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前
回
に
引
き
続
き
、「
伝
西
行
筆
未
詳
歌
集
切*1

」
に
収
載
さ
れ
る
和
歌
に
つ

い
て
、
一
首
ご
と
の
注
釈
を
試
み
る
。

　

本
稿
で
は
、
夏
～
冬
の
歌
を
収
め
る
一
葉
中
の
六
首
に
評
釈
を
加
え
る
。

取
り
上
げ
た
切
と
そ
の
略
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

春
敬
記
念
書
道
文
庫
蔵
「
未
詳
歌
集
切
」（
略
称
「
春
敬
」）

＝
凡
例
＝

・
翻
刻
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
写
真
版
に
よ
っ
た
。

・
和
歌
の
掲
出
は
切
ご
と
に
ま
と
め
、
各
切
は
で
き
る
限
り
季
節
の
推
移
順

に
配
列
す
る
よ
う
心
が
け
た
。

・
各
歌
に
は
通
し
番
号
を
振
り
、
一
首
の
末
尾
に
は
収
載
す
る
切
を
略
称
に

よ
っ
て
示
し
、
切
内
部
の
歌
順
を
そ
の
下
に
記
し
た
。

・
注
釈
に
は
、〈
釈
文
〉〈
通
釈
〉〈
語
釈
〉〈
補
説
〉
の
各
項
を
立
て
た
。〈
釈

文
〉
は
一
首
の
意
を
取
り
や
す
く
す
る
た
め
に
施
し
た
も
の
で
、
本
文
の

仮
名
遣
い
の
誤
り
を
改
め
、適
宜
漢
字
を
当
て
、濁
点
を
付
し
た
。〈
語
釈
〉

の
項
目
も
こ
の
〈
釈
文
〉
に
従
っ
て
立
て
て
あ
る
。〈
通
釈
〉
に
は
現
代

語
訳
を
、〈
語
釈
〉
に
は
語
句
の
意
味
の
ほ
か
、
表
現
と
し
て
の
特
徴
や
、

詠
歌
史
的
に
見
て
特
記
す
べ
き
こ
と
が
ら
等
を
記
し
た
。〈
補
説
〉
に
は

一
首
全
体
の
作
意
や
構
想
上
の
特
質
な
ど
を
記
し
た
。

・「
伝
西
行
筆
未
詳
歌
集
切
」
所
載
歌
以
外
の
和
歌
本
文
お
よ
び
歌
番
号
は
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
適
宜
私
に
漢
字
を
当
て
て
示
し
た
。
万
葉

集
の
歌
番
号
は
旧
番
号
を
用
い
た
。
用
例
の
検
索
は
す
べ
て
『
新
編
国
歌

大
観
』
に
拠
っ
て
い
る
。

注
釈

14　

＼
山
か
つ
の
か
き
ね
を
て
ら
す
月
み
れ
は
え
た
よ
り
ほ
か
に
さ
け
る
う

の
は
な
（
春
敬
５
）

〈
釈
文
〉 

山
賤
の
垣
根
を
照
ら
す
月
み
れ
ば
枝
よ
り
外
に
咲
け
る
卯
の
花

〈
通
釈
〉 
山
人
の
（
住
む
宿
の
）
垣
根
を
照
ら
し
て
い
る
月
（
の
光
）
を
見

る
と
、（
本
来
咲
く
は
ず
の
）
枝
と
は
別
（
の
と
こ
ろ
）
に
咲
い
て
い
る
卯
花

で
あ
る
こ
と
よ
。

〈
語
釈
〉 

○
山
賤
の
垣
根　
「
山
賤
」
は
山
家
に
起
居
し
、
木
樵
・
炭
焼
き
・

「
伝
西
行
筆
未
詳
歌
集
切
」
私
注
（
下
）

中
　
村
　
　
　
文
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狩
猟
な
ど
を
行
う
者
。
貴
族
と
は
対
蹠
的
な
存
在
で
、
風
雅
を
解
さ
な
い
身

分
卑
し
い
者
。「
垣
根
」
は
そ
の
住
居
の
表
徴
で
、
王
朝
的
優
美
さ
と
は
対

極
的
な
場
。「
あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て
し
か
山
賤
の
垣
ほ
に
咲
け
る
大
和
撫

子
」（
古
今
集
・
恋
四
695
読
人
不
知
）、「
山
賤
の
垣
ほ
に
生
へ
る
青
つ
づ
ら
人

は
く
れ
ど
も
言
づ
て
も
な
し
（
古
今
集
・
恋
四
７4２
寵
）
の
よ
う
に
、「
山
賤
の

垣
ほ
」
の
形
で
早
く
か
ら
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
。
茨
（
好
忠
集
1２1
）・
槿
（
為

忠
家
初
度
百
首
３9３
）・
梅
（
成
仲
集
４
）
等
と
も
取
り
合
わ
さ
れ
る
。
卯
花

と
取
り
合
わ
せ
た
作
は
、「
山
賤
の
垣
根
に
咲
け
る
卯
の
花
は
誰
が
白
妙
の
衣

か
け
し
ぞ
」（
拾
遺
集
・
夏
9３
よ
み
人
し
ら
ず
。
古
今
六
帖
７７
二
句
「
垣
ほ

に
咲
け
る
」）
を
は
じ
め
数
多
く
残
り
、
さ
ら
に
卯
花
と
月
を
共
に
詠
む
作

も
「
卯
の
花
の
さ
け
る
さ
か
り
は
山
賤
の
垣
根
は
な
れ
ぬ
月
か
と
ぞ
見
る
」

（
嘉
言
集
41
）
の
よ
う
に
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
見
え
る
。
○
枝
よ
り
外　

枝
と
関
連
の
な
い
所
で
。「
～
よ
り
ほ
か
」
の
表
現
は
、「
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く

山
里
の
夕
暮
は
風
よ
り
ほ
か
に
訪
ふ
人
も
な
し
」（
古
今
集
・
秋
上
２０5
よ
み

人
し
ら
ず
）
の
よ
う
に
、「
～
以
外
に
（
…
す
る
も
の
が
な
い
）」
の
文
脈
で

用
い
ら
れ
る
例
が
多
い
が
、
あ
る
も
の
と
本
来
は
直
接
に
関
連
が
な
い
こ
と

や
、
基
準
や
範
囲
が
及
ば
な
い
意
で
用
い
た
例
も
、「
身
を
す
て
て
ゆ
き
や
し

に
け
む
思
ふ
よ
り
外
な
る
物
は
心
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
雑
下
9７７
躬
恒
）

の
よ
う
に
、
数
は
少
な
い
も
の
の
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。「
神
無
月
も
み
ぢ

の
山
に
尋
ね
き
て
秋
よ
り
外
の
秋
を
見
る
か
な
」（
清
輔
集
２２4
）、「
あ
は
れ
と

し
思
は
む
人
は
別
れ
じ
を
心
は
身
よ
り
ほ
か
の
も
の
か
は
」（
千
載
集
・
離

別
4８9
読
人
不
知
）、「
染
め
て
お
ろ
す
峰
の
紅
葉
の
く
れ
な
ゐ
を
袖
よ
り
外
の

物
と
や
は
見
る
」（
拾
玉
集
３３８1
）
等
、
平
安
末
期
以
降
は
こ
の
意
で
用
い
た

詠
が
多
く
見
ら
れ
る
。
○
卯
の
花　

ユ
キ
ノ
シ
タ
科
の
落
葉
低
木
ウ
ツ
ギ
。

垣
根
の
花
と
し
て
詠
む
作
は
、「
鶯ウ
グ
ヒ
ス
ノ之　

徃カ
ヨ
フ
カ
キ
ネ
ノ

来
垣
根
乃　

宇ウ

ノ

ハ

ナ

ノ

能
花
之　

猒ウ
キ
コ
ト
ア
レ
ヤ

事
有
哉　

君キ
ミ
ガ
キ
マ
サ
ズ

之
不
来
座
」（
万
葉
集
・
巻
十
19８８
）
を
は
じ
め
数
多
い
。
初

夏
に
白
い
花
を
付
け
、
雪
・
波
・
布
な
ど
白
い
も
の
に
見
立
て
ら
れ
、
月
光

に
見
立
て
た
歌
も
、「
時
わ
か
ず
月
か
雪
か
と
見
る
ま
で
に
垣
の
ま
ま
に
咲
け

る
卯
花
」（
後
撰
集
・
夏
155
読
人
不
知
）
の
よ
う
に
早
く
か
ら
繰
り
返
し
詠

ま
れ
た
。「
月
影
を
色
に
て
咲
け
る
卯
花
は
あ
け
ば
有
明
の
心
地
こ
そ
せ
め
」

（
後
拾
遺
集
・
夏
1７３
読
人
不
知
）、「
む
ら
む
ら
に
咲
け
る
垣
根
の
卯
花
は
木
の

間
の
月
の
心
ち
こ
そ
す
れ
」（
千
載
集
・
夏
1３9
顕
輔
）
の
ご
と
く
、
月
光
の

状
況
や
明
暗
を
微
細
に
描
き
分
け
る
と
い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
む
も

の
の
、
こ
れ
ら
は
実
在
す
る
卯
花
を
実
在
し
な
い
月
光
に
見
立
て
る
点
で
共

通
す
る
。
一
方
で
、
卯
花
と
月
光
が
共
に
実
在
す
る
場
面
を
詠
む
作
も
、「
白

妙
に
咲
け
る
垣
根
の
卯
花
の
色
ま
が
ふ
ま
で
照
ら
す
月
か
な
」（
躬
恒
集
２5７
）、

「
ふ
る
さ
と
の
垣
根
に
咲
け
る
卯
花
を
そ
れ
と
も
見
え
ず
照
ら
す
月
か
な
」

（
忠
盛
集
16２
）
の
よ
う
に
、
少
な
い
な
が
ら
平
安
中
期
か
ら
詠
ま
れ
た
が
、

平
安
末
期
に
は
、「
卯
花
の
影
と
思
ふ
か
ほ
と
と
ぎ
す
月
の
残
れ
る
垣
根
に
ぞ

鳴
く
」（
出
観
集
165
・
月
前
郭
公
）
の
ご
と
く
、
実
在
す
る
月
光
を
実
在
し

な
い
卯
花
に
見
立
て
る
、
従
来
と
は
見
立
て
の
方
向
を
逆
転
さ
せ
た
作
が
出

現
す
る
。

〈
補
説
〉 

卯
花
を
月
に
見
立
て
る
詠
歌
史
は
、〈
語
釈
〉
に
示
し
た
ご
と
く
、

卯
花
と
月
と
が
画
面
中
で
白
い
光
と
し
て
交
錯
・
混
在
す
る
作
を
生
ん
だ
が
、

や
が
て
、
白
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
二
つ
の
景
物
を
、
交
換
可
能
な

対
象
と
し
て
故
意
に
錯
視
し
て
み
せ
る
、「
照
る
月
に
色
は
と
ら
れ
て
卯
花
の

下
枝
を
の
み
ぞ
垣
根
と
は
見
る
」（
頼
政
集
116
）
の
よ
う
な
構
想
の
歌
が
現

れ
る
。「
卯
花
を
月
光
に
見
立
て
る
」と
い
う
伝
統
的
な
趣
向
を
逆
転
さ
せ
て
、

月
光
を
卯
花
に
見
立
て
る
発
想
も
平
安
末
期
に
は
発
生
し
て
い
た
も
の
の
、

当
該
歌
は
む
し
ろ
、
右
掲
の
頼
政
歌
や
、「
夏
の
夜
は
垣
根
続
き
の
卯
花
の
折
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ら
れ
ぬ
枝
や
有
明
の
月
」（
出
観
集
144
）
の
よ
う
な
、
実
在
す
る
月
光
を
実

在
す
る
卯
花
に
取
り
紛
え
る
構
想
の
系
列
に
連
な
っ
て
い
よ
う
。

　

当
該
歌
の
試
み
の
新
し
さ
を
表
現
面
で
支
え
て
い
る
の
が
、「
枝
よ
り
外

の
」
の
措
辞
で
あ
る
。
こ
の
措
辞
は
当
該
歌
以
外
に
は
、
永
万
二
年
1166
の
重

家
家
歌
合
で
俊
恵
が
詠
ん
だ
、「
雪
降
れ
ば
木
々
の
梢
に
咲
き
そ
む
る
枝
よ
り

ほ
か
の
花
も
散
り
け
り
」（
11２
、
雪
十
四
番
右
）
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
俊

恵
歌
で
は
「
枝
よ
り
外
」
の
措
辞
が
、
花
に
見
立
て
ら
れ
る
対
象
（
雪
）
が
、

「
本
来
的
に
そ
の
枝
に
咲
く
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
表
現
す
る
の
に
用
い

ら
れ
る
点
も
、
14
番
歌
と
一
致
す
る
。
当
該
「
伝
西
行
筆
未
詳
家
集
切
」
の

料
紙
の
製
成
が
長
寛
年
間
（
116３
～
1164
）
ま
で
の
数
年
間
と
す
れ
ば*2

、
両
首
は

詠
作
時
期
も
き
わ
め
て
近
接
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
影
響
関
係
が
想
定
さ

れ
る
。
歌
合
で
は
判
者
俊
成
は
俊
恵
歌
に
つ
い
て
、「
木
々
の
梢
に
さ
き
そ
む

る
枝
」
の
詞
続
き
の
指
示
す
る
内
容
に
不
明
確
さ
が
残
る
点
を
指
摘
し
つ
つ

も
、「
枝
よ
り
ほ
か
の
な
ど
い
へ
る
姿
、
い
と
を
か
し
け
れ
ば
」
と
し
て
勝
を

与
え
、さ
ら
に
『
千
載
集
』
に
撰
び
入
れ
た
（
冬
466
）。
俊
成
が
「
枝
よ
り
外
」

の
措
辞
を
、
構
想
の
新
し
さ
と
選
択
さ
れ
た
語
が
相
俟
っ
た
表
現
と
し
て
高

く
評
価
し
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
定
家
に
は
、「
梢
よ
り
ほ
か
な
る

花
の
面
影
に
あ
り
し
つ
ら
さ
の
に
た
る
風
か
な
」（
拾
遺
愚
草
6３８
花
月
百
首
）

と
、
す
で
に
散
っ
て
梢
の
も
の
で
な
く
な
っ
た
花
を
空
枝
に
幻
視
す
る
状
況

を
「
梢
よ
り
外
」
と
表
現
し
た
作
が
存
す
る
。

15　
あ
き　

さ
た
め
な
き
か
せ
に
な
ひ
く
な
を
み
な
へ
し
さ
こ
そ
あ
た
し
の
ゝ

へ
に
お
ふ
と
も
（
春
敬
６
）

〈
釈
文
〉 

秋　

定
め
な
き
風
に
な
び
く
な
女
郎
花
さ
こ
そ
あ
だ
し
の
野
辺
に
生

ふ
と
も

〈
通
釈
〉 

方
向
の
定
ま
ら
な
い
風
に
靡
い
た
り
す
る
な
よ
、
女
郎
花
よ
。
そ

ん
な
風
に
「
一
時
的
で
浮
気
だ
」
と
い
う
名
の
あ
だ
し
野
に
生
え
て
は
い
て

も
。

〈
語
釈
〉 

○
定
め
な
き
風　

吹
く
方
向
が
変
わ
り
や
す
い
風
。
浮
気
が
ち
で

愛
情
が
確
実
で
な
い
男
性
を
暗
示
す
る
。「
吹
く
方
向
が
一
定
し
な
い
風
」

を
秋
の
植
物
と
取
り
合
わ
せ
た
歌
に
、「
こ
た
ふ
と
も
頼
ま
ざ
ら
な
む
花
薄
ふ

く
秋
風
の
定
め
な
け
れ
ば
」（
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
46
）、「
定
め
な
き

風
の
吹
か
ず
は
花
薄
こ
こ
ろ
と
靡
く
方
は
見
て
ま
し
」（
後
拾
遺
集
・
秋
上

３２5
経
衡
）
等
が
あ
る
が
、
花
薄
と
取
り
合
わ
せ
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
（
ほ
か

に
、
堀
河
百
首
6３３
・
続
詞
花
集
２３３
な
ど
）、
女
郎
花
と
の
組
み
合
わ
せ
は
見

出
せ
な
い
。
○
な
び
く
な　
「
な
び
く
」
は
風
に
よ
っ
て
植
物
な
ど
の
先
の

方
が
横
に
伏
す
よ
う
に
な
る
意
に
、
女
性
が
男
性
に
心
寄
せ
て
従
う
意
を
響

か
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
靡
く
」
に
両
意
を
含
ま
せ
、
女
郎
花
と
取
り
合
わ

せ
た
作
は
、「
女
郎
花
秋
の
野
風
に
う
ち
な
び
き
心
一
つ
を
誰
に
寄
す
ら
む
」

（
古
今
集
・
秋
上
２３０
時
平
）
な
ど
数
多
い
。
○
女
郎
花　

オ
ミ
ナ
エ
シ
科
の

多
年
草
。
秋
の
七
草
の
一
つ
。
女
性
に
擬
し
て
恋
情
を
詠
む
こ
と
は
一
般
的

で
、「
あ
だ
な
り
と
い
は
れ
の
野
辺
の
女
郎
花
な
ど
我
に
し
も
靡
か
ざ
る
ら

ん
」（
続
詞
花
集
・
恋
上
54０
為
真
）
の
よ
う
に
、
男
性
に
心
を
移
し
や
す
い

女
性
を
暗
喩
す
る
例
も
多
い
。
○
あ
だ
し
の
野
辺　
「
化あ
だ
し
の野

」
は
山
城
国
の

歌
枕
。現
在
の
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
。一
時
的
で
か
り
そ
め
で
あ
る
意
の「
徒
」

を
掛
け
る
。「
あ
だ
し
野
」と「
女
郎
花
」を
取
り
合
わ
せ
る
例
と
し
て
は
、『
源

氏
物
語
』
の
「
あ
だ
し
野
の
風
に
靡
く
な
女
郎
花
わ
れ
し
め
結
は
ん
道
遠
く

と
も
」（
７69
手
習
・
中
将
）
が
早
く
、
平
安
後
期
以
降
、「
あ
だ
し
野
の
心
も

知
ら
ぬ
秋
風
に
あ
は
れ
片
寄
る
女
郎
花
か
な
」（
堀
河
百
首
619
女
郎
花
・
基
俊
）、
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「
あ
だ
し
野
の
露
吹
き
乱
る
秋
風
に
な
び
き
も
あ
へ
ぬ
女
郎
花
か
な
」（
金
葉

集
・
秋
２３７
公
実
）、「
あ
だ
し
野
と
人
は
い
へ
ど
も
女
郎
花
く
る
秋
ご
と
に
色

も
か
は
ら
ず
」（
久
安
百
首
9３5
清
輔
）、「
咲
き
に
け
り
あ
だ
し
の
野
辺
の
女
郎

花
い
つ
し
か
風
に
折
れ
や
伏
す
ら
ん
」（
実
家
集
111
）
等
の
作
が
残
る
。

〈
補
説
〉 
当
該
歌
は
、
女
郎
花
に
対
し
て
、「
風
に
靡
く
な
」
と
禁
じ
て
い
る
。

こ
の
措
辞
と
詠
み
ぶ
り
は
、「
女
郎
花
」
と
「
あ
だ
し
野
」
を
組
み
合
わ
せ
た

平
安
後
期
の
他
の
作
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
当
該
歌
は
『
源
氏
物
語
』
手
習
の

中
将
歌
を
典
拠
と
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。『
源
氏
物
語
』

７69
番
歌
は
、
横
川
僧
都
の
妹
尼
に
引
き
取
ら
れ
て
小
野
で
暮
ら
す
浮
舟
を
、

妹
尼
の
亡
き
娘
の
婿
で
あ
っ
た
中
将
が
見
そ
め
て
送
っ
た
歌
で
あ
る
。
他
の

浮
気
で
不
実
な
男
に
な
ど
心
を
寄
せ
る
な
、
私
こ
そ
が
あ
な
た
を
定
ま
っ
た

相
手
と
し
よ
う
と
い
う
内
容
で
、
自
ら
の
愛
情
の
永
続
性
を
述
べ
て
求
愛
し

た
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
に
用
い
ら
れ
る
語
や
措
辞
は
、「
女
郎
花
」
や
「
秋

野
」
の
詠
歌
史
に
お
い
て
常
套
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
ば
か
り
だ
が
、

「
風
に
靡
く
な
」
の
措
辞
を
通
し
て
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
お
け
る
浮
舟

の
境
遇
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
当
該
歌
中
の
「
女
郎
花
」
は
移
り
気

で
多
情
な
女
性
と
い
う
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
脱
し
、
男
性
の
気
紛
れ
な
愛

情
に
翻
弄
さ
れ
る
心
細
い
境
遇
の
女
性
像
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
当
該
歌
の
「
あ
だ
し
の
野
辺
」
に
掛
け
ら
れ
た
「
徒
」
の
語
に
は
、

「
脆
く
は
か
な
い
」
意
も
響
か
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
、
ま
た
若
い
女
性
の

な
ま
め
か
し
い
美
し
さ
を
示
す
「
婀あ

だ娜
」
の
意
も
幽
か
に
意
識
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

16　
書
集
了

＼
な
に
と
な
く
そ
て
に
な
み
た
そ
こ
ほ
れ
ぬ
る
か
り
な
き
わ
た
る

あ
き
の
ゆ
ふ
く
れ
（
春
敬
７
）

〈
釈
文
〉 

書
集
了

＼
何
と
な
く
袖
に
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
ぬ
る
雁
鳴
き
渡
る
秋
の
夕
暮

〈
通
釈
〉 

何
と
い
う
こ
と
も
な
く
、（
私
の
）
袖
に
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
た
こ
と

だ
よ
。
雁
が
鳴
き
な
が
ら
（
空
を
）
飛
び
渡
る
秋
の
夕
暮
は
。

〈
語
釈
〉 

○
書
集
了　
「
集
に
書
き
を
は
ん
ぬ
」
と
読
む
か
。
何
を
示
し
て
い

る
か
は
不
詳
。
○
何
と
な
く　

行
動
や
感
情
に
こ
れ
と
い
っ
た
明
確
な
理
由

が
な
い
こ
と
を
示
す
。
勅
撰
集
の
初
出
は
金
葉
集
（
冬
２99
有
仁
）
だ
が
、
詞

花
集
に
は
用
例
が
な
い
。
散
木
奇
歌
集
に
は
四
例
見
え
、
そ
の
う
ち
の
一
首

「
何
と
な
く
物
ぞ
悲
し
き
菅
原
や
伏
見
の
里
の
秋
の
夕
暮
」
を
入
集
さ
せ
た

千
載
集
（
秋
上
２6０
）
に
は
、
全
四
例
が
見
え
る
。
平
安
末
期
に
は
、
西
行
・

覚
性
・
清
輔
ら
の
家
集
に
例
が
あ
り
、
こ
の
頃
流
行
し
た
表
現
と
知
ら
れ
る
。

「
何
と
な
く
」
の
措
辞
を
「
涙
が
こ
ぼ
れ
る
」
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
用
い
た

作
も
、
平
安
末
期
か
ら
見
ら
れ
る
。
早
い
例
と
し
て
、
寂
然
が
詠
ん
だ
「
何

と
な
く
涙
の
玉
や
こ
ぼ
れ
け
ん
峰
の
こ
の
身
を
拾
ふ
袂
に
」（
続
詞
花
集
・

釈
教
45０
）
や
、
西
行
と
の
十
首
贈
答
中
の
「
何
と
な
く
露
ぞ
こ
ぼ
る
る
秋
の

田
に
ひ
た
引
き
な
ら
す
大
原
の
里
」（
山
家
集
1２11
）、
ま
た
、「
何
と
な
く
涙
ぞ

落
つ
る
昔
に
も
か
は
ら
ぬ
宿
の
け
し
き
な
れ
ど
も
」（
重
家
集
２91
）
や
、「
何

と
な
く
落
つ
る
涙
に
ま
か
す
れ
ば
そ
こ
と
も
見
え
ぬ
筆
の
跡
か
な
」（
長
秋

詠
藻
３３３
）
等
が
あ
る
（
右
四
例
中
、
続
詞
花
集
歌
を
除
く
三
首
は
実
践
詠
）。

俊
成
が
御
室
五
十
首
で
詠
ん
だ
「
何
と
な
く
涙
ぞ
落
つ
る
村
雨
の
夕
べ
の
雲

に
鳴
く
郭
公
」（
２6７
）
は
、
落
涙
を
鳥
の
鳴
き
声
と
結
び
つ
け
る
構
想
も
当

該
歌
と
共
通
し
て
い
る
。
な
お
、「
何
と
な
く
」
の
詠
歌
史
に
つ
い
て
は
、
赤

羽
淑
『
定
家
の
歌
一
首
』
第
一
章
（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
）
参
照
。
○
雁

鳴
き
渡
る
「
離イ
ヘ
ザ
カ
リ家　

旅タ
ビ
ニ
シ
ア
レ
バ

西
在
者　

秋ア
キ
カ
ゼ
ノ風　

寒サ
ム
キ
ユ
フ
ベ
ニ

暮
丹　

鴈カ
リ
ナ
キ
ワ
タ
ル

喧
渡
」（
万
葉
集
・

巻
七
1161
）
等
、
万
葉
集
に
見
え
る
措
辞
だ
が
、
平
安
期
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
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と
が
少
な
く
、
平
安
後
期
以
降
に
再
発
見
さ
れ
た
ら
し
く
、「
思
ひ
や
れ
雁
な

き
渡
る
秋
の
夜
の
旅
の
寝
覚
の
心
細
さ
を
」（
大
治
元
年
摂
政
左
大
臣
家
歌

合
３
師
俊
）、「
見
渡
せ
ば
稲
葉
そ
よ
め
く
夕
暮
の
ほ
の
め
く
月
に
雁
鳴
き
渡

る
」（
林
下
集
1０７
）
等
の
作
が
残
る
。
た
だ
し
、
当
該
歌
の
こ
の
措
辞
は
、

む
し
ろ
、「
鳴
き
渡
る
雁
の
涙
や
落
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
宿
の
萩
の
上
の
露
」（
古

今
集
・
秋
上
２２1
読
人
不
知
）
が
発
想
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
補
説
〉 

雁
の
鳴
き
声
が
聞
く
人
の
憂
愁
を
一
層
深
く
す
る
こ
と
を
詠
ん
だ

作
は
、「
う
き
事
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
雁
が
ね
の
鳴
き
こ
そ
渡
れ
秋
の
夜
な
夜

な
」（
古
今
集
・
秋
上
２1３
躬
恒
）
を
は
じ
め
多
い
。
当
該
歌
も
一
見
す
る
と
、

こ
の
発
想
に
基
づ
き
、
当
時
流
行
の
表
現
で
あ
っ
た
「
何
と
な
く
」
を
取
り

合
わ
せ
て
仕
立
て
た
作
と
見
え
る
。
し
か
し
、
説
明
的
で
平
板
な
歌
に
陥
る

危
険
を
冒
し
て
ま
で
も
、敢
え
て「
雁
鳴
き
渡
る
」の
措
辞
に
詠
作
主
の「
涙
」

を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
当
該
歌
は
享
受
者
に
古
今
集
２２1
番
歌
を

想
起
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
16

番
歌
は
、
雁
が
鳴
き
な
が
ら
空
を
渡
る
秋
の
夕
暮
の
総
体
的
な
情
趣
と
、
こ

れ
に
そ
ぞ
ろ
哀
れ
を
催
し
た
詠
作
主
の
情
感
を
描
く
の
に
重
ね
て
、
詠
作
主

の
袖
に
落
ち
た
涙
が
実
は
古
今
集
に
詠
ま
れ
た
の
と
同
様
に
、
雁
の
涙
で

あ
っ
た
と
読
み
と
ら
せ
る
仕
掛
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
当
該
歌

は
、「
雁
」
の
本
意
に
即
し
て
秋
暮
の
憂
愁
を
叙
し
つ
つ
、「
私
の
袖
の
涙
も
雁

の
落
と
し
た
涙
だ
っ
た
の
だ
、
萩
の
上
の
露
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
」
と

気
づ
く
、
詠
作
主
の
心
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
た
も
う
一
つ
の
文
脈
を
重
ね

て
、
重
層
的
で
奥
行
き
の
あ
る
情
感
を
叙
す
こ
と
を
目
指
し
た
試
み
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

古
今
集
２２1
番
歌
は
、『
新
撰
和
歌
集
』（
８８
）
に
撰
入
さ
れ
、『
新
撰
朗
詠
集
』

に
も
採
ら
れ
て
（
露
３２1
）、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
雁
の

涙
を
露
に
見
立
て
る
発
想
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
作
は
、
多
く
は
見
出
せ
な

い
。
忠
通
が
自
家
の
歌
合
（
大
治
元
年
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
）
で
詠
み
、
判

者
俊
頼
に
よ
り
「
す
ゑ
優
な
り
」
と
し
て
勝
を
与
え
ら
れ
た
、「
鳴
く
雁
の
涙

や
そ
ら
に
こ
ぼ
る
ら
ん
露
け
き
旅
の
草
枕
か
な
」（
６
、
の
ち
万
代
集
）
は
、

そ
の
数
少
な
い
例
で
、
以
後
の
例
は
、「
鳴
き
渡
る
雁
や
涙
を
添
へ
つ
ら
ん
草

の
枕
の
い
と
ど
露
け
き
」（
為
忠
家
初
度
３49
羇
旅
雁
）、「
聞
く
人
ぞ
涙
は
落
つ

る
帰
る
雁
な
き
て
行
く
な
る
明
ぼ
の
の
空
」（
長
秋
詠
藻
２０6
、月
詣
集
149
）、「
帰

る
雁
声
に
涙
や
た
ぐ
ふ
ら
ん
な
が
む
る
袖
に
露
の
お
ち
そ
ふ
」（
五
社
百
首

11３
）
等
、
俊
成
だ
け
に
集
中
し
て
用
例
が
見
出
せ
る
。
為
忠
家
初
度
百
首
３49

歌
を
、
同
じ
折
の
忠
成
歌
「
草
枕
か
り
が
ね
の
音
に
夢
さ
め
て
露
け
さ
ま
さ

る
旅
衣
も
か
な
」（
３4８
）
と
較
べ
る
と
、
素
材
や
用
語
、
描
か
れ
る
心
情
は

類
似
し
て
い
る
も
の
の
、
俊
成
歌
に
は
「
雁
の
涙
が
自
分
の
涙
に
な
る
」
と

い
う
構
想
を
詠
み
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、

「
雁
の
声
を
聞
い
て
涙
す
る
」
事
態
の
表
現
方
法
と
し
て
、
和
歌
の
伝
統
が

保
持
し
て
き
た
二
つ
の
回
路
─
「
雁
が
人
に
憂
愁
の
情
を
起
こ
さ
せ
る
」
と

い
う
詠
み
方
と
、「
な
き
渡
る
雁
が
地
上
に
涙
を
落
と
す
」
と
い
う
詠
み
方
─

を
、
認
識
分
別
し
た
上
で
、
そ
の
双
方
を
生
か
し
な
が
ら
一
首
を
仕
立
て
よ

う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
き
わ
め
て
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
方
法
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
以
上
の
点
と
併
せ
て
、
当
該
16
番
歌
が
、
俊
成
が
千
載
集
に

撰
入
し
た
俊
頼
歌
と
、「
何
と
な
く
」
で
始
ま
り
、「
秋
の
夕
暮
」
で
終
わ
る
一

首
の
枠
組
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

1７　

＼
あ
き
ふ
か
み
あ
さ
ち
か
す
へ
に
お
く
し
も
の
か
れ
〳
〵
に
な
る
む
し

の
こ
ゑ
か
な
（
春
敬
８
）
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〈
釈
文
〉 

秋
深
み
浅
茅
が
末
に
置
く
霜
の
か
れ
�
〵
に
な
る
虫
の
声
か
な

〈
通
釈
〉 

秋
が
深
く
な
っ
た
の
で
、浅
茅
の
葉
先
に
霜
が
置
く
が
、そ
の
霜（
で

浅
茅
が
枯
れ
枯
れ
に
な
る
）
よ
う
に
、（
か
そ
け
く
頼
り
な
く
）
絶
え
絶
え
に

な
っ
て
い
く
、
虫
の
声
で
あ
る
よ
。

〈
語
釈
〉 
○
秋
深
み　
「
み
」
は
原
因
・
理
由
を
示
す
接
尾
語
。
三
句
と
四
句

に
懸
か
る
。
○
浅
茅
が
末　
「
浅
茅
」
は
丈
の
低
い
チ
ガ
ヤ
。
人
の
訪
れ
も

な
い
打
ち
捨
て
ら
れ
た
場
所
や
荒
廃
し
た
邸
宅
に
生
え
る
植
物
と
し
て
詠
ま

れ
る
。「
末
」
は
そ
の
細
い
葉
先
。「
も
の
を
の
み
思
ひ
し
ほ
ど
に
は
か
な
く

て
浅
茅
が
末
に
世
は
な
り
に
け
り
」（
後
拾
遺
集
・
雑
三
1００７
和
泉
式
部
）、「
心

ざ
し
浅
茅
が
末
に
お
く
露
の
た
ま
さ
か
に
訪
ふ
人
は
頼
ま
じ
」（
金
葉
集
・

恋
上
4０８
忠
通
）
が
早
い
例
で
、
以
後
も
、「
風
そ
よ
ぐ
浅
茅
が
末
の
露
よ
り
も

あ
だ
な
る
物
は
う
き
世
な
り
け
り
」（
久
安
百
首
７91
実
清
）、「
風
わ
た
る
浅
茅

が
す
ゑ
の
露
に
だ
に
宿
り
も
は
て
ぬ
宵
の
稲
妻
」（
新
古
今
・
秋
上
３７７
有
家
）

の
よ
う
に
、
そ
の
葉
末
に
置
い
た
露
と
併
せ
て
、
は
か
な
さ
や
頼
り
な
さ
の

表
象
と
し
て
詠
ま
れ
た
。
新
古
今
時
代
前
夜
の
建
久
年
間
辺
り
か
ら
用
例
が

増
大
す
る
。「
霜
」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
平
安
期
に
お
い
て
は
、「
冬
が
れ

の
浅
茅
が
末
に
置
く
霜
の
消
ゆ
る
し
づ
く
は
た
る
ひ
な
り
け
り
」（
広
言
集

61
）
等
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
○
置
く
霜
の　
「
の
」
を
主
格
と
見
る
と
、

四
句
に
続
く
文
脈
は
「
霜
が
枯
れ
る
」
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
が
、
こ

れ
で
は
意
不
通
で
あ
る
。
二
三
句
は
初
句
を
受
け
て
、
晩
秋
の
光
景
を
叙
す

る
主
文
脈
を
形
成
し
な
が
ら
も
、
四
五
句
を
引
き
出
し
、
こ
こ
で
描
き
出
さ

れ
る
「
次
第
に
弱
ま
っ
て
い
く
虫
の
音
」
が
、
い
か
に
か
細
く
頼
り
な
げ
で

あ
る
か
を
伝
え
る
、
序
詞
的
役
割
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
解
し
た
い
。
○
か

れ
�
�
に
な
る　
「
か
れ
が
れ
」
は
、「
山
賤
の
垣
ほ
わ
た
り
を
い
か
に
ぞ
と

し
も
か
れ
が
れ
に
と
ふ
人
も
な
し
」（
拾
遺
集
・
雑
秋
114３
義
懐
女
）、「
思
ふ
ど

ち
あ
る
だ
に
秋
は
わ
び
し
き
を
草
の
か
れ
が
れ
な
る
ぞ
悲
し
き
」（
古
今
六

帖
３56７
）
の
よ
う
に
、「
離
れ
離
れ
に
な
る
（
間
柄
が
疎
遠
に
な
る
）」
意
を
、

植
物
が
枯
れ
衰
え
る
様
に
寄
せ
て
詠
む
の
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
当
該
歌

で
は
、虫
の
声
が
か
れ
る
（
絶
え
絶
え
に
聞
こ
え
る
）」
意
で
用
い
る
が
、「
か

れ
が
れ
」
の
語
を
用
い
た
詠
歌
史
の
伝
統
に
従
っ
て
、「
浅
茅
」
と
「
枯
れ
」

は
緩
や
か
に
響
き
合
い
、
か
細
い
チ
ガ
ヤ
の
葉
先
が
霜
枯
れ
て
い
く
風
景
が

喚
起
さ
れ
る
。
虫
の
音
が
次
第
に
弱
ま
る
現
象
を
動
詞
「
か
る
」
を
用
い
て

詠
む
作
は
平
安
期
に
は
少
な
く
、
わ
ず
か
に
「
風
寒
み
幾
夜
も
へ
ぬ
に
虫
の

音
の
霜
よ
り
先
に
か
れ
に
け
る
か
な
」（
玉
葉
集
・
秋
下
８０9
具
平
親
王
）
が

残
る
が
、
こ
の
歌
は
平
安
期
の
歌
集
に
見
出
せ
ず
、
当
時
ど
の
程
度
知
ら
れ

て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
平
安
末
～
鎌
倉
初
期
の
例
と
し
て
は
、「
浅
茅

は
ら
色
づ
く
ま
ま
に
虫
の
音
も
か
れ
が
れ
に
こ
そ
成
り
ま
さ
る
な
れ
」（
寂

蓮
集
３８
）
が
あ
る
。
な
お
、「
か
れ
が
れ
に
な
る
」
の
措
辞
を
用
い
た
詠
も
少

な
く
、
平
安
期
の
例
と
し
て
は
、「
朝
夕
に
わ
が
な
で
し
こ
の
花
の
色
を
か
れ

が
れ
に
な
る
袖
ぞ
つ
ゆ
け
き
」（
定
頼
集
1７８
）、「
よ
も
よ
も
と
た
の
め
し
君
が

こ
と
の
は
は
あ
き
た
ち
ぬ
れ
ば
か
れ
が
れ
に
な
る
」（
散
木
奇
歌
集
1０７4
）
等

が
残
る
の
み
で
あ
る
。

〈
補
説
〉 

霜
に
よ
っ
て
枯
れ
ゆ
く
草
と
、
そ
こ
で
鳴
く
虫
の
音
を
取
り
合
わ

せ
た
作
品
に
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
入
る
、「
霜
草
欲
枯
虫
思
苦
（
さ
う
さ
う
か

れ
な
ん
と
し
て
む
し
の
お
も
ひ
ね
む
ご
ろ
な
り　

霜
の
た
め
に
枯
れ
か
け
て

い
る
草
む
ら
か
ら
、
虫
の
声
が
痛
ま
し
く
聞
こ
え
て
く
る*3

）」（
秋
・
虫
３２８
白

居
易
）
が
あ
る
。
こ
の
摘
句
を
題
と
す
る
、「
お
く
霜
に
草
の
か
れ
ゆ
く
時
よ

り
ぞ
虫
の
鳴
く
音
も
高
く
聞
こ
ゆ
る
」（
千
里
集
３9
）
で
は
、
枯
れ
行
く
叢

の
虫
は
い
っ
そ
う
声
高
く
鳴
い
て
い
る
が
、
当
該
歌
は
白
氏
句
の
詩
境
に
学

び
な
が
ら
、
霜
に
よ
っ
て
衰
微
へ
と
変
化
す
る
草
と
虫
の
音
と
を
、「
か
れ
が
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れ
」
の
語
の
伝
統
と
序
詞
の
機
能
と
を
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
結
び
つ
け
、

一
つ
の
画
面
中
に
描
き
出
し
て
、
晩
秋
の
わ
び
し
い
情
感
を
伝
え
よ
う
と
試

み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
古
今
時
代
に
入
る
と
、
当
該
歌
と
同
様
の

内
容
や
指
向
性
を
持
つ
作
が
、「
虫
の
音
の
か
れ
が
れ
に
な
る
草
の
上
に
秋
か

け
て
お
く
庭
の
初
霜
」（
千
五
百
番
歌
合
16０5
惟
明
親
王
）、「
露
さ
ゆ
る
秋
の
末

葉
の
浅
茅
原
む
し
の
音
よ
り
ぞ
か
れ
は
じ
め
け
る
」（
同
1616
具
親
）、「
虫
の
音

も
秋
の
末
葉
に
か
れ
は
て
て
霜
に
さ
え
行
く
庭
の
か
や
原
」（
老
若
五
十
首

歌
合
２８1
忠
良
）
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、

「
聞
け
ば
は
や
う
ら
枯
れ
に
け
り
浅
茅
原
虫
の
音
ま
で
も
霜
や
置
く
ら
ん
」

（
新
拾
遺
集
・
秋
下
4８０
為
世
）、「
秋
深
き
浅
茅
が
庭
の
霜
の
上
に
か
れ
て
も
虫

の
声
ぞ
残
れ
る
」（
同
4８1
）
の
作
が
現
れ
る
。

1８　

か
へへ
り
ゐ
む
ふ
ゆ
の
た
め
と
や
み
む
ろ
山
も
み
ち
を
し
き
て
あ
き
の
ゆ

く
ら
ん
（
春
敬
９
）

〈
釈
文
〉 

か
へ
り
ゐ
む
冬
の
た
め
と
や
三
室
山
も
み
ぢ
を
敷
き
て
秋
の
ゆ
く

ら
ん

〈
通
釈
〉 （
神
が
）
帰
っ
て
来
る
だ
ろ
う
冬
の
た
め
だ
と
言
う
の
で
、
三
室
山

は
、
紅
葉
を
（
筵
道
の
よ
う
に
）
敷
い
て
、
秋
が
去
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。

〈
語
釈
〉 

○
か
へ
り
ゐ
む　

他
に
例
が
見
出
せ
な
い
措
辞
。「
か
へ
り
ゐ（
る
）」

も
用
例
が
少
な
く
、「
所ヨ
シ
モ
ナ
キ

由
無　

佐サ

ダ

ノ

ヲ

カ

ヘ

ニ

太
乃
岡
辺
尓　

反カ
ヘ
リ
ヰ
バ

居
者　

嶋シ
マ
ノ
ミ
ハ
シ
ニ

御
橋
尓　

誰タ
レ
カ
ス
マ
ハ
ム

加
住
舞
無
」（
万
葉
集
・
巻
二
1８７
人
麻
呂
）
等
、数
例
が
見
え
る
の
み
。「
ま

た
戻
り
こ
こ
に
坐
す
だ
ろ
う
」
の
意
。「
む
」
は
ま
だ
現
実
に
な
っ
て
い
な

い
事
態
に
関
す
る
予
想
を
示
す
。「
冬
が
帰
る
」と
詠
ん
だ
作
は
少
な
く
、「
暮

れ
て
行
く
冬
は
北
に
や
帰
る
ら
ん
な
ほ
越
路
に
は
雪
つ
も
る
な
り
」（
長
秋

詠
藻
5７２
右
大
臣
家
百
首
）
が
あ
る
も
の
の
、
俊
成
歌
は
「
冬
の
本
来
の
場
所

で
あ
る
北
方
に
戻
っ
て
行
く
」
意
で
「
帰
る
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
○
冬

の
た
め
と
や　

他
に
例
の
な
い
措
辞
。「
～
の
た
め
と
や
」
の
表
現
は
、「
五

月
雨
に
ふ
り
い
で
て
な
け
と
思
へ
ど
も
明
日
の
た
め
と
や
ね
を
残
す
ら
ん
」

（
応
和
二
年
96２
内
裏
歌
合
11
佐
理
）
等
が
早
い
例
と
し
て
残
る
が
、
平
安
期

を
通
じ
て
多
く
は
用
い
ら
れ
ず
、勅
撰
集
で
は
新
古
今
集
が
初
出
で
あ
る（
賀

７54「
神
世
よ
り
今
日
の
た
め
と
や
八
束
穂
に
長
田
の
稲
の
し
な
ひ
そ
め
け
む
」

兼
光
、
他
全
二
首
）。
あ
る
季
節
の
た
め
に
何
か
を
取
り
置
い
て
お
く
と
い

う
発
想
の
作
に
、「
光
を
ば
秋
の
た
め
と
や
収
め
け
む
取
り
出
で
た
り
と
見
ゆ

る
月
影
」（
頼
政
集
２０３
、
右
大
臣
家
歌
合
）
が
あ
る
。
○
三
室
山　

大
和
国

の
歌
枕
。
現
在
の
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
。
元
来
、「
神
の
ま
し
ま
す
御
室
」

の
意
だ
が
、「
竜
田
河
紅
葉
ば
流
る
神
奈
備
の
御
室
の
山
に
時
雨
降
る
ら
し
」

（
古
今
集
・
秋
下
２８4
）
を
は
じ
め
、「
紅
葉
」
の
名
所
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と

が
多
い
。
○
も
み
ぢ
を
敷
き
て　

山
一
面
に
紅
葉
す
る
光
景
を
示
す
。
当
該

歌
で
は
そ
れ
を
秋
の
仕
業
と
見
立
て
る
。「
紅
葉
を
敷
き
て
」
の
形
で
は
他

に
用
例
が
な
い
が
、
早
く
か
ら
「
錦
」
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た

「
紅
葉
」
は
、
例
え
ば
「
紅
葉
ば
の
ふ
り
し
く
秋
の
山
辺
こ
そ
た
ち
て
く
や

し
き
錦
な
り
け
れ
」（
後
撰
集
・
秋
下
41２
読
人
不
知
）
の
よ
う
に
、「
錦
」
の

縁
語
「
し
く
」
と
し
ば
し
ば
取
り
合
わ
さ
れ
て
詠
ま
れ
た
。
紅
葉
を
主
題
と

し
て
「
錦
を
敷
く
」
と
表
現
し
た
作
は
、「
朝
ご
と
に
散
る
紅
葉
ば
を
払
は
ね

ば
錦
を
し
け
る
庭
と
こ
そ
な
れ
」（
教
長
集
1３5
）、「
紅
葉
ば
の
ち
る
木
の
も
と

に
宿
か
り
て
旅
寝
の
床
は
錦
を
ぞ
し
く
」（
永
久
百
首
３64
落
葉
・
大
進
）
の

よ
う
に
見
え
、
お
そ
ら
く
、
こ
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
「
紅
葉
を
敷
く
」

と
い
う
表
現
も
、「
大
井
川
堰
せ
き
の
音
の
な
か
り
せ
ば
紅
葉
を
し
け
る
渡
り

と
や
見
ん
」（
金
葉
集
・
秋
２4８
顕
季
）、「
色
色
に
し
け
る
紅
葉
の
乱
る
れ
ば
渡
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ら
ま
ほ
し
き
谷
の
か
け
は
し
」（
為
忠
家
初
度
456
橋
上
落
葉
・
盛
忠
）
等
の

作
が
残
る
。
○
秋
の
ゆ
く
ら
ん　

秋
の
季
節
が
終
わ
る
こ
と
を
、
立
ち
去
る

姿
と
し
て
擬
人
的
に
表
現
す
る
。「
ら
ん
」
は
原
因
推
量
。
三
室
山
が
紅
葉

で
埋
ま
る
様
子
を
、
秋
が
冬
の
た
め
に
紅
葉
を
敷
い
た
ゆ
え
か
と
推
量
す
る
。

過
ぎ
去
る
秋
を
「
ゆ
く
」
と
表
現
し
た
作
に
、「
紅
葉
ば
の
流
る
る
時
は
竜
田

川
み
な
と
よ
り
こ
そ
秋
は
ゆ
く
ら
め
」（
古
今
六
帖
4０61
、
貫
之
集
２３８
）、「
草
の

葉
に
は
か
な
く
消
ゆ
る
露
を
し
も
か
た
み
に
お
き
て
秋
の
ゆ
く
ら
ん
」（
金

葉
集
・
秋
２55
師
俊
、
散
木
奇
歌
集
566
）
等
が
あ
る
。

〈
補
説
〉 

初
句
「
か
へ
り
ゐ
む
」
の
主
語
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
二
句
と
の
繋

が
り
か
ら
は
「
冬
」
と
解
さ
れ
る
が
、
三
室
山
が
本
来
的
に
は
「
神
の
宿
る

山
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
し
て
、「
神
」
を
主
語
と
見
る
な
ら
ば
、
初
二
句

の
意
を
「
神
が
三
室
山
に
還
御
し
坐
す
る
冬
の
た
め
に
」
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
立
つ
と
、
四
句
「
紅
葉
を
敷
き
て
」
の
表

現
も「
筵
道
」に
見
立
て
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
く
る
。「
筵
道
」

は
、
内
裏
の
儀
式
に
お
い
て
、
神
祇
の
遷
座
や
天
皇
の
渡
御
、
貴
人
の
通
行

な
ど
に
際
し
て
進
行
の
道
筋
を
示
す
の
に
用
い
た
も
の
で
、
菅
・
蒲
・
藺
を

編
ん
だ
筵
の
上
に
白
布
を
敷
き
、
さ
ら
に
両
面
錦
（
り
ょ
う
め
ん
き
ん
）
や

薔
薇
錦
（
し
ょ
う
び
き
ん
）
を
置
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
千
載
集
に
入
る
「
庭

の
面
に
散
り
て
積
も
れ
る
紅
葉
ば
は
九
重
に
し
く
錦
な
り
け
り
」（
秋
下
３69

公
重
）
も
、
散
り
積
も
る
紅
葉
を
筵
道
に
見
立
て
た
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
紅
葉
」
を
「
錦
」
に
見
立
て
る
常
套
的
な
発
想
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
そ

の
「
錦
」
を
、
従
来
使
わ
れ
て
き
た
「
衣
」
等
と
は
異
な
る
用
途
で
位
置
づ

け
た
も
の
で
、
珍
し
さ
を
狙
っ
た
作
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
秋
の
終
わ
り
と

紅
葉
を
取
り
合
わ
せ
る
場
合
、「
紅
葉
ば
に
道
は
う
も
れ
て
あ
と
も
な
し
い
づ

れ
よ
り
か
は
秋
は
ゆ
く
ら
ん
」（
古
今
六
帖
２０6
）
の
よ
う
に
、
紅
葉
は
散
り

落
ち
た
状
態
を
詠
む
の
が
通
例
で
あ
る
が
、「
三
室
山
に
紅
葉
を
敷
く
」
と
す

る
当
該
歌
で
は
、
落
葉
と
し
た
場
合
、
映
像
が
描
き
に
く
い
の
で
、
一
山
全

体
に
紅
葉
す
る
様
子
を
叙
し
た
表
現
と
解
し
て
み
た
。

19　
ふ
ゆ

＼
あ
は
れ
に
も
く
れ
に
し
あ
き
を
こ
ひ
か
ほ
に
い
つ
し
か
そ
ゝ
く
は

つ
し
く
れ
か
な
（
春
敬
1０
）

〈
釈
文
〉 

ふ
ゆ

＼
あ
は
れ
に
も
暮
れ
に
し
秋
を
恋
ひ
顔
に
い
つ
し
か
そ
ゝ
く
初

時
雨
か
な

〈
通
釈
〉 

何
と
ま
あ
心
打
た
れ
る
こ
と
に
、
暮
れ
て
（
行
っ
て
）
し
ま
っ
た

秋
を
恋
し
く
思
う
様
子
で
、
早
く
も
（
涙
の
ご
と
く
に
）
降
り
か
か
っ
て
い

る
初
時
雨
で
あ
る
よ
。

〈
語
釈
〉 

○
あ
は
れ
に
も　

 

詠
作
主
が
景
物
の
様
態
を
殊
勝
だ
と
捉
え
た
、

そ
の
感
懐
を
示
す
。
心
打
た
れ
る
こ
と
に
は
の
意
。
こ
こ
で
は
、去
っ
て
行
っ

た
秋
を
、
時
雨
が
恨
み
も
せ
ず
恋
し
く
思
い
続
け
て
い
る
様
子
で
あ
る
こ
と

に
対
し
て
言
っ
て
い
る
。「
あ
は
れ
に
も
」
を
用
い
た
作
は
、「
あ
は
れ
に
も

絶
え
ず
音
す
る
時
雨
か
な
訪
ふ
べ
き
人
も
と
は
ぬ
す
み
か
に
」（
後
拾
遺
集
・

冬
３８０
兼
房
）、「
哀
に
も
春
を
わ
す
れ
ず
に
ほ
ふ
か
な
あ
だ
な
る
花
の
心
と
お

も
ふ
に
」（
続
詞
花
集
・
春
下
56
賢
智
法
師
）、「
あ
は
れ
に
も
み
さ
を
に
も
ゆ

る
蛍
か
な
声
た
て
つ
べ
き
こ
の
世
と
思
ふ
に
」（
千
載
集
・
夏
２０２
俊
頼
）
等
、

用
例
は
数
多
い
。
後
拾
遺
集
・
兼
房
歌
は
『
古
来
風
躰
抄
』
に
採
ら
れ
た
歌

で
、「
時
雨
」
と
の
取
り
合
わ
せ
も
当
該
歌
と
共
通
し
注
意
さ
れ
る
。
○
暮
れ

に
し
秋　

他
に
三
例
し
か
見
出
せ
な
い
措
辞
。
平
安
期
の
用
例
は
、「
手
向
山

嵐
に
ま
が
ふ
紅
葉
ば
や
暮
れ
に
し
秋
の
形
見
な
る
ら
む
」（
摂
津
集
２８
）
の
み
。

鎌
倉
期
に
は
、
為
家
（
為
家
千
首
5０6
「
散
り
残
る
峰
の
紅
葉
の
一
む
ら
は
暮
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れ
に
し
秋
の
色
し
の
べ
と
や
」）
と
、
宗
尊
親
王
（
瓊
玉
集
２８9
「
菊
の
さ
く

籬
や
山
と
み
え
つ
ら
ん
暮
れ
に
し
秋
の
色
の
や
ど
れ
る
」）
に
例
が
あ
る
。

「
秋
」
と
「
暮
れ
に
き
（
し
）」
を
組
み
合
わ
せ
た
表
現
も
見
出
せ
な
い
。
○

恋
ひ
顔　

去
っ
て
し
ま
っ
た
秋
を
い
か
に
も
恋
し
が
る
か
の
よ
う
に
の
意
。

「
恋
ひ
顔
」
は
他
に
は
見
出
せ
な
い
が
、「
～
顔
」
は
、
意
図
や
心
境
を
う
か

が
わ
せ
る
外
面
的
な
様
子
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、「
秋
風
は
す
ご
く
吹
く
と

も
葛
の
葉
の
う
ら
み
顔
に
は
見
え
じ
と
ぞ
思
ふ
」（
和
泉
式
部
集
３65
、
新
古

今
集
1８２1
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
。
当
該
歌
と
同
様
に
、
景
物
の
様
態
を
擬

人
的
に
表
現
す
る
の
に
用
い
た
例
も
、「
尋
ね
来
る
人
待
ち
顔
に
片
岡
の
遠
み

に
立
て
る
花
桜
か
な
」（
為
忠
家
初
度
７２
岡
辺
桜
・
頼
政
）
の
ご
と
く
、
少

な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。『
無
名
抄
』
に
は
、
右
大
臣
家
百
首
に
お
い
て
源

仲
綱
が
「
な
ら
は
し
顔
」
の
語
を
用
い
た
の
に
対
し
、
藤
原
重
家
が
「
む
げ

に
う
た
て
き
こ
と
」
と
非
難
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
王
朝
的
な
優
雅
さ
か

ら
は
逸
脱
し
た
、
や
や
卑
俗
な
印
象
を
与
え
る
語
法
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
が
、
実
際
に
は
、
様
々
の
語
と
組
み
合
わ
せ
て
多
く
試
み
ら
れ
、
勅
撰
集

に
も
少
な
か
ら
ぬ
用
例
が
見
出
せ
る*4

。
○
い
つ
し
か　

い
つ
の
間
に
か
早
く

も
事
柄
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。「
時
雨
」
と
取
り
合
わ
せ
て
、
冬

に
入
る
と
間
も
な
く
降
る
時
雨
を
詠
ん
だ
例
は
、「
さ
も
こ
そ
は
冬
の
初
め
の

さ
が
な
ら
め
い
つ
し
か
も
降
る
初
時
雨
か
な
」（
為
忠
家
初
度
449
初
冬
時
雨
・

頼
政
）、「
い
つ
し
か
と
降
り
そ
ふ
今
朝
の
時
雨
か
な
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
秋
の
名

残
に
」（
長
秋
詠
藻
２61
、
月
詣
集
８８6
）
の
よ
う
に
、
当
該
歌
と
同
様
の
発
想

の
作
が
、
平
安
末
期
に
見
ら
れ
る
。
○
そ
ゝ
く　

雨
や
雪
な
ど
が
盛
ん
に
降

り
か
か
る
意
の
「
灑
ぐ
」
だ
が
、
室
町
時
代
末
期
以
前
は
清
音
で
発
音
さ
れ

た
。「
時
雨
が
そ
そ
く
」
と
表
現
し
た
用
例
は
多
く
は
な
く
、「
月
も
漏
り
時

雨
も
そ
そ
く
宿
も
せ
に
何
に
か
袖
を
ま
づ
濡
ら
し
つ
る
」（
匡
衡
集
２７
）
が

早
い
が
、
平
安
末
期
に
は
「
仮
の
庵
は
そ
そ
く
時
雨
も
と
ま
ら
ね
ば
露
わ
け

衣
ほ
し
ぞ
か
ね
つ
る
」（
嘉
応
二
年
11７０
住
吉
社
歌
合
７1
旅
宿
時
雨
・
卿
）、「
閨

の
上
に
折
々
そ
そ
く
む
ら
時
雨
か
わ
け
る
音
や
木
の
葉
な
る
ら
ん
」（
安
元

元
年
11７5
右
大
臣
家
歌
合
２０
落
葉
・
清
輔
）
の
作
が
見
え
る
。
○
初
時
雨　

 

そ
の
年
、
初
め
て
降
る
時
雨
。「
時
雨
」
は
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
降
る

驟
雨
だ
が
、
次
第
に
冬
の
歌
材
と
し
て
固
定
し
て
い
く
。「
初
時
雨
降
る
ほ

ど
も
な
く
佐
保
山
の
梢
あ
ま
ね
く
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」（
後
撰
集
・
冬
444
読

人
不
知
）
の
よ
う
に
、
木
々
の
葉
を
色
づ
か
せ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ

と
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
涙
を
時
雨
に
、
袖
を
木
々
に
喩
え
、

紅
涙
に
よ
り
袖
が
紅
く
染
ま
る
ほ
ど
の
恋
の
苦
し
み
を
述
べ
る
歌
も
、「
わ
が

袖
に
ま
だ
き
時
雨
の
ふ
り
ぬ
る
は
君
が
心
に
秋
や
き
ぬ
ら
む
」（
古
今
集
・

恋
五
７6３
読
人
不
知
）
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
。

〈
補
説
〉	「
そ
そ
く
」
の
語
は
、「
返
し
け
む
昔
の
人
の
玉
づ
さ
を
聞
き
て
ぞ
そ

そ
く
老
い
の
涙
は
」（
後
拾
遺
集
・
雑
四
1０８6
元
輔
）
の
よ
う
に
、
涙
が
降
り

注
ぐ
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。「
涙
灑
蒼
梧
一
片
雲
（
な
み
だ
は
そ
そ

く
さ
う
ご
の
い
っ
ぺ
ん
の
く
も
）」（
新
撰
朗
詠
集
641
将
軍
・
在
列
）
の
よ
う

に
漢
詩
句
の
用
例
も
見
え
る
。
当
該
歌
に
お
い
て
も
、「
そ
そ
く
」
は
初
時
雨

が
降
る
様
態
を
、
落
涙
の
映
像
と
し
て
受
け
と
め
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
当
該
歌
は
「
恋
ひ
顔
」
と
い
う
卑
俗
な
語
を
用
い
て
は

い
る
も
の
の
、
描
き
出
そ
う
と
し
た
境
地
は
、
冬
に
な
る
や
否
や
降
り
始
め

る
時
雨
を
、
男
に
捨
て
去
ら
れ
な
が
ら
も
、
相
手
へ
の
変
わ
ら
ぬ
恋
情
を
姿

態
に
滲
ま
せ
な
が
ら
涙
す
る
女
性
に
重
ね
合
わ
せ
て
示
す
こ
と
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
千
載
集
に
は
、
用
語
が
当
該
19
番
歌
と
多
く
共
通
す
る
「
い
つ
し
か

と
袖
に
時
雨
の
そ
そ
く
か
な
思
ひ
は
冬
の
初
め
な
ら
ね
ど
」（
恋
一
69２
重
延
）

が
恋
歌
と
し
て
入
っ
て
お
り
注
意
さ
れ
る
。
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注*1　

池
田
和
臣
「
伝
西
行
筆
未
詳
歌
集
切
（
二
首
切
）
考
─
時
雨
亭
文
庫
蔵
「
五
条
殿　

お
く
り
お
き
し
」
と
の
関
係
、
お
よ
び
新
出
断
簡
に
つ
い
て
─
」（『
古
代
中
世
文
学

論
考
』
第
十
一
集
、
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
別
府
節
子
「
伝
西
行
筆
の
古
筆
の
新

出
葉
を
中
心
に
」（『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
1３
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）
参
照
。

*２　

池
田
一
臣
・
小
田
寛
貴
「
古
筆
切
の
年
代
測
定
─
加
速
器
質
量
分
析
に
よ
る
炭
素

14
年
代
測
定
─
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
1０３
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

*３　

訓
読
お
よ
び
現
代
語
訳
は
、
佐
藤
道
生
校
注
「
和
漢
朗
詠
集
」（
佐
藤
道
生
・
柳
澤

良
一
『
和
漢
朗
詠
集
／
新
撰
朗
詠
集
』
和
歌
文
学
大
系
4７
、明
治
書
院
、二
〇
一
一
年
）

に
拠
っ
た
。

*4　

。「
～
顔
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
『
西
行
の
和
歌
の
世
界
』
第
二
章
第

三
節
「
西
行
の
和
歌
の
表
現
（
一
）
─
「
～
が
ほ
」
を
め
ぐ
っ
て
─
」（
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。

〈
付
記
〉
注
釈
作
業
に
着
手
し
た
当
初
は
、
三
回
の
連
載
で
完
了
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

当
該
歌
集
切
所
載
の
和
歌
は
、
予
想
外
に
和
歌
史
認
識
に
深
く
関
わ
り
合
う
面
を
持

ち
、
注
釈
も
思
い
が
け
ず
長
く
な
っ
た
。
本
「
私
注
」
は
今
後
、「
四
」
以
下
の
順
号

を
付
し
て
継
続
す
る
予
定
で
あ
る
。
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Some Annotations on Pieces of an Unidentified Waka: 

Anthology Attributed to Saigyo (Part 3)

NAKAMURA, Aya

キーワード ： 和歌、注釈、構想
Key words ： waka poetry, commentary, a conception of waka


