
に
す
る
詠
法
が
生
ま
れ
た
考
え
ら
れ
る
。「
立
春
霞
詠
」
に
お
け

る
景
物
の
主
体
及
び
動
作
に
関
す
る
表
現
が
限
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、

「
か
す
み
」
の
在
来
性
を
生
か
し
た
地
名
、
歌
枕
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
、
平
安
和
歌
に
お
け
る
「
立
春
霞
詠
」
は
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
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題
は
、
多
く
の
平
安
和
歌
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
春
の
は
じ
め

春
日
野
に
け
ふ
も
み
雪
の
降
り
し
く
は
雲
井
に
春
の
ま
た
や
こ
ざ
ら
ん

 

（『
深
養
父
集
Ⅰ
』
一
）

中
に
は
立
春
か
、
元
日
か
、
そ
れ
と
も
春
の
始
ま
る
頃
を
詠
ん
だ
も
の

か
が
判
別
し
難
い
例
も
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
歌
は
「
は
つ
春
」
の
例
で
あ

る
。

　 

お
や
の
家
の
ぞ
う
し
ず
み
に
て
、
人
人
歌
よ
む
に
、
は
つ
春
の
こ

こ
ろ

去
年
の
冬
今
年
の
春
の
徴
に
は
山
の
霞
ぞ
た
ち
へ
だ
て
け
る

 

（『
輔
親
集
Ⅰ
』
二
）

「
春
の
徴
と
し
て
の
霞
」
を
明
確
に
踏
ま
え
、
自
然
暦
の
季
節
感
を
第

一
義
と
す
る
方
法
を
用
い
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
重
要
な
季
節
歌
題

と
な
っ
た
「
初
春
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
初
期
の
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
立
春
の
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
。
こ
の
「
は

つ
春
」
の
題
は
『
金
葉
集
』
三
奏
本
巻
頭
歌
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

言
葉
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、「
立
春
」
と
い
う
特
定
の
日
を
指
す
「
春

た
つ
」
は
限
定
的
な
表
現
で
あ
り
、「
春
の
は
じ
め
」、「
は
じ
め
の
春
」、

「
は
つ
春
」
は
春
の
始
ま
る
頃
と
も
解
せ
る
汎
用
的
な
表
現
で
あ
る
。
だ

が
実
際
の
歌
を
見
る
と
、
両
者
の
境
界
線
は
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は

な
い
。『
好
忠
集
Ⅰ
』
の
「
春
の
は
じ
め
」
と
題
す
る
歌
に
あ
る
次
の
三

首
は
そ
の
例
で
あ
る
。

み
し
ま
江
に
つ
の
ぐ
み
わ
た
る
葦
の
ね
の
ひ
と
夜
ば
か
り
に
春
め
き

に
け
り

 

（
三
）

　
立
春

は
る
き
ぬ
と
け
さ
ぞ
つ
ぐ
な
る
う
ぐ
ひ
す
は
ね
ぐ
ら
の
竹
に
一
夜
す

ぐ
し
て

 

（『
公
重
集
』（
風
情
集
）
三
〇
三
）

右
の
四
首
は
、
い
ず
れ
も
鶯
に
よ
っ
て
春
が
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を
詠
む

も
の
で
あ
る
。
俊
恵
歌
に
は
こ
れ
と
い
っ
て
新
し
い
表
現
が
見
ら
れ
な
い

が
、
重
之
歌
の
「
と
り
の
は
ら
に
や
は
な
も
こ
も
れ
る
」
は
和
歌
に
先
例

が
見
出
し
難
い
新
し
い
表
現
で
あ
る
。
一
方
公
重
歌
の
「
ね
ぐ
ら
の
竹
に

一
夜
す
ぐ
し
て
」
は
院
政
期
以
降
の
歌
の
中
に
複
数
の
例
が
見
ら
れ
る
表

現
で
、
一
例
と
し
て
『
堀
河
百
首
』「
竹
」
題
の
藤
原
顕
仲
歌
、「
う
ぐ
ひ

す
の
ね
ぐ
ら
に
し
む
る
な
よ
竹
は
い
づ
れ
の
枝
か
ふ
し
ど
な
る
ら
ん
」

（
一
三
二
二
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
か
東
風
解
凍
、
か
す
み
、
鶯
以
外
の
景
物
を
詠
む
歌
も
あ
る

が
、
ど
れ
も
数
は
少
な
く
、
平
安
和
歌
に
見
ら
れ
る
立
春
風
景
作
の
主
流

を
占
め
て
い
る
の
は
、『
古
今
集
』
に
詠
ま
れ
た
こ
の
三
つ
の
景
物
で
あ

る
と
言
え
る
。

第
四
節　

立
春
詠
の
周
辺

立
春
詠
は
春
の
巻
頭
に
位
置
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
題
で
あ
る
が
、
春
の

巻
頭
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
題
材
で
は
な
い
。
平
安
和
歌

の
立
春
詠
以
外
の
、
春
の
は
じ
め
を
意
味
す
る
題
材
（
初
春
題
）
を
調
べ

る
と
、
そ
の
中
に
は
、
立
春
詠
と
類
似
す
る
歌
表
現
を
持
つ
歌
が
少
な
か

ら
ず
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
の
先
例
は
『
古
今
集
』

四
番
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
詞
書
に
見
ら
れ
る
「
春
の
は
じ
め
」
と
い
う
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と
い
う
点
で
あ
る
。『
堀
河
百
首
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
俊
頼
の
立
春
歌

「
庭
も
せ
に
ひ
き
つ
ら
な
れ
る
も
ろ
人
の
た
ち
ゐ
る
今
日
や
ち
よ
の
は
つ

春
」
が
、
彼
の
私
家
集
『
俊
頼
集
Ⅰ
』
の
巻
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
詞
書
は
「
堀
河
院
御
時
百
首
歌
め
し
け
る
に
元
日
0

0

の
心
を
つ
か
う
ま

つ
れ
る
」（
一
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
康
和
五
年
元
日
詠
と
す
る

推
論
が
大
井
洋
子
氏
に
見
ら
れ
る
が
、
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い⒂

。
そ

し
て
俊
頼
が
単
独
撰
者
と
な
っ
て
編
纂
し
て
い
た
『
金
葉
集
』
に
お
い
て

も
同
じ
現
象
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
『
堀
河
百
首
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
顕

季
の
立
春
歌
「
う
ち
な
び
き
春
は
き
に
け
り
山
川
間
の
氷
今
日
や
と
く
ら

む
」（
五
）
は
『
金
葉
集
』
二
度
本
、
三
奏
本
の
い
ず
れ
に
も
入
集
し
て

い
る
が
、
二
度
本
の
詞
書
は
「
堀
河
院
の
御
時
百
首
歌
め
し
け
る
に
立
春
0

0

の
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」（
一
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
奏
本
で
は

「
堀
河
院
御
時
百
首
の
歌
め
し
け
る
に
元
日
0

0

の
心
を
つ
か
う
ま
つ
れ
る
」

（
二
）
と
な
っ
て
い
る
。
部
立
の
整
合
性
を
考
慮
し
た
撰
者
の
作
為
な
の

か
、
三
奏
本
の
段
階
で
元
日
と
な
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
れ
を
と
っ
た
の
か

は
不
明
だ
が
、
当
時
の
季
節
観
に
お
け
る
立
春
詠
と
元
日
詠
と
の
境
界
線

の
曖
昧
さ
の
一
端
が
窺
わ
れ
よ
う
。

春
の
は
じ
め
と
関
連
す
る
題
は
ほ
か
に
も
「
早
春
」、「
初
春
」
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。

　
早
春
の
心
を
よ
め
る 

太
宰
大
弐
長
実
　
　

い
つ
し
か
と
春
の
し
る
し
に
立
つ
も
の
は
朝あ
し
たの
原
の
霞
な
り
け
り

 

（『
金
葉
集
』
二
度
本
、
巻
一
・
春
・
六
）

　
初
春

岩
間
と
ぢ
し
氷
も
今
朝
は
と
け
そ
め
て
苔
の
下
水
み
ち
も
と
む
ら
ん

 

（『
西
行
集
Ⅱ
』（
西
行
上
人
集
）
一
）

あ
な
し
が
は
春
山
か
け
て
く
る
春
の
し
る
し
と
け
さ
は
水
ぞ
ぬ
る
め
る

 

（
四
）

な
る
た
き
の
い
は
ま
の
氷
い
か
な
ら
し
春
の
は
つ
か
ぜ
よ
は
に
ふ
く

な
り

 

（
五
）

　
傍
線
部
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
三
首
は
春
の
始
ま
る
特
定
の
日
を
意
識

し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
好
忠
集
Ⅰ
』（
毎
月
集
）
の
部
立
か
ら
み
て
、
こ

れ
は
孟
春
月
の
一
日
を
詠
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
元
日
を
春
の
始
ま
る

日
と
す
る
捉
え
方
は
、
ほ
か
に
も
、

　
睦
月
の
朔
日
、
雪
の
ふ
り
け
る
に 

藤
原
範
永
　
　

春
の
た
つ
し
る
し
は
見
え
で
白
雪
の
ふ
り
み
ま
さ
る
身
と
ぞ
成
り
ぬ
る

 

（『
続
詞
花
集
』
巻
十
八
・
雑
下
・
八
六
六
）

　
元
日 

仲
実
　
　

万
代
の
春
の
は
じ
め
の
今
日
し
よ
り
つ
か
へ
ま
つ
ら
ん
年
に
あ
ひ
つ
つ

 

（『
永
久
百
首
』
春
・
二
）

に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
元
日
に
分
類
さ
れ
た
歌
の
中
に
も
「
春
の
徴
と
し

て
の
か
す
み
」
を
詠
ん
だ
、

　
つ
い
た
ち
の
日 

源
重
之
　
　

よ
し
の
山
み
ね
の
白
雪
い
つ
き
え
て
今
朝
は
霞
の
た
ち
か
は
る
ら
ん

 

（『
古
今
六
帖
』
第
一
帖
・
春
・
一
七
）

な
ど
が
見
ら
れ
る
。
元
日
の
風
景
と
立
春
の
風
景
と
は
、
も
は
や
詞
書
な

し
で
は
見
分
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
歌
は
、「
は
つ
春
の

こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
を
も
っ
て
『
金
葉
集
』
三
奏
本
の
巻
頭

歌
に
選
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
元
日
歌
と
立
春
歌
と
の
混
同
が
見
ら
れ
る
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そ
の
ほ
か
に
も
、

　
よ
し
の
山

よ
し
の
山
雪
か
ふ
あ
と
も
た
え
に
し
を
霞
ぞ
春
の
し
る
べ
な
り
け
る

 

（『
中
務
集
Ⅰ
』
二
二
）

の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
立
春
詠
に
お
け
る
「
霞
」
は
、
こ
れ
ら
の
歌

の
蓄
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
平
安
和
歌
の
立
春
詠
の
周
辺
に
は
、
そ
れ
と
類
似
す
る

表
現
や
方
法
を
使
用
し
た
様
々
な
初
春
詠
、
景
物
詠
、
名
所
詠
が
存
在
す

る
。
そ
の
中
に
は
、
実
際
に
立
春
を
意
識
し
た
歌
も
存
在
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
立
春
詠
と
ほ
か
の
初
春
詠
と
の
境
界
線
が
曖
昧
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
と
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
歌
の

中
に
は
立
春
詠
の
先
蹤
歌
、
あ
る
い
は
派
生
歌
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
に
お
け
る
立
春
詠
の
流
れ
は
、
決
し

て
元
日
や
そ
の
他
の
初
春
題
材
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
な
が
ら
成
り
立
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
初
春
題
材
と
い
う
大
き
な
括
り
の
中
で
、
融

合
混
同
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
、
年
内
立
春

詠
と
い
う
暦
法
の
知
識
を
要
す
る
題
材
だ
け
は
、
独
自
の
表
現
を
求
め
て

発
展
を
遂
げ
て
い
た⒃

。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
こ
れ
だ
け
の
数
の
立
春
詠

が
残
さ
れ
た
の
も
、
歌
人
達
が
「
立
春
」
に
と
り
わ
け
関
心
を
持
っ
た
結

果
と
い
う
よ
り
も
、『
古
今
集
』
の
配
列
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

立
春
は
中
国
の
太
陰
太
陽
暦
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
平
安
和
歌

　
こ
こ
に
「
春
の
徴
と
し
て
の
か
す
み
」
や
「
東
風
解
凍
」
が
詠
ま
れ
て

い
る
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
歌
に
お
け
る
季
節
表
現
と
立
春
詠
の
そ
れ
と

の
差
が
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
で
景
物
や
地
名
を
テ
ー
マ
と
す
る
歌
の
中
に
も
、
立
春
詠
の
表
現

と
類
似
す
る
歌
が
存
在
す
る
。
詠
物
歌
題
と
し
て
『
萬
葉
集
』
に
登
場
す

る
か
す
み
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

　
霞
を
詠
む

昨
日
こ
そ
年
は
果
て
し
か
春
霞
春
日
の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り

 

（『
萬
葉
集
』
巻
十
、
一
八
四
三
）

平
安
和
歌
で
は
、
勅
撰
集
に
入
集
す
る
こ
と
の
多
い
立
春
の
か
す
み

が
、
私
家
集
に
登
場
す
る
時
期
は
か
な
り
遅
い
。
し
か
し
そ
れ
は
「
春
の

徴
と
し
て
の
か
す
み
」
が
一
般
的
に
詠
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
立
春
が
題
詠
と
し
て
定
着
す
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
そ

の
題
材
は
主
に
「
か
す
み
」
を
題
と
す
る
歌
の
中
で
詠
ま
れ
て
い
た
た
め

で
あ
る
。

　
右
方
を
、
ま
た
霞

あ
さ
み
ど
り
春
を
き
ぬ
と
や
み
吉
野
の
山
の
霞
の
お
び
に
み
ゆ
ら
ん

 

（『
忠
見
集
Ⅰ
』
七
〇
）

　
霞

霞
だ
に
た
ち
お
く
れ
せ
ば
春
き
ぬ
と
な
に
を
し
る
し
に
人
も
し
ら
ま
し

 

（『
能
宣
集
Ⅰ
』
六
八
）

　
霞

み
よ
し
の
は
雪
ふ
り
や
ま
ず
さ
む
け
れ
ど
霞
ぞ
春
の
し
る
べ
な
り
け
る

 

（『
麗
景
殿
女
御
歌
合
』
二
）

　
右
の
三
例
は
い
ず
れ
も
「
春
の
徴
と
し
て
霞
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
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注⑴
　 

新
井
栄
蔵
氏
「
春
立
ち
け
る
日
―
古
今
集
巻
頭
歌
私
見
―
」（『
文
学
』
四
四
―
二
、

一
九
七
六
）、
神
尾
暢
子
氏
「
在
原
元
方
の
立
春
映
像
」（『
王
朝
国
語
の
表
現
映
像
』

新
典
社
、
一
九
八
二
）
な
ど
。

⑵
　 

調
査
範
囲
の
下
限
は
用
例
の
検
出
に
用
い
た
二
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（『
新
編
国
歌

大
観
』『
新
編
私
家
集
大
成
』）
に
お
い
て
、
平
安
時
代
と
分
類
さ
れ
て
い
る
作
品
集

ま
で
と
す
る
。

⑶
　 「
そ
れ
に
準
じ
る
歌
」
は
、
季
節
の
配
列
意
識
が
認
め
ら
れ
る
歌
集
に
お
い
て
、
立

春
関
連
詠
作
の
前
後
に
位
置
し
、
か
つ
題
が
明
確
で
な
い
歌
を
指
す
。

⑷
　 「
は
る
た
つ
」
の
語
源
に
関
す
る
諸
説
の
検
討
は
、
小
島
憲
之
氏
「
漢
語
の
摂
取
―

漢
語
「
立
春
・
立
秋
」
と
「
春
立
つ
・
秋
立
つ
」
な
ど
―
」（『
萬
葉
』
一
三
五
、

一
九
九
〇
）
に
詳
し
い
。

⑸
　 『
新
編
私
家
集
大
成
』
解
題
（『
貫
之
集
』
萩
谷
朴
氏
・
奥
村
恒
哉
氏
、
田
中
登
氏

（
新
編
補
遺
）、『
友
則
集
』
奥
村
恒
哉
氏
、
久
保
木
哲
夫
氏
（
新
編
補
遺
））。

⑹
　 

た
だ
し
作
歌
日
時
の
明
ら
か
で
は
な
い
歌
に
も
「
霞
立
つ
野
の
上
の
方
に
行
き
し
か

ば
鶯
鳴
き
つ
春
に
な
る
ら
し
」（
巻
八
・
一
四
四
三
丹
比
乙
麻
呂
）
の
よ
う
な
例
は

見
え
る
。

⑺
　 

目
加
田
さ
く
を
氏
・
中
井
一
枝
氏
・
堀
志
保
美
氏
『
小
侍
従
集
全
釈
』（
新
典
社
、

二
〇
〇
五
）。

⑻
　 

詞
書
か
ら
見
れ
ば
立
春
詠
は
二
番
歌
ま
で
と
な
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
番
歌

と
四
番
歌
と
が
後
の
立
春
詠
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

⑼
　 

滝
川
幸
司
氏
『
天
皇
と
文
壇
―
―
平
安
前
期
の
公
的
文
学
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
七
）
第
三
編
第
四
章
。

⑽
　 

内
田
正
男
氏
『
暦
の
語
る
日
本
の
歴
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）
第
五
章
第

三
節
。

⑾
　 

長
保
元
年
十
二
月
二
十
二
日
、
寛
弘
元
年
正
月
七
日
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
（
近
衛

通
隆
氏
監
修
『
御
堂
関
白
記
（
一
）』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
三
）。

⑿
　 
本
節
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
東
風
解
凍
の
歌
の
囲
み
線
部
は
解
凍
の
主
体
（
解
凍
前

の
も
の
か
、
後
の
も
の
か
に
つ
い
て
は
区
分
せ
ず
）
を
、
傍
線
部
は
解
凍
の
描
写
を

表
す
言
葉
を
示
す
。

⒀
　 「
若
水
」
に
つ
い
て
は
隋
源
遠
「
紀
貫
之
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」
の
解
釈
」

（『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
五
〇
、
二
〇
一
〇
）
参
照
。

⒁
　 

第
二
節
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
先
蹤
は
『
萬
葉
集
』
に
も
見
ら
れ
る
。

の
立
春
詠
の
展
開
は
、『
古
今
集
』
の
季
節
詠
を
土
台
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
の
ち
の
立
春
詠
を
見
る
と
、
そ
こ
に
お
け
る
中

国
文
学
の
影
響
は
必
ず
し
も
強
い
も
の
で
は
な
い
。『
古
今
集
』
巻
頭
歌

が
提
示
し
た
「
か
す
み
」、「
東
風
解
凍
」、「
う
ぐ
ひ
す
」
が
後
世
の
立
春

詠
の
主
な
題
材
と
な
っ
た
点
か
ら
み
て
、
や
は
り
『
古
今
集
』
を
源
と
す

る
和
歌
独
自
の
典
拠
の
伝
統
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
中
国
と
は
異
な
り
、
日
本
に
お
け
る
立
春
は
特
に
重
要
な
年

中
行
事
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
来
立
春
日
に
行
わ
れ
て
き
た
「
若

水
」
の
伝
統
も
、
や
が
て
は
元
日
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
見
て
、
和

歌
に
お
け
る
「
立
春
詠
」
は
ほ
と
ん
ど
現
実
的
な
基
盤
を
持
た
な
い
題
材

と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
平
安
後
期
に
見
ら
れ
る
立
春
詠
と
そ
の
他
の
初

春
詠
と
の
交
錯
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
そ
の
段
階
に
お
い
て
立
春
は
、

「
元
日
」
と
の
間
に
明
確
な
違
い
を
持
つ
暦
法
の
概
念
か
ら
「
初
春
詠
」

の
代
表
的
歌
題
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
和
歌
注
釈
で
は
暦
法

の
知
識
を
用
い
て
「
立
春
」
歌
を
解
説
す
る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
き
た

が
、
前
述
の
よ
う
に
、
平
安
中
後
期
に
な
る
と
「
立
春
」
の
詞
書
を
持
つ

歌
で
あ
っ
て
も
、
歌
の
表
現
内
容
は
暦
法
上
の
「
立
春
日
」
を
強
く
意
識

し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。『
古
今
集
』
巻
頭
歌
の
よ
う
な
、
明
確
な
暦

法
知
識
を
持
ち
出
さ
な
い
限
り
、「
立
春
詠
」
と
「
元
日
」
や
そ
の
他
の

初
春
題
材
と
の
間
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
境
界
線
が
あ
る
と
は
言
い
難

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
文
化
に
由
来
す
る
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
が

日
本
に
お
い
て
独
自
の
進
化
を
遂
げ
、
や
が
て
新
し
い
詠
作
の
伝
統
を
生

み
出
し
た
例
と
し
て
、
再
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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⒂
　 

大
井
洋
子
氏
「
散
木
集
の
二
首
を
め
ぐ
っ
て
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
二
五
、

一
九
六
九
）。

⒃
　 
隋
源
遠
「
平
安
朝
に
お
け
る
年
内
立
春
詠
の
展
開
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
一
〇
六
、

二
〇
一
三
）。

［
引
用
本
文
］

『
萬
葉
集
』
は
『
萬
葉
集CD

-RO
M
 

版
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
）、
全
て
の
私
家
集
は

『
新
編
私
家
集
大
成
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
）、
そ
の
他
の
歌
集
（
勅
撰
集
、
私
撰

集
、
歌
合
、
定
数
歌
集
）
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
）、『
礼
記
』

は
『
十
三
経
注
疏
』（
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
九
）
に
拠
っ
た
。
な
お
漢
字
、
仮
名
に
つ

い
て
は
一
部
私
に
改
め
た
。

［
付
記
］

本
稿
は
、
中
古
文
学
会
平
成
二
十
九
年
度
秋
季
大
会
（
於
静
岡
大
学
、
平
成
二
十
九
年
十

月
二
十
九
日
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
、
隋
が
初
稿
を
作
成
し
、
茂
野
が
加
筆
修
正
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
ご
教
示
頂
い
た
諸
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、

本
稿
は
中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
人
文
社
会
科
学
研
究
青
年
項
目
『
平
安
時
代
和
歌
勅
撰

伝
統
研
究
』（18YJC752030

）
の
助
成
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
ず
い
　
げ
ん
え
ん
　
　
華
東
師
範
大
学
講
師 

　 
 

し
げ
の
　
と
も
ひ
ろ
　
筑
波
大
学
特
任
研
究
員
）




