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江
湖
詩
社
の
桜
花
詠

新

稲

法

子

唐
土
の
士
大
夫
に
自
ら
を
擬
え
、
盛
唐
詩
の
格
調
を
遵
守
し
て
詠
む
詩
作
は
、
荻
生
担
保
の
唱
え
た
議
園
学
と
共
に
一
世
を
風
醸
し

た
。
し
か
し
や
が
て
そ
の
擬
古
の
詩
を
模
擬
瓢
窃
と
し
て
嫌
っ
た
詩
人
た
ち
は
新
し
い
詩
風
を
模
索
し
、
日
常
生
活
を
微
細
に
描
く
南

宋
の
詩
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
転
換
期
を
迎
え
た
の
は
上
方
で
は
安
永
・
天
明
期
、
江
戸
は
や
や
遅
れ
て
天
明
・
寛
政

期
の
こ
と
で
あ
る
。

本
邦
の
漢
文
学
が
縦
の
伝
統
よ
り
も
同
時
代
の

1
l
或
い
は
や
や
遅
れ
て

l
l
唐
土
の
詩
壇
と
い
う
横
の
影
響
に
規
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、

つ
と
に
江
村
北
海
が
『
日
本
詩
史
』
（
明
和
八
年
刊
）
で
指
摘
し
て
以
来
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

近
世
後
期
の
詩
風
転
換

に
関
し
て
も
こ
の
原
則
が
適
用
さ
れ
よ
う
。
即
ち
語
圏
学
派
の
擬
古
の
詩
風
は
明
の
古
文
辞
学
派
の
格
調
説
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
り
、

天
明
年
聞
に
痛
烈
に
譲
園
の
詩
文
を
批
判
し
た
山
本
北
山
は
、
明
の
案
宏
道
の
性
霊
説
に
基
い
て
論
陣
を
張
り
、
江
戸
に
南
宋
詩
風
の

詩
作
を
広
め
た
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
に
は
清
の
衰
枚
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
こ
の
詩
風
の
移
行
を
説
明
し
尽
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
の
転
換
期
の
作
品
を

19 

取
り
あ
げ
、
近
世
後
期
の
漢
文
学
の
隆
盛
を
賀
し
た
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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初
期
桜
花
詠
の
特
徴

文
化
文
政
期
の
江
戸
詩
壇
を
代
表
す
る
の
は
大
窪
詩
仏
と
菊
地
五
山
で
あ
ろ
う
。
詩
仏
は
神
田
於
玉
ケ
池
に
豪
審
な
詩
聖
堂
を
構
え
、

そ
の
華
や
か
な
交
際
で
知
ら
れ
た
人
気
詩
人
で
あ
り
、
五
山
は
文
化
四
年
か
ら
ほ
ぼ
逐
年
『
五
山
堂
詩
話
』
を
刊
行
し
、
詩
壇
の
重
鎮

と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
た
。
彼
ら
が
青
年
期
に
作
詩
を
学
ん
だ
の
は
江
湖
詩
社
に
於
て
で
あ
る
。
江
戸
を
離
れ
漂
泊
の
う

ち
に
早
世
し
、
珠
玉
の
詩
集
を
遺
し
た
柏
木
如
亭
も
同
円
で
あ
っ
た
。

江
湖
詩
社
は
、
『
日
本
詩
紀
』
『
全
唐
詩
逸
』
の
著
作
で
知
ら
れ
る
市
河
寛
斎
の
主
宰
し
た
詩
社
で
あ
り
、
江
戸
に
於
け
る
詩
風
革
新

の
拠
点
で
あ
る
。
寛
政
異
学
の
禁
に
よ
っ
て
昌
平
費
を
辞
職
し
た
寛
斎
は
、
翌
寛
政
三
年
富
山
藩
の
儒
官
と
し
て
再
出
仕
し
て
お
り
、

柏
木
如
亭
と
大
窪
詩
仏
が
同
四
年
に
ご
痩
詩
社
を
開
い
て
そ
の
盟
を
継
い
だ
。
二
痩
詩
社
の
引
は
山
本
北
山
が
作
り
、
如
亭
ら
は
謹
園

の
詩
人
た
ち
と
盛
ん
に
論
争
し
た
と
、
詩
仏
の
『
詩
聖
堂
詩
話
』
は
伝
え
て
い
る
。
菊
地
五
山
は
詩
社
に
加
わ
る
こ
と
遅
く
、
ま
た
祝

融
の
た
め
詩
集
を
失
な
っ
た
。
従
っ
て
、
主
に
如
亭
・
詩
仏
の
作
品
に
よ
っ
て
転
換
期
の
江
戸
詩
壇
の
作
風
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

彼
ら
は
寛
政
五
年
に
揃
っ
て
詩
集
を
上
梓
、
詩
仏
は
同
十
一
年
に
『
詩
聖
堂
詩
話
』
、
十
二
年
に
『
詩
聖
堂
百
絶
』
を
刊
行
し
た
。

如
亭
の
詩
集
『
木
工
集
」
に
は
、
「
桜
花
」
と
題
す
る
七
絶
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

幾
陣
春
風
青
帝
使

幾
陣
の
春
風
青
帝
の
使

来
催
野
外
破
繁
田

来
り
催
す
野
外
繁
砲
を
破
れ
と

芳
根
不
許
停
西
土

芳
根
許
さ
ず
西
土
に
伝
わ
る
を

特
作
東
方
第
一
花

特
に
東
方
第
一
の
花
と
作
す



元
是
六
宮
推
一
人

元
是
れ
六
宮
一
人
を
推
す

三
千
笑
不
及
君
聾

千
の
笑
は
君
が
聾
に
及
ば
ず

淡
粧
軽
抹
天
成
質

淡
粧
軽
抹
天
成
の
質

誰
遭
桃
花
占
断
春

誰
か
道
う
桃
花
春
を
占
断
す
と

第
一
首
、
青
帝
と
は
春
を
司
る
神
。
そ
の
使
者
で
あ
る
春
風
が
さ
あ
開
け
と
桜
の
膏
を
幾
度
も
撫
で
て
い
く
。
こ
の
花
は
唐
土
に
伝

江湖詩社の桜花詠

わ
る
の
を
拒
み
、
ひ
と
り
本
邦
に
留
ま
っ
て
第
一
の
花
と
な
っ
た
の
だ
。

第
二
首
は
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
を
下
敷
き
に
す
る
。
「
楊
貴
妃
桜
」
は
よ
く
知
ら
れ
た
品
種
で
あ
っ
た
。
「
長
恨
歌
」
に
よ
る
と
、

楊
貴
妃
は
「
天
生
の
麗
質
は
自
ず
か
ら
棄
て
難
」
き
が
た
め
に
見
出
さ
れ
て
天
子
の
側
に
侍
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
美
し
さ
に
は
「
六

宮
の
紛
黛
顔
色
無
し
」
だ
っ
た
と
い
う
。
桜
花
も
ま
た
、
花
々
の
中
か
ら
選
び
抜
か
れ
た
美
し
さ
で
他
の
花
を
寄
せ
つ
け
な
い
。
天
に

造
ら
れ
た
こ
の
花
は
さ
な
が
ら
薄
化
粧
の
姿
、
紛
黛
を
施
し
重
た
げ
に
咲
く
桃
花
を
春
の
第
一
の
花
な
ど
と
は
、
と
て
も
言
え
ま
い
。

結
句
に
は
「
白
敏
中
（
居
易
の
従
弟
）
桃
花
詩
に
、
春
光
を
占
断
す
る
は
是
此
の
花
」
と
い
う
注
が
附
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
「
棲
」
と
い
う
漢
字
は
元
来
サ
ク
ラ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唐
土
に
は
サ
ク
ラ
は
自
生
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「棲」

は
ユ
ス
ラ
ウ
メ
を
指
す
。
従
っ
て
彼
邦
の
詩
で
は
「
棲
」
花
は
非
常
に
稀
な
題
材
で
あ
り
、
詠
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
目
立
た
ぬ
花
の
都

び
た
美
し
さ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
殆
ど
の
場
合
こ
の
漢
字
は
そ
の
果
実
を
表
わ
す
「
棲
桃
」
と
い
う
詩
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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し
か
し
本
邦
で
は
、
詩
人
は
「
棲
」
を
サ
ク
ラ
に
慣
用
し
、
数
多
く
の
詠
作
を
残
し
て
き
た
。
如
亭
の
こ
の
桜
花
詠
も
そ
の
伝
統
に
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則
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
詩
仏
も
寛
政
五
年
刊
の
『
ト
居
箆
に
「
葉
桜
」

一
首
を
収
め
、

奇
芳
別
以
中
央
徳

奇
芳
別
に
中
央
の
徳
を
以
て

却
王
芙
桑
東
海
域

却
っ
て
芙
桑
東
海
の
域
に
王
た
り

と
本
邦
の
花
王
た
る
桜
花
止
を
称
揚
し
、
『
詩
聖
堂
百
絶
』
の
「
送
佐
藤
大
道
西
遊
」
に
於
て
一
桜
花
は
是
白
桜
桃
に
あ
ら
ず
」
と
清
人
に

伝
え
て
欲
し
い
と
詠
ん
で
い
る
。
彼
は
ま
た
『
詩
聖
堂
詩
話
』
の
冒
頭
で
本
邦
の
桜
花
詠
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
、
前
掲
の
如
亭
の
七

絶
と
自
ら
の
詩
句
を
も
載
ぜ
て
い
る
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
詩
仏
の
七
律
五
首
は
、
後
に
『
詩
聖
堂
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
る
が
、

地
難
西
土
雇
無
異

地
西
土
と
雄
ど
も
応
に
異
な
る
こ
と
無
か
る
べ
し

天
在
東
方
似
有
私

天
東
方
に
在
り
て
私
有
る
に
似
た
り

唐
土
と
い
え
ど
も
土
壌
に
違
い
は
な
い
筈
で
あ
る
の
に
、
こ
の
美
し
い
花
が
本
邦
に
し
か
咲
か
な
い
と
は
、
無
私
と
さ
れ
る
天
も
公
平

さ
を
欠
く
如
し
、
と
い
う
聯
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
、

桜
花
を
本
邦
国
有
の
花
と
し
て
称
揚
す
る
表
現
で
あ
る
。

『
凌
雲
集
』
に
収
め
ら
れ
た
平
城
天

皇
の
御
製
「
賦
桜
花
」
に
始
ま
り
、
桜
花
詠
は
数
多
い
が
、
桜
花
が
本
邦
独
自
の
花
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
作
は
そ
れ
ほ
ど
残
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
譲
園
の
詩
学
の
下
で
は
唐
土
の
詩
に
な
い
サ
ク
ラ
を
詠
む
こ
と
は
避
け
る
べ
き
和
習
で
あ
っ
て
、
詩
人
は

明
ら
か
に
桜
花
と
思
わ
れ
る
対
象
を
巧
み
に
「
棲
」
字
を
避
け
て
表
現
す
る
こ
と
に
勤
め
た
の
で
あ
る
。

如
亭
・
詩
仏
の
こ
れ
よ
り
後
の
桜
花
一
誌
を
披
見
す
る
と
、
こ
の
時
期
に
限
り
こ
と
さ
ら
に
「
本
邦
」
を
強
調
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ



て
い
る
。
詩
仏
が
桜
花
詠
に
関
す
る
文
を
わ
ざ
わ
ざ
詩
話
の
冒
頭
に
据
え
る
な
ど
、
彼
ら
が
当
時
し
き
り
に
桜
花
に
拘
泥
し
た
の
は
、

何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

和
趣
の
尊
重

李
撃
龍
・
王
世
貞
の
格
調
説
か
ら
案
宏
道
の
性
霊
説
そ
し
て
嚢
枚
の
性
霊
的
性
情
説
へ
と
い
う
唐
土
詩
壇
の
趨
勢
の
受
容
は
、
詩
人

に
大
き
な
問
題
を
課
す
こ
と
に
な
っ
た
。
反
古
文
辞
の
詩
論
は
お
し
な
べ
て
実
景
・
実
感
を
重
ん
じ
る
が
、
本
邦
の
詩
人
に
と
っ
て
の

江湖詩社の桜花詠

実
景
・
実
感
が
、
規
範
と
す
る
べ
き
唐
土
の
詩
作
に
常
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
和
趣
を
如
何
に
処
理
す
べ
き
か
。

桜
花
も
本
邦
独
自
の
題
材
の
一
つ
で
あ
る
。
盛
唐
詩
を
準
縄
と
し
『
唐
詩
選
』
に
な
い
詩
語
は
極
力
用
い
な
い
韓
国
の
詩
人
に
と
っ

て
は
、
如
亭
・
詩
仏
の
桜
花
詠
の
如
き
は
一
時
の
座
興
と
し
て
詠
み
捨
て
ら
れ
る
類
の
も
の
で
、
正
集
に
収
め
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
如
亭
・
詩
仏
は
和
習
に
堕
す
る
危
険
を
敢
て
官
し
、
本
邦
独
自
の
花
で
あ
る
こ
と
を
漢
詩
に
詠
み
込
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、

彼
ら
が
ニ
痩
詩
社
を
開
い
た
寛
政
年
聞
に
未
だ
余
焔
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
護
国
末
流
の
詩
人
た
ち
の
目
を
引
く
に
十
分
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
詩
人
の
性
霊
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
和
習
な
ら
ぬ
和
趣
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
新
し
い
詩
論
の
可
能
性
を
、

如
亭
・
詩
仏
は
実
作
に
よ
っ
て
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
く
の
如
き
姿
勢
は
桜
花
詠
の
み
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
如
亭
の
『
木
工
集
』
に
「
官
調
」

一
首
が
あ
る
。
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金
鴨
香
錯
月
影
移

金
鴨
呑
錯
え
て
月
影
移
る
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銀
鉦
背
坐
思
如
赫

銀
鉱
に
背
坐
し
て
思
い
糸
の
如
し

多
情
矯
覚
和
歌
料

多
情
和
歌
の
料
を
覚
め
ん
が
為
に

錦
上
珠
簾
待
子
規

珠
簾
を
鈎
上
し
て
子
規
を
待
つ

宮
詞
と
は
唐
の
王
建
に
始
ま
る
詞
の
一
体
で
、
宮
廷
生
活
を
そ
の
題
材
と
す
る
。

『
唐
詩
選
』
に
は
二
首
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
謹

園
の
詩
人
は
こ
の
題
材
を
好
ん
だ
ら
し
い
。
議
園
派
の
二
大
詩
集
『
聾
園
録
稿
』
『
大
東
詩
集
』
か
ら
末
流
の
『
期
間
風
草
』
に
至
る
ま
で
、

数
多
く
の
宮
詞
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
宮
詞
」
と
題
さ
れ
た
如
亭
の
こ
の
詞
は
、

読
む
者
に
唐
土
の
後
宮
で
愁
い
に
沈
む
女
性
を
想
定
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の

世
界
は
転
句
で
大
き
く
覆
さ
れ
る
。
「
多
情
和
歌
の
料
を
覚
め
ん
が
為
に
」

i
i
こ
の
女
性
は
、
千
々
に
乱
れ
る
心
を
託
し
て
和
歌
を
詠

も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
首
は
本
邦
の
宮
詞
な
の
だ
。

詩
の
題
材
を
「
詩
料
」
と
い
う
。
「
和
歌
料
」
と
は
こ
れ
に
基
い
た
造
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
宮
詞
」
と
い
う
い
か
に
も
謹
園
風

の
題
を
掲
げ
、
た
だ
一
つ
の
詩
語
で
詩
趣
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
こ
の
調
に
は
、
謹
園
の
詩
風
に
慣
れ
た
読
者
を
榔
撤
す
る
か
の
如
き

如
享
の
気
鋭
が
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
詩
仏
は
『
詩
聖
堂
詩
話
』
に
菊
地
五
山
の
七
絶
「
首
夏
」
を
紹
介
し
、
「
聴
取
す
門
前
卯
花
を
売
る
」
と
い
う
結
句
に
つ
い
て

「
卯
花
の
詩
に
入
る
は
娯
巷
（
五
山
の
こ
と
〉
を
始
と
為
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
も
議
園
の
詩
学
で
は
許
さ
れ
ぬ
和
趣
の
詩
で
あ

る。
新
し
い
詩
論
の
下
で
そ
れ
ま
で
斥
け
ら
れ
て
き
た
和
趣
を
尊
ん
だ
の
は
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
上
方
の
詩
壇
で
詩



風
草
新
の
先
鞭
を
つ
け
た
釈
六
如
も
、
本
邦
独
自
の
題
材
に
つ
い
て
の
問
題
に
直
面
し
た
。
六
如
は
天
明
七
年
に
『
葛
原
詩
話
』
を
刊

行
、
多
く
の
詩
語
を
考
証
す
る
こ
と
で
そ
の
博
覧
強
記
を
示
し
た
が
、
杜
鵠
に
関
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

夕
立
社
鵠
ノ
初
音
ヲ
賞
ス
ル
コ
ト
、
吾
邦
ノ
ミ
ニ
テ
彼
ノ
方
－
一
テ
ハ
絶
エ
テ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
益
州
記
ニ
、
子
規
聞
ニ
初
声
－
者
主
ニ

カ

ル

ヲ

’

J

P

ル

カ

ト

テ

P

別
離
－
ト
云
テ
、
却
テ
イ
ヤ
ガ
ル
ナ
リ
、
楊
万
里
過
コ
真
陽
峡
－
詩
ニ
、
只
驚
白
昼
山
竹
裂
、
杜
字
初
聞
第
一
声
、
又
通
管
不
v
睡
睡

ナ

，

キ

夕

方
奇
、
夢
裡
驚
聞
新
子
規
等
ノ
句
ア
レ
ト
モ
、
賞
ス
ル
意
ハ
ナ
シ
、

E湖詩社の桜花詠

六
如
に
よ
れ
ば
杜
鵠
の
初
音
を
喜
ぶ
の
は
本
邦
独
自
の
習
俗
で
あ
っ
て
、
唐
土
の
詩
に
そ
の
よ
う
な
倒
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
こ
の
項

を

ス
テ
－
－

y

k

p

b

p

，

余
和
俗
－
一
順
シ
テ
、
遊
一
一
閑
々
亭
－
詩
ニ
、
帰
来
更
欲
ニ
向
v人
詫
一
、
聴
得
新
鵠
第
一
声
ト
云
ヘ
リ
。

と
結
び
、
自
身
は
本
邦
風
に
詠
む
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
漢
詩
と
し
て
の
完
成
よ
り
も
真
情
に
裏
付
け
ら
れ
た
和
趣
を
よ
し
と

す
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
六
如
は
「
花
顛
」
と
号
し
桜
花
を
愛
好
し
た
画
家
、
三
熊
思
孝
と
も
親
し
く
、
思
孝
が
寛
政
五
年
に
上
梓
し

た
『
桜
花
帖
』
に
題
を
寄
せ
た
の
は
勿
論
の
こ
と
、
多
く
の
桜
花
詠
を
残
し
て
い
る
。

転
換
期
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
義
国
派
の
強
烈
な
中
国
趣
味
の
反
動
で
あ
る
か
の
如
く
、
漢
詩
は
急
速
に
和
様
化
し
て
い
っ
た
。
六
如

和
歌
の
題
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢

と
皆
川
浪
園
は
『
和
歌
題
百
絶
』
、

菊
地
五
山
は
『
和
歌
題
絶
句
』
を
そ
れ
ぞ
れ
上
梓
し
て
、

25 

詩
の
表
現
を
拡
げ
る
可
能
性
を
示
し
た
。
五
山
は
こ
の
風
雅
な
遊
び
を
好
ん
だ
ら
し
く
「
告
天
子
」
を
も
漢
詩
に
詠
み
、
村
田
春
海
の

弟
子
で
あ
る
高
田
与
清
が
そ
の
『
松
屋
叢
話
』
に
「
そ
も
／
＼
告
天
子
は
、
歌
に
は
あ
ま
た
よ
め
る
も
の
か
ら
、
か
ら
う
た
に
は
こ
ム



26 

に
も
か
し
こ
に
も
を
さ
／
＼
き
こ
え
ず
し
て
、
た
い
ム
元
人
の
古
詩
一
首
の
み
見
え
た
る
を
、
今
か
く
そ
の
あ
り
さ
ま
を
詠
じ
っ
く
せ
し

こシ）、

い
と
め
づ
ら
か
な
り
や
」
と
記
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
、

か
く
の
ご
と
き
和
趣
の
詩
は
、
本
邦
で
漢
詩
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
古
文
辞
の
擬
古
の
詩
学
に
則
る
詩
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
あ
く
ま
で
座
興
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
近
世
後
期
の
漢
詩
の
和

様
化
と
い
う
現
象
は
、
古
文
辞
の
詩
学
を
奉
じ
る
謹
園
派
が
斥
け
ら
れ
、
詩
人
の
真
情
を
以
て
眼
前
の
景
を
詠
む
新
し
い
詩
論
が
浸
透

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賀
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
派
の
歌
人
と
の
交
遊

如
亭
・
詩
仏
の
桜
花
詠
の
表
現
は
、
む
し
ろ
国
学
の
和
歌
に
近
似
す
る
。

「
さ
く
ら
」
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
は
国
学
者
に
始
ま
っ
た
。
例
え
ば
文
政
十
二
年
か
ら
天

保
七
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
古
学
派
の
和
歌
の
集
大
成
『
八
十
浦
之
玉
』
を
緩
く
と
、
桜
、
と
り
わ
け
吉
野
山
の
桜
に
は
特
別
な
意

本
邦
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
「
は
な
」

味
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
賀
茂
真
淵
の
長
歌
「
よ
し
野
山
の
花
を
見
て
よ
め
る
」
の
反
歌
に
、

も
ろ
こ
し
の
人
に
見
せ
ば
や
み
よ
し
野
の
よ
し
野
の
山
の
山
、
ざ
く
ら
ば
な

ま
た
服
部
敏
夏
の
「
翫
花
」
に
、

見
る
か
ら
に
や
ま
と
ご
こ
ろ
ぞ
ほ
こ
ら
る
る
外
国
に
な
き
花
の
色
香
と



二
宮
正
禎
の
「
桜
」
に
、

か
け
ま
く
も

か
し
こ
け
れ
ど
も

木
の
花
の

さ
く
や
姫
な
す

桜
が
花
も

大
名
持

神
の

少
彦
名
の

う
る
は
し
き

代
ゆ

か
く
し
あ
る
ら
し

こ
と
さ
へ
く

こ
ま
も
ろ
こ
し
に

さ
く
な
る
花
も

お
ほ
く
あ
れ

め
づ
ら
し
と

と
り
ど
り
に

ど
も

し
ほ
ふ
ね
の

な
ら
べ
て
見
れ
ば

外
国
の

外
国
の

花
は
こ
ち
た
し

す
生？め
まら
せ あ
るヵ：

大
御
固
な

花
は
い
や
し
く

る

は
な
ぐ
は
し

さ
く
ら
の
花
は

み
や
ぴ
た
り
け
り

御
国
の
神
の

う
ら
安
の

大
ら
か
に

ふ
た
は
し
ら

国

ま
ほ
国
の

す
め
ら
御
国
の

国
か
ら
な
ら
し

江湖詩社の桜花詠

と
詠
ま
れ
て
い
る
如
く
、
本
邦
固
有
の
桜
花
を
称
揚
す
る
も
の
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

み
〈
ま
り
の

し
か
し
、
と
り
わ
け
人
口
に
臆
決
し
た
の
は
本
居
宣
長
の
桜
花
詠
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
父
が
桜
花
の
名
所
で
あ
る
吉
野
の
水
分
神
に

祈
っ
て
授
け
ら
れ
た
申
し
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
因
縁
の
た
め
も
あ
っ
て
宣
長
は
桜
花
を
愛
好
し
た
。
遺
言
に
よ
り
門
人
た
ち
は

宣
長
の
塚
に
桜
を
植
え
て
秋
津
彦
美
豆
桜
根
大
人
と
詮
し
て
い
る
。
宣
長
の
和
歌
に
は
そ
の
国
学
思
想
と
桜
花
に
対
す
る
愛
着
と
が
結

び
つ
い
た
も
の
が
多
い
。
宝
暦
三
年
、
二
十
四
歳
の
折
に
詠
ん
だ
「
花
五
十
首
」
ハ
『
鈴
屋
百
首
歌
』
）
に
は
次
の
作
が
あ
る
。

敷
し
ま
の
倭
の
固
に
う
ま
れ
き
て
桜
の
花
を
見
る
そ
嬉
し
き

め
つ
ら
し
き
こ
ま
唐
土
の
花
よ
り
も
あ
か
ぬ
色
香
は
桜
な
り
け
り

27 

後
者
は
『
自
撰
歌
』
に
も
収
め
ら
れ
、
安
永
二
年
四
十
四
歳
の
自
画
像
の
讃
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
還
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暦
の
年
に
自
画
像
に
書
き
つ
け
た
次
の
一
首
は
、

お
そ
ら
く
宣
長
の
和
歌
の
う
ち
最
も
有
名
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
き
嶋
の
や
ま
と
こ
t

ふ
ろ
を
人
と
は
は
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
花

ま
さ
に
こ
れ
が
宣
長
の
桜
花
観
で
あ
る
。
国
学
を
修
め
る
者
は
和
歌
を
も
噌
ん
だ
た
め
、
桜
花
は
こ
こ
に
「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」
の
象

徴
と
し
て
の
表
現
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

宣
長
の
一
言
う
桜
は
山
野
に
自
生
す
る
山
桜
で
あ
り
、

江
湖
詩
社
は
揚
貴
紀
桜
（
八
重
の
品
種
）
、

黄
桜
を
も
詠
ん
で
い
る
と
い
う
違

い
は
あ
る
。

し
か
し
江
湖
詩
社
の
桜
花
詠
は
こ
れ
ら
国
学
者
の
和
歌
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

宣
長
が
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
花
」

の
歌
を
詠
ん
だ
の
が
寛
政
二
年
、
如
亭
と
詩
仏
が
彼
邦
に
対
峠
す
る
本
邦
の
花
と
し
て
桜
花
を
漢
詩
に
詠
ん
で
い
た
の
は
、

ほ
ぼ
同
時

期
の
こ
と
で
あ
る
。

寛
政
十
二
年
、
宣
長
は
桜
花
を
詠
ん
だ
自
作
の
和
歌
を
集
め
、
『
枕
の
山
』
を
編
ん
だ
。
『
枕
の
山
』
は
宣
長
の
没
後
に
出
版
さ
れ
た

が
、
村
田
春
海
は
つ
と
に
こ
れ
を
見
る
機
会
を
得
て
い
た
ら
し
く
、
享
和
元
年
に
賞
賛
す
る
書
簡
を
認
め
て
い
る
。
同
じ
県
居
門
流
で

あ
り
な
が
ら
鈴
屋
派
と
は
歌
風
を
異
に
し
た
春
海
も
ま
た
、
宣
長
の
桜
花
詠
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

村
田
春
海
と
加
藤
千
蔭
は
賀
茂
真
淵
門
の
国
学
者
で
、
江
戸
派
の
双
壁
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
派
と
は
江
戸
情
緒
豊
か
な
古

今
調
の
和
歌
を
詠
ん
だ
一
派
で
、
化
政
期
の
江
戸
歌
壇
に
於
け
る
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
。
江
戸
派
は
江
湖
詩
社
と
交
遊
が
あ
り
、
特
に

春
海
と
葛
西
困
是
が
親
し
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

葛
西
因
是
は
柏
木
如
亭
の
幼
少
の
頃
よ
り
の
友
人
で
あ
る
。
明
の
文
人
金
聖
歎
を
思
慕
し
て
い
た
因
是
は
、
老
荘
に
造
詣
が
深
く
、

護
園
派
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
唐
詩
を
尊
重
し
、

『
源
氏
物
語
』
の
批
評
を
も
手
が
け
た
儒
者
で
あ
っ
た
。

因
是
は
文
化
七
年
に
春
海



の
私
歌
集
『
琴
後
集
』
に
序
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
交
遊
は
か
な
り
早
い
時
期
に
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
『
雨
夜
閑
話
』
な
る
書

物
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
因
是
が
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
記
し
、
春
海
が
評
を
加
え
る
と
い
う
体
裁
の
こ
の
写
本
は
、
享
和
三
年
の
成

立
な
の
で
あ
る
。

ま
た
儒
者
と
し
て
も
高
名
で
あ
っ
た
村
田
春
海
の
素
養
を
、
師
の
賀
茂
真
淵
と
同
様
に
護
園
学
と
す
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
琴
後
集
』
蹴
文
で
弟
子
の
清
水
浜
臣
は
春
海
が
服
部
仲
英
・
鵜
殿
士
寧
・
皆
川
伯
恭
（
誤

江湖詩社の桜花詠

園
）
、
佐
々
木
学
儒
・
安
達
文
仲
ら
に
学
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。
確
か
に
仲
英
（
南
郭
の
養
子
〉
・
土
寧
は
聾
園
の
学
説
を
奉
じ
て
い
る

が
、
棋
園
は
独
自
の
開
物
学
を
唱
え
た
京
儒
で
あ
り
、
古
文
辞
学
は
む
し
ろ
斥
け
て
い
た
。
加
え
て
『
織
錦
詩
稿
』
と
題
す
る
春
海
の

漢
詩
の
稿
本
に
は
「
寄
題
孝
経
楼
」

一
首
が
収
め
ら
れ
、
江
戸
の
反
謹
園
を
代
表
す
る
山
本
北
山
と
も
交
遊
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
孝
経
楼
と
は
北
山
の
室
号
で
あ
る
。
春
海
は
終
生
古
文
辞
の
儒
学
に
甘
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

春
海
の
歌
論
に
於
て
、
古
振
り
や
後
世
風
の
歌
風
に
拘
泥
し
た
和
歌
は
「
そ
は
人
の
こ
わ
づ
か
ひ
を
強
ひ
て
学
び
、
偽
り
て
に
せ
も

か
な
ら
ず
お
の
が
物
な
ら
む
や
う
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ

Q
歌
が

の
つ
く
る
類
な
り
。
歌
は
心
の
ま
こ
と
を
述
ぶ
る
も
の
な
れ
ば
、

た
川
町
）
」
と
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
春
海
は
表
現
の
み
を
遵
守
し
た
模
擬
瓢
窃
の
和
歌
を
「
に
せ
も
の
」
と
称
し
て
批
判
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
姿
勢
は
霊
園
の
擬
古
の
詩
を
「
偽
唐
詩
」
と
し
て
駁
し
た
山
本
北
山
や
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
と
一
般
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
春
海
は
『
時
文
摘
船
戸
（
寛
政
七
年
成
立
〉
な
る
書
を
著
し
て
国
学
者
の
立
場
か
ら
譲
園
の
文
章
を
難
じ
て
い
る
。
日

く
、
荻
生
担
保
は
「
日
本
国
夷
人
物
茂
卿
」
と
記
し
た
が
我
国
は
唐
土
の
属
国
で
は
な
い
。
「
こ
と
に

皇
帝
お
は
し
ま
す
国
な
る
を
、

其
国
土
に
生
れ
な
が
ら
、

か
く
不
敬
の
言
を
な
す
は
、
狂
愚
の
甚
し
き
わ
ざ
と
ぞ
い
ふ
べ
き
」
。
日
く
、
『
祖
練
学
則
』
に
「
依
偶
駄
舌
」

29 

と
あ
る
が
、
本
邦
の
言
語
が
本
邦
の
人
に
と
っ
て
鳥
の
噌
り
の
如
く
聞
き
取
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
か
く
の
如
き
不
祥
の
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語
は
、
当
代
の
儒
者
が
ひ
た
す
ら
模
擬
剰
窃
に
努
め
て
お
る
の
に
原
因
が
あ
る
と
。

江
湖
詩
社
の
詩
人
と
江
戸
派
の
歌
人
は
、
単
に
江
戸
と
い
う
場
を
共
有
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
共
通
の
文
学
観
を
基
盤
と
し
て

密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
共
に
古
振
り
や
盛
唐
詩
と
い
う
規
範
に
拘
わ
れ
な
い
真
情
を
重
ん
じ
た
。
如
亭
・
詩
仏
の

漢
詩
に
表
れ
た
、
本
邦
固
有
の
花
と
し
て
桜
花
を
称
揚
す
る
表
現
は
、
千
蔭
、
春
海
ら
江
戸
派
の
歌
人
を
通
じ
て
国
学
の
桜
花
観
を
摂

取
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

詩
仏
の
『
詩
聖
堂
詩
集
』
に
は
「
二
月
廿
日
与
千
蔭
春
海
諸
老
人
玉
川
観
花
得
五
絶
句
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

南
岸
官
棲
日
欲
膿

両
岸
の
官
桜
目
標
れ
ん
と
し

映
松
間
竹
白
績
紛

松
に
映
え
竹
に
間
り
白
嶺
紛

詩
人
畢
寛
無
奇
思

詩
人
畢
寛
奇
思
無
し

依
嘗
看
成
一
陣
雲

旧
に
依
り
て
看
て
一
障
の
雲
と
成
す

武
蔵
国
多
摩
郡
の
玉
川
上
水
に
沿
っ
て
元
文
二
年
に
植
え
ら
れ
た
桜
は
、
寛
政
享
和
年
間
よ
り
次
第
に
有
名
に
な
り
、
文
化
二
年
、

佐
藤
一
斎
が
『
観
桜
記
』
を
作
る
頃
に
は
、
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
西
の
吉
野
に
匹
敵
す
る
恰
好
の
遊
山
の
場
と
な
っ
た
。
『
江
戸
名
所

花
暦
』
に
「
小
金
井
橋
よ
り
西
は
眼
も
お
よ
ば
ず
、
両
岸
花
咲
つ
づ
き
て
白
雲
の
中
に
遊
ぶ
が
ご
と
し
」
と
記
す
の
は
誇
張
で
は
な
い

だ
ろ
う
o

満
開
の
桜
花
は
伝
統
的
に
雲
に
警
え
ら
れ
て
き
た
。
性
霊
派
の
詩
人
で
あ
る
詩
仏
は
新
奇
な
表
現
を
得
意
と
す
る
答
で
あ
る

が
、
見
事
な
花
を
目
の
前
に
し
、
「
一
陣
の
雲
」
と
詠
む
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（路）

こ
の
時
の
作
で
で
も
あ
ろ
う
か
、
春
海
の
『
琴
後
集
』
に
は
次
の
和
歌
が
見
ら
れ
る
。



小
金
井
の
は
な
見
に
ま
か
り
て

春
風
に
香
を
と
め
く
れ
ば
水
上
の
う
き
た
つ
雲
は
花
に
ぞ
有
り
け
る

眼
前
の
桜
花
を
雲
に
擬
え
愛
で
て
い
る
詩
人
と
歌
人
。
漢
詩
と
和
歌
と
い
う
表
現
様
式
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
彼
ら
は
同
じ
江
戸
の
文

苑
に
於
て
春
の
喜
び
を
謡
歌
し
、
表
現
す
る
。

江
湖
詩
社
の
桜
花
詠
は
、
軽
換
期
の
詩
人
が
新
し
く
受
容
し
た
性
霊
説
の
詩
論
を
論
理
的
支
柱
と
し
、
か
つ
唐
土
の
影
響
ば
か
り
で

な
く
か
く
の
如
き
国
学
を
修
め
た
歌
人
と
の
交
遊
の
中
で
「
真
詩
」
を
獲
得
し
て
い
く
様
を
示
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
近
世
後
期

の
大
衆
化
し
た
詩
壇
に
於
て
漢
詩
が
真
情
を
詠
み
得
る
表
現
手
段
と
な
る
た
め
に
は
、
和
様
化
と
い
う
変
形
の
過
程
を
経
る
必
要
が
あ

江湖詩社の桜花詠

っ
た
。
和
習
は
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
和
趣
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
土
の
文
学
史
で
唐
詩
や
宋
詩
が
そ
れ
ぞ
れ

の
王
朝
の
特
色
を
踏
ま
え
て
評
価
さ
れ
て
い
る
如
く
、
和
趣
の
詩
を
も
本
邦
の
一
時
代
を
伝
え
る
点
に
於
て
正
し
く
読
み
解
か
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
桜
花
詠
以
外
の
和
趣
の
詩
に
つ
い
て
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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龍
谷
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
。

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
。

『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
一
一
一
巻
所
収
。

『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
四
巻
所
収
。

『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
第
一
巻
所
収
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
六
巻
所
収
。
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（
日
）
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『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
八
巻
所
収
。
以
下
室
長
の
和
歌
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
。

高
於
菟
一
二
「
村
田
春
海
大
人
の
織
錦
詩
稿
に
就
て
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
大
正
十
一
二
年
一
月
号
）
の
翻
刻
に
よ
る
。

『
日
本
歌
学
大
系
』
第
八
巻
所
収
。

『
国
民
道
徳
叢
室
田
』
第
二
巻
所
収
。

『
新
編
国
歌
大
観
』
第
九
巻
所
収
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
〉


