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桜
が
散
る
こ
と

―

古

今

集

桜

歌

の

漢

詩

文

基

盤

―

一

桜
が
散
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
桜
を
惜
じ
む
こ

と
に
は
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

古
今
和
歌
集
の
春
部
を
緒
く
と
、
新
編
国
歌
大
観
番
号
四
九
番
の
貫
之

の
歌
か
ら
八
九
番
の
こ
れ
ま
た
貫
之
の
歌
ま
で
四

一
首
の
桜
歌
が
な
ら
ん

で
い
る

（
１
）
。
し
か
も
そ
の
殆
ど
が
、
散
る
こ
と
ま
た
は
惜
し
む
こ
と

を
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ
る
。

人
の
家
に
う
ゑ
た
り
け
る
さ
く
ら
の
花
さ
き
は
じ
め
た
り
け
る

を
見
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

こ
と
し
よ
り
春
し
り
そ
む
る
さ
く
ら
花
ち
る
と
い
ふ
事
は
な
ら
は
ざ

ら
な
む

（古
今
集

・
春
上

。
四
九
）

こ
の
歌
が
、
桜
歌
の
最
初
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
経
過
の
最

初
に
あ
り
な
が
ら
、
既
に
、
散
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
桜
は
、
常
に

散
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

花
が
散
る
と
は
当
た
り
前
の
自
然
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
梅
歌
が
香

滝

川

　

幸

司

ば
か
り
を
詠
ま
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
桜
歌
で
は
散
る
こ
と
を
詠
ま
れ

る
。
散
る
こ
と
が
、
特
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

梅
の
香
が
漢
詩
文
の
影
響
に
よ
り
詠
ま
れ
は
じ
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
で
は
、
桜
の
方
は
ど
う
か
。
桜
が
散
り
、
そ
れ
を
激
し
く
惜

し
む
こ
と
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
漢
詩
文
と
の
関
係
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
梅
の
場
合
と
は
位
相
を
異
に
す
る
。
梅
歌
の
場
合
は
、
梅
と
香
の
結

び
付
き
が
直
接
歌
の
方
に
摂
取
さ
れ
た
が
、
桜
歌
の
場
合
は
、
漢
詩
文
で

詠
ま
れ
た
落
花
詩
お
よ
び
惜
落
花
詩
の
基
盤
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

但
し
、
そ
の
場
合
漢
詩
文
で
詠
ま
れ
る

「
花
」
は
特
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か

っ
た
。
歌
で

「落
花
」
が
詠
ま
れ
る
時

「
桜
」
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

桜
は
既
に
万
葉
集
で
も
詠
ま
れ
て
い
る

（
２
）
。

足
代
過
ぎ
て
糸
鹿
の
山
の
桜
花
散
ら
ず
あ
ら
な
む
帰
り
来
る
ま
で

（万
葉
集

・
巻
七

。
一
二

一
二
）

河
辺
朝
臣
東
人
の
歌

一
首

春
雨
の
し
く
し
く
降
る
に
高
円
の
山
の
桜
は
い
か
に
か
あ
る
ら
む
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（万
葉
集

。
巻
八

。
一
四
四
〇
）

花
を
詠
む

春
雨
は
い
た
く
な
降
り
そ
桜
花
い
ま
だ
見
な
く
に
散
ら
ま
く
惜
し
も

（万
葉
集

・
巻

一
〇

。
一
八
七
〇
）

以
上
三
首
は
、
万
葉
集
の
中
で
も
古
今
集
に
近
い
性
格
を
持
つ
も
の
、

つ
ま
り
、
散
る
こ
と
、
惜
じ
む
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
三
首
の

「散
る
」
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
か
、
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く

「花
が
散

る
」
以
外
の
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
桜
」
の
方
に
、
例
え
ば
、

「女

性
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
問
題
に

な
ら
な
い
。題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
あ
り
と
も

さ
く
ら
い
ろ
に
衣
は
ふ
か
く
そ
め
て
き
む
花
の
ち
り
な
む
の
ち
の
か

た
み
に

（古
今
集

。
春
上

・
六
六
）

さ
く
ら
の
花
の
ち
り
け
る
を
よ
み
け
る
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

こ
と
な
ら
ば
さ
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
さ
く
ら
花
見
る
我
さ
へ
に
し
づ
心

な
し

（古
今
集

・
春
下

・
八
二
）

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
伴
の
く
ろ
ぬ
し

春
雨
の
ふ
る
は
涙
か
さ
く
ら
花
ち
る
を
を
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

（古
今
集

・
春
下

・
八
八
）

こ
こ
に
あ
げ
た
古
今
集
の
三
首
と
前
の
万
葉
集
の
三
首
を
比
べ
る
と
、

は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
。
古
今
集
の
詠
者
は
、

「
散
る
」
と
い
う
こ
と
に

お
お
げ
さ
な
ま
で
の
悲
哀

・
動
揺
を
表
明
し
て
い
る
。
万
葉
の
方
は
、
気

掛
か
り

。
心
配
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
今
集
桜
歌
の

「散
る
」
に
は

何
か
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
落
花

。
惜
落
花
表

現
の
生
成
の
頃
に
は
他
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
隠
さ
れ
た
意
味
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
古
今
集
桜
歌
は

「
散
る
」

や

「
散
る
を
惜
し
む
」
こ
と
に
対
し
て
（詠
者
の
過
度
の
感
情
を
表
す
よ
う

に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
漢
詩
文
の
落
花
表
現
が
何
等
か
の
影

響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

万
葉
の
落
花
が
た
だ
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
古
今
集
の
落
花

が
詠
者
に
悲
哀
や
動
揺
を
与
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
に
は
ど
う
い
う
経
過

が
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
漢
詩
文
の
落
花
意
識
か
ら
探

っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

二

漢
詩
文
の
落
花
表
現
が
何
等
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
、
と
い
っ
た
が
、

落
花

へ
の
詩
的
興
味
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
漢
詩
文
そ
の
も
の
を
参
考
に

し
て
歌
が
詠
ま
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

歌
も
し
く
は
詩
を

つ
く
り
だ
そ
う
と
し
た
基
盤
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、

詞
句
等
の
直
接
取
材
云
々
で
は
な
く
、
漢
詩
文
的
発
想
基
盤
が
、
歌
を
詠

む
と
き
に
受
け
継
が
れ
、
そ
し
て
、
歌
の
方
に
は
、
そ
れ
を
継
承
す
る
だ

け
の
準
備
が
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

落
花

へ
の
興
味
が
開
か
れ
た
の
は
、
嵯
峨
朝
辺
で
あ
る
。
神
泉
苑
の
花

宴
が
そ
れ
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る

（
３
）
。
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神
泉
苑
の
花
宴
は
、
弘
仁
三
年
二
月
に
初
め
て
催
さ
れ
、
記
録
に
現
れ

る
だ
け
で
も
、
弘
仁

一
三
年
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
花

宴
で
残
さ
れ
た
詩
は
、

「凌
雲
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
三
首
の

「落
花

篇
」
の
み
で
あ
る
。
毎
年
詩
題
が

「落
花
」
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い

が
、
落
花
に
対
す
る
興
趣
が
駆
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
三
首
は
、
嵯
峨
天
皇
の
詩
と
、
小
野
本
守

。
高
丘
弟
越
の
応
製
詩

で
あ
る
。
嵯
峨
と
本
守
の
詩
を
や
や
長
い
が
引
く
。

神
泉
苑
の
花
宴
賦
落
花
篇
　
嵯
峨
天
皇

（凌
雲
集

・
三
）

過
半
青
春
何
所
催
　
和
風
数
重
百
花
開

芳
非
歌
尽
無
由
駐
　
愛
唱
文
雄
賞
宴
来

見
取
花
光
林
表
出
　
造
化
寧
仮
丹
青
筆

紅
英
落
処
鶯
乱
鳴
　
紫
喜
散
時
蝶
群
驚

借
間
濃
香
何
独
飛
　
飛
来
満
坐
堪
襲
衣

春
園
通
望
佳
人
在
　
乱
雑
繁
花
相
映
輝

点
珠
顔
　
綴
醤
重
　
吹
入
懐
中
嬌
態
閑

朝
攀
花
　
暮
折
花
　
攀
花
力
尽
衣
帯
除

未
厭
芥
芳
徒
徒
綺
　
留
連
林
裏
晩
光
斜

妖
姫

一
翫
己
為
楽
　
不
畏
春
風
惣
吹
落

対
此
年
華
絶
可
憐
　
一
時
風
景
豊
空
捐

於
神
泉
苑
侍
譲
、
賦
落
花
篇
、
応
製
　
小
野
峯
守

（凌
雲
集

・
五
六
）

三
陽
二
月
春
云
半
　
雑
樹
衆
花
咲
且
散

墜
駕
早
来
遍
歴
覧
　
奇
香
詭
色
互
留
翫

昔
聞

一
県
栄
河
陽
　
今
見
仙
源
避
秦
漢

此
時
洛
蕩
吹
和
風
　
落
菓
因
之
満
遠
空

梅
院
不
掃
寸
余
紫
　
桃
源
委
積
尺
所
紅

看
落
花
　
　
　
　
　
落
花
寂
寂
聴
無
声

青
黄
赤
自
天
然
染
　
南
北
東
西
非
有
情

遊
蝶
息
尋
葉
初
見
　
群
蜂
罷
醸
巣
綾
生

侍
花
宴
　
　
　
　
　
花
宴
何
太
合
良
辰

玉
管
千
調
無
他
曲
　
金
曇
百
味
自
能
醇

台
上
美
人
奪
花
総
　
欄
中
花
総
妬
美
人

人
花
両
両
共
相
対
　
誰
得
分
明
偽
与
真
、．

借
問
花
節
有
期
否
　
花
開
花
落
億
万
春

花
の
散
る
と
こ
ろ
鶯
が
鳴
き
、
蝶
が
群
れ
る

（嵯
峨

。
第
四
聯
）
。
春

風
に
よ
っ
て
空
に
満
ち
る
花
の
の
ど
か
な
光
景
、
そ
し
て
神
泉
苑
は
桃
源

郷
に
も
比
定
さ
れ
る

（琴
守

。
第
四

・
五
聯
）
。

さ
ら
に
美
人
が
配
さ
れ
、
散
る
花
と
彼
女
等
の
美
し
さ
が
重
ね
合
わ
さ

れ
、

「
し
ば
し
の
風
光
も
い
た
ず
ら
に
で
き
よ
う
か
」

（嵯
峨
）
と
、
こ

の
一
瞬
の
享
楽
に
浸
り
、

「花
の
季
節
に
限
り
は
な
い
、
咲
き
散
る
こ
と

は
永
遠
に
続
く
の
だ
」

（琴
守
）
と
、
眼
前
の
光
景
の
悠
久
さ
を
讃
え
て

終
わ
る
。

こ
れ
ら
の
落
花
は
、
艶
麗
な
も
の
で
あ
り
、
美
姫
の
美
し
さ
と
競
う
も

の
で
あ
り
、
共
に
宴
の
場
を
飾
る
も
の
で
あ

っ
た
。

小
島
憲
之
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
表
現
は
六
朝
詩
に
暗
示
を
得
た

も
の
で
あ
る

（４
）
と
い
う
こ
と
だ
が
、
宴
の
場
を
飾
る
落
花
は
、
既
に
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『懐
風
藻
』
に
見
え
る
。

芳
梅
含
雪
散
　
嫌
柳
帯
風
斜

（七
五

・
初
春
於
長
王
宅
宴

・
百
済
和

麻
呂
）

椒
花
帯
風
散
　
柏
葉
含
月
新

（七
八

・
侍
宴

。
守
部
大
隅
）

詩
題
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
両
方
と
も
に
宴
の
場
で
の
詩
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
落
花
は
そ
の
場
を
飾
る
も
の
で
、

「落
花
篇
」
の
落
花
と
通
じ

る
性
格
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「落
花
篇
」
で
は
、

「落
花
」
を
主

題
に
し
、
そ
の
美
し
さ
を
精
密
に
享
楽
的
に
表
現
し
て
い
た
。
そ
の
点
、

宴
の
場
そ
の
も
の
を
主
題
に
し
て
、
場
を
飾
る
役
目
を
負
う
落
花
よ
り
も

そ
の
美
し
さ
に
対
し
て
自
覚
的
で
あ
り
意
図
的
な
の
で
あ
る
。
落
花
そ
の

も
の
に
詩
的
興
味
が
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
結
果

的
に
神
泉
苑
で
の
花
宴
の
場
の
美
し
さ
を
強
調
し
て
は
い
る
が
、
落
花
の

美
し
さ
を
描
く
こ
と
の
み
で
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

初
め
て
落
花
に
目
が
移
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
も
と
も
と
宴
の
場
を
飾

る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
を
、
推
し
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
華
麗
さ
が
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

落
花
の
性
格
が

一
変
す
る
。
弘
仁
期
に
好
ん
で
詠
ま
れ
た
閏
怨
詩
が
影
響

し
た
の
で
あ
る
。

『文
華
秀
麗
集
』
の
中
に
、

「
春
閏
怨
」
の
奉
和
詩
群

（五

一
～
五
三
）

が
あ
る
。
菅
原
清
公
、
朝
野
鹿
取
、
巨
勢
識
人
の
三
首
だ
が
、
嵯
峨
天
皇

の
原
詩
は
残
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
詩
は
長
大
な
た
め
全
文
を
あ
げ
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
三
首
と
も
通
常
の
関
怨
詩
に
違
わ
ず
、
美
し
い
女
性
が
男
の

も
と
に
嫁
い
だ
と
こ
ろ
、
夫
が
辺
塞
へ
戦
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
孤

独
な
関
房
に
苦
し
み
、
老
い
て
い
く
こ
と
を
嘆
く
詩
で
あ
る
。

女
性
の
容
貌
、
嘆
老
が
問
題
に
な
る
。

識
人
の
詩
を
見
る
と
、
女
性
の
姿
を
、

妾
年
妖
艶
二
八
時
　
灼
灼
容
華
桃
李
姿

と
、
桃
李
に
書
え
る
。
こ
の
よ
う
な
比
喩
は
、
既
に
、

春
女
春
粧
言
不
及
　
無
量
無
数
満
華
庭

（中
略
）

還
知
人
間
仙
路
近
　
重
見
桃
李
自
前
生

（凌
雲
集

・
六
〇

・
奉
和
観
佳
人
踏
歌
御
製

・
小
野
本
守
）

と
あ
り
、

『文
選
』
等
に
も
見
え
る
。
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。

女
人
の
容
貌
が
美
し
い
桃
李
に
た
と
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
眉
を
柳
に
、

笑
み
を
桃
に
た
と
え
る
例
の
方
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
首
の
中
で
も

清
公
の
詩
な
ど
は
、
そ
う
い
っ
た
見
立
て
を
念
頭
に
お
い
た
表
現
が
な
さ

れ
て
い
る
。

可
妬
桃
花
徒
映
薔
　
生
憎
柳
葉
尚
舒
眉

女
人
の
容
貌
を
花
に
た
と
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
閏
怨
詩
で
の
落
花
は

あ
る
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
鹿
取
の
詩
の
最
後
に
そ
れ
が
表
れ
て
い

Ｚ
り

。

落
花
飛
尽
顔
欲
老
　
早
返
応
見
片
時
好

花
が
散
る
こ
と
が
、
即
、

「老
い
」
と
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
こ
で
い

う
落
花
と
は
、
花
の
ご
と
き
女
人
の
衰
一房
。
老
い
を
表
し
て
い
る
の
で
あ

Ｚ
り
。



閏
怨
詩
は
日
本
で
好
ま
れ
た
も
の
ら
し
い
か
ら
、
落
花
と
老
い
の
結
び

付
き
は

一
般
的
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
は
関
怨
詩
の
中
で
の
場
合
で
あ

る
。
し
か
し
、
逆
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
怨
を
主
題
に
し
て
の
落
花
で
は

な
く
、
落
花
を
主
題
に
し
て
の
関
怨
で
あ
る
。
落
花
が
直
接
老
い
に
結
び

付
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
の
存
在
も
落
花
と
老
い

の
結
び
付
き
を
緊
密
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

楽
府
に

「梅
花
落
」
と
い
う
題
が
あ
る
。
日
本
で
も
詠
ま
れ
て
お
り
、

『文
華
秀
麗
集
』
に
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る

（
５
）
。

梅
花
落
　
嵯
峨
天
皇

（文
華
秀
麗
集

・
六
七
）

鶴
鳴
梅
院
暖
　
花
落
舞
春
風

歴
乱
瓢
鋪
地
　
徘
徊
厠
満
空

狂
香
燻
枕
席
　
散
影
度
房
滝

欲
験
傷
離
苦
　
応
聞
尭
笛
中

奉
和
梅
花
落
　
菅
原
清
公

（文
華
秀
麗
集

・
六
八
）

春
風
吹
物
暖
　
朝
夕
蕩
庭
梅

花
点
紅
羅
帳
　
香
繁
王
鏡
台

楡
関
消
息
断
　
蘭
戸
歳
年
催

未
度
征
人
意
　
空
労
錦
字
廻

こ
の
二
首
を
見
る
と
、
前
半
で
花
の
散
る
よ
う
す
を
描
き
、
そ
こ
か
ら
、

夷
狭
と
の
戦
に
行
っ
た
夫
を
待
つ
婦
人
の
関
房
へ
と
場
面
が
移
っ
て
い
る
。

楽
府
の
題
は
も
と
も
と
曲
名
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
詩
題
と
変
わ
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
落
花
を
主
題
と
し
て
、
閏
怨
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「梅
花
落
」
で
閣
怨
を
詠
む
の
は
、
決
し
て
日
本
独
自
で
は
な
い
。
便

宜
的
に

『楽
府
詩
集
』
を
緒
く
と
、
巻
二
四
に

「梅
花
落
」
が
あ
り
、
次

の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

金
硼
落
芳
梅
　
瓢
零
上
鳳
台

払
牧
疑
紛
散
　
遂
溜
似
澪
開

映
日
花
光
動
　
迎
風
香
気
来

佳
人
早
挿
醤
　
試
立
且
徘
徊

（陳
後
主
）

対
戸

一
株
梅
　
新
花
落
故
栽

燕
拾
還
蓮
井
　
風
吹
上
鏡
台

侶
家
怨
思
妾
　
楼
上
独
徘
徊

嗜
看
竹
葉
錦
　
暮
罷
未
成
裁

（徐
陵
）

日
本
の

「
梅
花
落
」
と

「
徘
徊
」

「
鏡
台
」
な
ど
字
句
も
通

っ
て
い
る

が
、
内
容
も
、
花
が
散
る
や
、　
一
人
敗
台
に
向
か
い
、
征
戦
に
行
っ
て
し

ま

っ
た
夫
を
思
う
婦
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

「梅
花
落
」
の

一
つ
の

類
型
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
婦
人
を
主
題
に
詠
む

の
が
閏
怨
詩
な
の
で
あ
る
。

落
花
と
は
、

「梅
花
落
」
で
は
鏡
台
に
い
る
女
性
を
導
き
出
す
も
の
で

あ
り
、
関
怨
詩
で
は
、
そ
の
女
性
の

「老
い
」
を
表
す
も
の
で
あ

っ
た
。

先
に
述
べ
た
、

「落
花
篇
」
の
よ
う
な
艶
麗
で
享
楽
的
な
も
の
で
は
な
く
、

憂
愁
を
帯
び
て
い
る
。
特
に
、
関
怨
詩
の
方
で
は

「老
い
」
と
い
う
、
忌
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み
嫌
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

関
怨
詩
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
楽
府

「梅
花
落
」
で
、
こ
の
よ
う

な
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
落
花
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
現
れ
る
の

が
、

『文
華
秀
麗
集
』
以
後
に
詠
ま
れ
た

「落
花
詞
」
で
あ
り
、
こ
れ
は

『雑
言
奉
和
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
落
花
詞
」
は
五
首
か
ら
成
り
、
小
島
氏
に
よ
れ
ば
弘
仁

一
〇
年

二
月
の
河
陽
宮
行
幸
の
際
の
作
で
あ
る

（６
）
。
性
格
上
は
、
神
泉
苑
の

「落
花
篇
」
と
同
じ
く
、
実
景
を
前
に
し
て
詠
ま
れ
た
詩
で
あ
り
、
関
怨

詩
、
楽
府
詩
以
上
に
落
花
と
い
う
主
題
に
即
し
た
表
現
が
な
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。
だ
が
、

「
落
花
篇
」
と
異
な
り
、
憂
愁
を
負
っ
て
い
る
。
閏
怨

詩
的
言
辞
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
首
の

「落
花
詞
」
の
中
で
、
滋
野

貞
主
の
詩
が
そ
れ
で
、

妾
涙
常
悲
共
水
滴
　
妾
顔
猶
畏
与
花
衰

と
い
う
表
現
が
あ
る
。
落
花
と
い
う
主
題
で
、
怨
婦
の
嘆
き
と
老
い
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
滋
主
の
詩
は
、
関
怨
詩
的
落
花
が
落
花
の

属
性
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
の

「落

花
詞
」
に
は
、
関
怨
詩
的
落
花
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ず
、
別
の
問
題
を

有
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
残
り
四
首
中
の
坂
田
永
河
と
菅
原

清
公
の
詩
に
見
え
る
表
現
で
あ
る
。

将
花
擬
人
人
将
故
　
人
故
花
新
返
惜
紅

（永
河
）

年
年
歳
歳
花
如
弦
　
看
来
看
去
無
息
時

（清
公
）

こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
初
唐
劉
希
夷
の

「代
自
頭
吟
」
の

「
年
年
歳
歳

花
相
同
　
歳
歳
年
年
人
不
同
」
を
摂
取
し
た
も
の
で
あ
る

（
７
）
。
花
は
、

散

っ
て
も
、
毎
年
同
じ
よ
う
に
咲
く
。
し
か
し
、
人
は
た
だ
老
い
行
く
だ

け
で
あ
る
。

花
の
咲
き
散
る
こ
と
の
悠
久
さ
は
、
先
に
あ
げ
た
本
守
の

「落
花
篇
」

″に
、

借
問
花
節
有
期
否
　
花
開
花
落
億
万
春

と
し
て
見
え
る
が
、

「
老
い
」
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。

「年
年
歳
歳
」
的

表
現
の
中
で
は
、
こ
う
い
っ
た
自
然
の
悠
久
さ
と
、
過
ぎ
て
行
く
時
間
の

中
で
は
無
力
な
人
間
の
有
限
性
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

「花
」
は
、
人

間
の
一
生
な
ど
何
事
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
恒
久

性
を
持
っ
た
自
然
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
聞
怨
詩
中
の
、
人
間
の

「
老
い
」
そ
の
も
の
で
あ
る
落
花
と
、

「老
い
」
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
落
花
と
は
、
性
格
が
異
な
る
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
落
花
は

「老
い
」
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で

あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
単
に
、
閏
怨
詩
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
人
間

全
体
の
問
題
と
し
て

「
時
」
を
表
す
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

落
花
そ
の
も
の
は
、
美
し
い
も
の
と
し
て
捉
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
喚
起
す
る
も
の
は

「老
い
」
で
あ
り
、
人
間
が

立
ち
向
か
っ
て
も
永
遠
に
勝
利
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

「
時
」
で
も
あ
っ

た
。
そ
う
い
う
隠
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
落
花
は
否
定
的
な
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
落
花
意
識
の
形
成
の
中
で

「
惜
落
花
」
と
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
単
純
に
、
花
に
対
す
る
愛
着
で
あ
る
、
と
い

い
き
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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先
に
問
題
に
し
た
坂
田
永
河
の

「落
花
詞
」
に

「惜
落
花
」
の
言
辞
が

あ
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
答
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

奉
和
聖
製
江
上
落
花
詞
　
坂
田
永
河

（雑
言
奉
和

。
一
）

天
子
乗
春
幸
河
陽
　
河
陽
旧
来
花
作
県

一
県
併
是
落
花
時
　
落
花
鋼
厠
映
江
辺

濃
香
不
異
武
陵
迷
　
軽
盈
髪
第
陽
台
夢

山
路
吹
落
明
月
中
　
渡
頭
紛
紛
細
草
叢

惜
落
花
　
　
　
　
　
飛
来
飛
去
任
春
風

将
花
擬
人
人
将
故
　
人
故
花
新
遍
惜
紅

只
為
芥
芳
近
仙
看
　
万
樹
栄
暉

一
種
同

看
落
花
　
　
　
　
　
一
半
粛
濯

一
半
結

今
歳
瑳
陀
雖
落
尽
　
明
年
還
復
堪
攀
折

こ
の
詩
の
五
聯
目
に

「惜
落
花
」
の
表
現
が
あ
る
。
惜
し
ま
れ
る
落
花

は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
六
聯
目
に
前
述
し
た

「
将
花
擬
人
人
将
故

人
故
花
新
返
惜
紅
」
の
聯
が
あ
る
。

「
惜
落
花
」
と
は
、
直
接
に
は
、

春
風
の
思
う
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
花
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
す
ぐ
後
に
こ
の
表
現
が
あ
る
の
で
あ
る
。
落
花
か
ら
連
想
が

「人
間
の

老
い
」
に
導
か
れ
、

「代
白
頭
吟
」
に
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

「惜
落
花
」

の
時
点
で
、
そ
れ
ま
で
落
花
を
叙
述
し
て
き
た
の
が
、
一詠
者
の
感
情
を
詠

み
込
む
段
階
に
入
っ
て
き
て
、
そ
し
て
詠
ま
れ
た
の
が
、

「人
間
の
老
い
」

な
の
で
あ
る
。

「惜
落
花
」
と
い
う
言
辞
自
身
が
契
機
と
な
っ
て

「老
い
」

を
導
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「惜
落
花
」
に
は
、
既
に
、

「老
い
」

が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
表
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
落
花
に
は
、
眼
前

に
あ
る
花
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
喚
起
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、

「惜
落
花
　
飛
来
飛
去
任
春
風
」
に
続
い
て
、

「老
い
」
が

描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
落
花
と
い
う
事
象
を
確
認
し
、
惜
じ
む
こ
と
で
、

か
え
っ
て
、
今
の
こ
の
瞬
間
よ
り
も
翌
年
に
思
い
が
飛
び
、
そ
の
時
に
も

ま
た
咲
く
花
が
意
識
さ
れ
、
自
分
は
歳
を
重
ね
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
感
得
す
る
の
で
あ
る
。

「落
花
」
と

「
老
い
」
が
密
接
に
結
び
合
い
、

花
が
散
る
の
を
惜
じ
む
こ
と
が
、

「老
い
」
を
嘆
き
惜
じ
む
こ
と
に
つ
な

が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
、
前
半
で
は
、

「武
陵
迷
」

「
陽
台
夢
」

（８
）と
、
落
花

の
美
し
さ
を
故
事
を
踏
ま
え
て
華
麗
に
描
き
出
し
て
い
る
が
、
決
し
て
そ

れ
が
主
題
な
の
で
は
な
い
。

今
歳
畦
陀
雖
落
尽
　
明
年
還
復
堪
攀
折

こ
の
詩
の
尾
聯
で
あ
る
。
散
る
花
の
ご
と
く
人
は
老
い
て
行
く
が
花
は

ま
た
新
し
く
咲
く
、
と
詠
ま
れ
た
後
に
こ
の
表
現
が
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ

の
聯
の
言
外
に
、
人
間
の
生
の
は
か
な
さ
を
感
じ
る
と
し
て
も
、
あ
な
が

ち
付
会
で
は
あ
る
ま
い
。
明
年
も
ま
た
こ
の
花
は
咲
き
、
手
折
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
が
、
人
は
、
着
実
に

「老
い
」
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る

（９
）
。

「惜
落
花
」
と
い
う
表
現
は
、
人
事
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
。
花
に

対
す
る
愛
着
が
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
。
咲
い
て
い
る
こ
の
瞬
間
の
花

に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

一
瞬
の

「
時
」
へ
の
執
着
が

あ

っ
た
か
ら
こ
そ
の

「
惜
落
花
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
執
着

は
、

「生
」
へ
の
執
着
で
も
あ

っ
た
。

「
惜
落
花
」
は
過
ぎ
行
く

「
時
」
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に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

永
河
の
詩
は
、
そ
れ
ま
で
の
落
花
意
識
の
基
盤
か
ら
生
し
た
詩
で
あ
る
。

「老
い
」
や

「時
」
と
結
び
付
い
て
い
た
落
花
を
用
い
て
嘆
老
を
表
現
し

た
の
で
あ
る
。

「惜
落
花
」
と
は
、

「惜
老
」
で
も
あ

っ
た
。
落
花
と

「老
い
」

「
時
」

が
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
そ
れ
が
、
弘
仁
期
の
落
花
意
識
で
あ
っ
た
。

三

前
節
で
、
弘
仁
期
の
落
花
意
識
を
見
て
き
た
。
落
花
が
人
間
の
生
の
悲

哀
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

「老
い
」
の
直
接

の
喩
と
な
り
、

「
時
」
を
表
す
も
の
で
も
あ
っ
た
落
花
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
状
況
下

『白
氏
文
集
』
が
渡
来
し
、
そ
の
落
花
が
摂
取
さ
れ
る
。

『自
氏
文
集
』
の
渡
来
は
、
承
和
期
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
日

本
漢
詩
人
が
ど
の
よ
う
に
落
花
を
表
現
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期

の
漢
詩
文
が
殆
ど
残

っ
て
お
ら
ず
、
ま
と
ま
っ
て
残

っ
て
い
る
の
が
や
や

時
代
の
降
っ
た
嶋
田
忠
臣
や
菅
原
道
真
の
詩
集
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

直
接

『白
氏
文
集
』
の
落
花
を
見
て
い
く
。

①
百
花
落
如
雪
　
両
髪
垂
作
糸

（自
氏
文
集
巻
六

・
晩
春
浩
酒
）

②
引
手
攀
紅
桜
　
紅
桜
落
似
霰

（同
巻

一
一
。
花
下
対
酒
）

③
漠
漠
紛
紛
不
奈
何
　
狂
風
急
雨
両
相
和

（同
巻

一
六

・
惜
落
花
、

贈
崖
二
十
四
）

④
花
尽
顔
新
自
　
登
楼
意
若
何

（同
巻
十
六

・
晩
春
登
大
雲
寺
南
楼
、

贈
常
禅
師
）

⑤
桜
桃
昨
夜
開
如
雪
　
愛
髪
今
年
自
似
霜

（同
巻
十
八

・
感
桜
桃
花
、

因
勝
飲
客
）

⑥
二
月
五
日
花
如
雪
　
五
十
二
人
頭
似
霜

（同
巻
二
十

・
二
月
五
日

花
下
作
）

⑦
落
花
如
雪
愛
如
霜
　
酔
把
花
看
益
自
傷

（同
巻
二
五

・
花
前
有
感
、

兼
呈
崖
相
公
、
劉
郎
中
）

③
日
斜
嗜
鳥
思
　
春
尽
老
人
心

（同
巻
二
六

・
惜
落
花
）

⑨
落
花
無
限
雪
　
残
姜
幾
多
糸

（同
巻
三
二

・
残
春
詠
懐
、
贈
楊
慕

巣
侍
郎
）

以
上
九
首
、

「自
氏
文
集
』
の
中
か
ら
落
花
が
詠
ま
れ
た
句
を
抜
出
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
我
が
国
で
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
の
中
で
も
落
花
は

「
老
い
」
と
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
の

点
だ
け
か
ら
い
え
ば
前
代
の
落
花
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
い
え
ば
、

前
代
の
よ
う
な
基
盤
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
詩
句
は
受
入
れ
や
す
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
落
花
と

「老
い
」
の
関
係
は
前
代
の
も
の
と
全
く
同

一

か
、
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
①
④
⑤
⑥
⑦
⑨
の
例
は
ほ
ぼ

同
じ
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
詩
句
で
は
、
落
花
ま
た
は

花
が
雪
に
た
と
え
ら
れ
、
雪
の
自
さ
が
髪
の
自
さ
を
導
き
出
し
、

「老
い
」

を
呼
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
落
花
そ
の
も
の
が
直
接

「
老
い
」
に
結
び

付
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。　
コ
屋

が
介
在
し
て
、

「
自
」
と
い
う
色
か
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ら
自
髪
、
そ
し
て

「
老
い
」
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
年
年
歳
歳
」

的
な
落
花
と
似
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
落
花
の
方
に
、
無
限
の
「時
」

悠
久
な
自
然
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

③
③
の
例
は

「惜
落
花
」
を
主
題
と
し
て
い
る
。
し
か
も
③
の
例
は
こ

の
題
で
老
人
の
心
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
前
述
の
永
河
の
例
と
通
じ

て
い
る
。

「惜
落
花
」
と
い
う
趣
向
は
、
前
節
で
そ
の
萌
芽
を
見
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
自
居
易
の
詩
で
も
、
ど
う
や
ら
同
じ
よ
う
な
詠
ま
れ
方
が

な
さ
れ
て
お
り
、
落
花
と

「老
い
」
の
結
び
付
き
か
ら
現
れ
た
の
で
あ
る
。

落
花
と

「老
い
」
の
関
係
は
、

「惜
落
花
」
と
言
う
趣
向
で
よ
り
緊
密

に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
趣
向
の
広
が
り
が
、
後
に
、
桜
歌
で

「散
る
を

惜
じ
む
」
の
発
想
が
多
く
詠
ま
れ
た
原
因
に
も
な
ろ
う
。

論
が
前
後
し
た
が
、

「惜
落
花
」
は
自
居
易
だ
け
の
影
響
で
は
な
い
。

自
居
易
の
詩
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
そ
こ

に
は
、
唐
詩
全
体
の
趨
勢
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
便
宜
的
に
唐
詩
の

「惜

落
花
」
及
び
そ
れ
に
類
す
る
詩
題
を
調
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

惜
花

（郭
震
）

惜
春
傷
同
幕
故
人
孟
郎
中
兼
呈
去
年
見
花
友

（李

益
）
　
惜
花

（予
鵠
）
　
惜
花

（張
籍
）
四
首
　
惜
花
吟

（飽
氏
君

徽
）

惜
牡
丹
二
首

（自
居
易
）

惜
落
花

（自
居
易
）

惜
落
花
、

贈
崖
二
十
四

（自
居
易
）

惜
春
贈
李
ヂ

（自
居
易
）

惜
花

（自

居
易
）

惜
花

（劉
言
史
）

惜
花
三
首

（張
碧
）

惜
花
詞

（施

肩
吾
）

惜
花

（施
肩
吾
）

惜
春

（杜
牧
）

惜
春

（許
渾
）

惜
春

（詳
能
）

惜
春
詞

（温
庭
一均
）

惜
花

（陸
亀
蒙
）

惜
花

（来
鵠
）

惜
花

（李
山
甫
）

惜
花

（方
干
）

惜
春

（羅
郷
）

惜
花

（唐
彦
謙
）

惜
花

（韓
優
）

惜
春

（韓
侵
）

惜
牡
丹

（徐
寅
）

惜
花

（任
翻
）

惜
花

（李
建
勲
）
二
首
　
惜
花
寄
孫

員
外

（李
建
勲
）
　
惜
花

（張
泌
）
　
惜
花

（成
彦
雄
）
　
惜
蓮
花

（糧
櫓
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
配
列
は
ほ
ぼ
時
代
順

郭
震
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
中
唐
、
晩
唐
の
詩
人
で
あ
る
。
中
唐
の
頃

か
ら

「惜
花
」
の
詩
題
が
多
く
な
り
、
そ
こ
に
自
居
易
が
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
が
日
本
に
影
響
を
与
え
た
、
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
唐
よ
り
顕
著
に
な
る

「惜
花
」
の
趣
向
を
受
入
れ
る
た
め
の
準
備
は

日
本
で
も
で
き
て
い
た
。
前
代
の
落
花
意
識
の
中
で
醸
成
さ
れ
た

「惜
落

花
」
が
そ
れ
を
物
語
る
。
そ
う
い
っ
た
基
盤
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
弘
仁
期
か
ら
承
和
期
周
辺
ま
で
の
漢
詩
文
の
落
花
意
識
を
見

て
き
た
が
、
こ
の
中
で

「桜
」
を
対
象
と
し
た
落
花
は
殆
ど
な
い
。

「桜
」

に
限
ら
ず
、
落
花
詩
の
中
で
詠
ま
れ
る

「花
」
は
全
く
特
定
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

桜
は
、
漢
詩
文
で
全
く
詠
ま
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

『懐
風
藻
』

『
凌
雲
集
』

『経
国
集
』
に
見
え
る

（
１０
）
が
、
後
藤
昭
雄
氏
の
論
考

（
Ｈ
）
に
よ
れ
ば
、
本
格
的
に
は
承
和
期
頃
か
ら
詠
ま
れ
始
め
た
よ
う
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
あ
げ
た

『自
氏
文
集
』
の
例
に
一屎
る
の
だ
が
、
②
⑤

の
詩
は
、

「
紅
桜
」

「
桜
桃
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

「自
氏
文
集
」
に
は
、

「
紅
桜
」

「
桜
桃
」
を
詠
ん
だ
詩
が
他
に
も
見
出
せ
る
。
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緑
恵
不
香
饒
桂
酒
　
紅
桜
無
色
譲
花
錮

（自
氏
文
集
巻

一
四

。
宴
周

暗
大
夫
光
福
宅
）

紅
桜
満
眼
目
　
自
髪
半
頭
時

（同
巻

一
六

・
桜
桃
花
下
歎
自
髪
）

亦
知
官
舎
非
吾
宅
　
且
所
山
桜
満
院
栽

（同
巻

一
六

・
移
山
桜
桃
）

桜
桃
落
醐
顆
　
夜
合
隔
簾
花

（同
巻
二
四

・
春
尽
、
勧
客
酒
）

春
風
先
発
苑
中
梅
　
桜
杏
桃
梨
次
第
開

（同
巻
二
七

・
春
風
）

楊
柳
花
瓢
新
白
雪
　
桜
桃
子
綴
小
紅
珠

（同
巻
三

一
。
酬
舒
三
員
外

見
贈
長
句
）

調
調
美
周
宅
　
桜
繁
春
日
斜

（同
巻
三
六

・
桜
桃
花
下
有
感
而
作
）

「桜
桃
」

「紅
桜
」
が
日
本
の
桜
と
同
じ
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ

ろ
う
が
、
日
本
の
詩
人
は
、

「
桜
」
と
言
う
字
面
か
ら
同
じ
よ
う
に
受
け

取
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
で
こ
の
よ
う
な

「
桜
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と

は
少
な
い
。
自
居
易
が
突
出
し
て
い
る

（
１２
）
０
承
和
期
頃
か
ら
、
日
本

の
漢
詩
文
で
桜
が
詠
ま
れ
始
め
た
の
に
は
こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
か

ら
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
自
居
易
の
落
花
詩
に
は

「桜
」
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
落
花
と

桜
の
結
び
付
き
は
こ
の
辺
り
か
ら
で
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

（貞
観
八
年
）
間
二
月
丙
午
朔
。
鸞
輿
幸
於
太
政
大
臣
東
京
染
殿
第
。

観
桜
花
。
王
公
已
下
及
百
官
属
従
。

（中
略
）
喚
能
属
文
者
数
人
。

賦
落
花
無
数
雪
詩
。
終
日
楽
飲
。
皇
歓
是
治
。
群
臣
具
酔
。

（
日
本
三
代
実
録
）

藤
原
良
房
の
染
殿
第
で
の
桜
宴
で
あ
る
。
桜
の
詩
宴
は
記
録
に
現
れ
る

も
の
で
は
天
長
八
年
に
も
挙
行
さ
れ
、
染
殿
第
で
も
こ
れ
以
前
に
桜
宴
が

行
な
わ
れ
て
い
た

（１３
）
が
ヽ
注
目
す
べ
き
は
詩
題
で
あ
る
。

「
落
花
無

数
雪
」
と
あ
る
。
桜
が
落
花
を
主
題
と
し
て
よ
ま
れ
た
最
も
古
い
例
が
、

こ
の
記
事
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
題
は
、
諸
氏
の
指
摘

（１４
）
に
よ
る
と
、

先
に
あ
げ
た
、

『白
氏
文
集
』
の
例
の
②
を
出
典
と
す
る
。
桜
と
落
花
の

関
係
に
は
自
居
易
が
関
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で

そ
れ
が
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
落

花
は
、
花
を
特
定
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
、
桜
と
い
う
具
体
的
な

花
を
対
象
に
し
た
の
で
あ
る
。
桜
と
落
花
の
結
び
付
き
の
端
緒
に
は
な
っ

た
だ
ろ
う
。

落
花
に
は
、

「老
い
」
と
い
う
意
識
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
惜
落
花
」
は
、
そ
の
よ
う
な

「
老
い
」
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

ど
う
や
ら
、
最
初
に
あ
げ
た
桜
歌
の
問
題
も
こ
こ
に
起
因
し
て
い
る
ら
し

い
。
花
の
散
る
こ
と
に
対
し
て
、
お
お
げ
さ
な
ま
で
に
詠
者
の
感
慨
を
詠

み
込
む
こ
と
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
落
花
意
識
を
継
承
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、

「惜
落
花
」
詩
の
受
容
が
、
歌
の
世
界
に
も
広
が
り
、

い
か
に

「惜
落
花
」
を
詠
む
か
が
問
題
に
さ
れ
、
一詠
者
の
様
々
な
感
情
が

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
結
論
を
導
く
に
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
歌
の
世
界
に
、

こ
の
よ
う
な
落
花
意
識
を
受
け
継
ぐ
だ
け
の
基
盤
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
確
認
し
て
初
め
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
今
度
は
、
歌
の
方
か
ら
、

今
ま
で
論
じ
て
き
た
落
花
意
識
と
の
結
び
付
き
を
考
察
し
て
い
く
。
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四

桜
は
歌
で
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
の
か
。
古
今
集
の
よ
み
人
し

ら
ず
の
歌
か
ら
考
え
た
い
。
よ
み
人
し
ら
ず
歌
の
全
て
が
古
い
時
代
の
も

の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
今
集
時
代
及
び
そ
れ
以
前
の
歌

で
最
も
典
型
的
で
基
盤
的
な
も
の
が
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
う
つ
ろ
は
む
と
や
色
か
は
り
ゆ
く

（春
下

上
ハ
九
）

ま
て
と
い
ふ
に
ち
ら
で
し
と
ま
る
物
な
ら
ば
な
に
を
桜
に
思
ひ
ま
さ

ま
し

（春
下

・
七
〇
）

の
こ
り
な
く
ち
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
中
は
て
の
う
け
れ
ば

（春
下

・
七

一
）

こ
の
さ
と
に
た
び
ね
し
ぬ
べ
し
さ
く
ら
花
ち
り
の
ま
が
ひ
に
い
へ
ぢ

わ
す
れ
て

（春
下

・
七
二
）

空
蝉
の
世
に
も
に
た
る
か
花
ざ
く
ら
さ
く
と
見
し
ま
に
か
つ
ち
り
に

け
り

（春
下

・
七
三
）

以
上
は
、
古
今
集
春
歌
下
の
冒
頭
に
位
置
す
る
よ
み
人
し
ら
ず
歌
で
あ

２
つ
。こ

の
五
首
の
う
ち
、
七
〇

・
七

一
。
七
二
番
歌
に
注
意
し
て
み
る
と
、

「
散
る
」
と
い
う
事
象
に
託
し
て
詠
者
の
感
慨
を
詠
ん
で
い
る
。
桜
歌
の

基
本
的
な
詠
ま
れ
方
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
も
七

一
・
七
二
番
歌
で
は

「
世
の
中
」
を
引
合
に
出
し
て
詠
ん
で
い
る
。

七

一
番
歌
は
通
常

「
す

っ
か
り
散
る
の
が
愛

（め
）
で
た
い
の
だ
、
桜

花
よ
。
な
ま
じ
生
き
な
が
ら
え
て
は
、
世
の
中
と
い
う
も
の
は
、

つ
い
に

は
つ
ら
い
思
い
を
味
わ
う
の
だ
か
ら
」

（新
大
系
古
今
和
歌
集

。
脚
注
）

と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、
散

っ
て
し
ま
う
桜
を
ほ
め
讃
え
、
生
き
長
ら
え

る
と
辛
い
こ
と
の
多
い
世
の
中
を
憂
え
た
歌
で
あ
る
。

ま
た
、
七
二
番
歌
は
、
桜
の
咲
き
散
る
こ
と
の
は
か
な
さ
を
、
世
の
は

か
な
さ
に
た
と
え
て
い
る
。
桜
の
は
か
な
さ
と
世
の
は
か
な
さ
を
同
列
に

扱
う
と
は
、
い
か
に
も
お
お
げ
さ
な
印
象
を
与
え
る
歌
で
あ
る
が
、
桜
が

咲
い
て
か
ら
散
る
ま
で
の
数
十
日
が
、
は
か
な
き
世
、
お
そ
ら
く
は
人
の

一
生
に
た
と
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、

こ
の
比
喩
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
世
の
中
と
い
う
も
の
の
は
か
な
さ
が
、

桜
を
た
と
え
に
し
て
も
奇
異
で
は
な
い
程
度
に
、
人
間
に
と

っ
て
切
実
な

も
の
、
あ
る
い
は
、
詩
歌
の
世
界
で
常
套
的
表
現
と
な

っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
歌
の
比
喩
は
逆
の
方
が
す

っ
き
り
す
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
の
中
の
は
か
な
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、

桜
を
持
出
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
歌
に
な
る
。
無
論
、
こ
の
歌
に
そ
の

よ
う
な
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
二
首
は
、
共
に
、
世
の

「
憂
さ
」

「
は
か
な
さ
」
が
前
提
と
な

っ

て
い
る
歌
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
世
の
中
を

嘆
く
歌
を
古
今
集
中
に
探
す
と
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
出
せ
る
。

ち
る
花
を
な
に
か
う
ら
み
む
世
中
に
わ
が
身
も
と
も
に
あ
ら
む
も
の

か
は

（春
下

。
一
一
二

・
よ
み
人
し
ら
ず
）
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こ
ひ
し
な
ば
た
が
名
は
た
た
し
世
中
の
つ
ね
な
き
物
と
い
ひ
は
な
す

と
も

（恋
二

・
六
〇
三

・
深
養
父
）

世
中
は
な
に
か
つ
ね
な
る
あ
す
か
が
わ
き
の
ふ
の
ふ
ち
ぞ
け
ふ
は
せ

に
な
る

（雑
下

。
九
二
三

・
よ
み
人
し
ら
ず
）

雁
の
く
る
峰
の
朝
霧
は
れ
ず
の
み
思
ひ
つ
き
せ
ぬ
世
中
の
う
さ

（雑

下

。
九
二
五

・
よ
み
人
し
ら
ず
）

世
中
は
夢
か
う
つ
つ
か
う
つ
つ
と
も
夢
と
も
し
ら
ず
有
り
て
な
け
れ

ば

（雑
下

。
九
四
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

世
に
ふ
れ
ば
う
さ
こ
そ
ま
さ
れ
み
よ
し
の
の
い
は
の
か
け
み
ち
ふ
み

な
ら
し
て
む

（雑
下

。
九
五

一
。
よ
み
人
し
ら
ず
）

こ
れ
ら
の
歌
も
殆
ど
が
よ
み
入
し
ら
ず
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
い
く
つ

か
あ
げ
た
が
、
雑
歌
下
の
冒
頭
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
世
の
中
の
無
常

を
詠
ん
だ
歌
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
多
く
が
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
で
あ
る
。

先
の
桜
歌
二
首
は
、
こ
れ
ら
の
一
連
に
組
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
世
の
中
の

「
う
さ
」

「
は
か
な
さ
」
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る

「
あ
す
か
川
」

「
朝
霧
」

「
夢
」
と
同
じ
よ
う
な
喩
と
し
て

「桜
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
、
こ
れ
ら
の
殆
ど
が
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
連
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は

一
層
強
ま
る
。

こ
の
よ
う
な

「
無
常
歌
」
の
例
は
、
古
今
集
以
外
、
特
に
そ
れ
以
前
に

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。

世
間
を
何
に
喩
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
舟
の
跡
な
き
ご
と
し

（万

葉
集

・
巻
三

・
三
五

一
。
満
誓
）

世
間
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
そ
こ
の
照
る
月
は
満
ち
欠
け
し
け

る

（万
葉
集

・
巻
三

・
四
四
二

・
作
者
未
詳
）

世
間
し
常
か
く
の
み
と
か
つ
知
れ
ど
痛
き
情
は
忍
び
か
ね
つ
も

（万

葉
集

・
巻
三

・
四
七
二
・
家
持
）

世
間
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

（万
葉
集

・
巻
五

・
七
九
二

・
旅
人
）

世
間
の
　
す
べ
な
き
も
の
は
　
年
月
は
　
流
る
る
ご
と
し

（中
略
）

世
間
や
　
常
に
あ
り
け
る

（下
略
）

（万
葉
集

・
巻
五

・
八
〇
四

。
億
良
）

世
間
を
常
な
き
も
の
と
今
そ
知
る
奈
良
の
都
の
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば

（万
葉
集

・
巻
六

。
一
〇
四
五

・
作
者
未
詳
）

世
間
の
常
な
き
こ
と
は
知
る
ら
む
を
心
尽
く
す
な
ま
す
ら
を
に
し
て

（万
葉
集

・
巻

一
九

・
四
二
一
六

・
家
持
）

以
上
は
、
万
葉
集
の
中
で

「
世
間
」
の

「
は
か
な
さ
」
を
詠
ん
だ
歌
を

抜
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
天
平
期
、
特

に
、
旅
人
等
の
周
辺
で

「無
常
歌
」
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
満
誓
歌
と
四
四
二
番
の
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
。

世
の
無
常
を
、
船
の
航
跡
や
月
の
満
ち
欠
け
に
た
と
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ

「
む
な
し
」

「
は
か
な
し
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
例
え
を
出

し
て
、
は
か
な
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
の
中
の
無
常
と
い
う
も
の
が
、
歌
の
表
現
に
現
れ
た
の
は
、
旅
人
周

辺
の
歌
人
達
の
間
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
無
常
観
は
、
仏
教
的
な



も
の
で
あ
り
、
そ
の
浸
透
と
共
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う

し
て
、
無
常
歌
の
中
に
、
世
の
は
か
な
さ
を
あ
る
別
種
の
も
の
の
は
か
な

さ
に
た
と
え
る
表
現
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
は

一
種
遊

戯
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
技
巧
に
堕
す
る
可
能
性
の
あ
る

も
の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
、
詠
み
方
が
固
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
広
ま
り
や
す
く
も
あ
っ
た
ろ

う
。
世
の
中
む
な
し
、
は
か
な
し
、
と
詠
み
出
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
下

旬
で
何
か
に
た
と
え
る
、
と
い
う
詠
み
方
が
類
型
化
さ
れ

（１５
）
、
古
今

集
の
無
常
歌
ま
で
連
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

無
常
を
何
か
に
た
と
え
る
、
何
か
を
引
合
に
出
す
、
と
い
う

「
何
か
」

に
桜
が
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

厚
見
王
、
久
米
女
郎
に
贈
る
歌

一
首

や
ど
に
あ
る
桜
の
花
は
今
も
か
も
松
風
速
み
地
に
散
る
ら
む

（万
葉

集

・
巻
八

・
一
四
五
八
）

久
米
女
郎
の
報
へ
贈
る
歌

一
首

世
間
も
常
に
し
あ
ら
ね
ば
や
ど
に
あ
る
桜
の
花
の
散
れ
る
こ
ろ
か
も

（万
葉
集

・
巻
八

。
一
四
五
九
）

久
米
女
郎
の
歌
は
、
世
の
中
も
無
常
で
あ
る
か
ら
桜
も
散
る
、
と
い
っ

て
い
る
。
久
米
女
郎
は
伝
未
詳
の
人
物
だ
が
、
厚
見
王
は
、
第
四
期
歌
人

で
あ
り
、
旅
人
等
の
後
の
歌
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
贈
答
歌
の
詠
ま

れ
た
時
期
は
、
先
の
無
常
歌
が
詠
ま
れ
た
後
に
位
置
す
る
。
久
米
女
郎
が
、

世
の
中
も
不
定
で
あ
る
か
ら
桜
が
散
る
、
と
詠
ん
だ
の
も
、
天
平
期
以
来

の
無
常
歌
と
全
く
無
関
係
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
無
常
を
何
か
に
た
と

え
る
、
と
い
う
詠
み
方
の
広
ま
り
の
中
で
詠
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
は
、
世
の
中
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
、
桜
が
散
る
理
由
に
し
て

い
る
よ
う
だ
。
世
の
中
が
不
定
で
、
常
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
と
、
桜
が
咲
き
且
散
る
、
と
い
う
こ
と
と
に
何
等
か
の
関
係
を
見
て
い

る
の
で
あ
る
。
世
の
中
も
常
で
な
く
変
転
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
、
桜
の

み
常
に
咲
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
う
い
う
意
識
が
、
こ
の
歌

に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
平
期
の
旅
人
等
の
間
で
醸
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

っ
て
こ
そ
、
桜
の
散
る
理
由
に
、
世
の
無
常

を
持
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
世
の
無
常
を
理
由
に
、
桜
が
散
る

説
明
を
す
る
こ
と
は
、
古
今
集
七
二
番
歌
の
、
桜
の
は
か
な
さ
を
世
の
無

常
に
た
と
え
る
詠
み
方
に
接
近
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
構
造
自
身
も
、

満
誓
や
四
四
二
番
の
歌
と
通
し
て
お
り
、
上
旬
に
世
の
無
常
、
下
旬
に
そ

れ
を
象
徴
す
る
事
象
を
据
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
既
に
万
葉
集
の
中
に
無
常
歌
の
一
連
と
し
て
桜
歌
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
れ
た
。
古
今
集
の
よ
み
人
知
ら
ず
の
桜
歌
、
無
常
歌
は
こ

こ
に
直
結
す
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
伊
勢
物
語
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ゞ
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る

べ
き

（八
二
段
）

こ
の
歌
は
、
古
今
集
七

一
番
歌
の
改
作
か
、
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
類

歌
と
す
べ
き
で

（１６
）
、
万
葉
以
来
の
無
常
歌
の
一
連
の
中
か
ら
生
ま
れ

て
き
た
詠
み
方
な
の
で
あ
る
。
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世
の
中
の
は
か
な
さ
と
直
結
す
る
桜
を
見
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
察

で
も
、
桜
に
対
す
る
意
識
と
、
先
述
し
た
漢
詩
文
で
の
落
花
意
識
と
の
共

通
性
も
見
え
て
き
た
が
、
歌
と
詩
の
発
想
の
接
近
を
物
語
る
桜
歌
の
例
が

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
見
る
。

五
東
宮
雅
院
に
て
さ
く
ら
の
花
の
み
か
は
水
に
ち
り
て
な
が
れ
け

る
を
見
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
の
の
高
世

枝
よ
り
も
あ
だ
に
ち
り
に
し
花
な
れ
ば
お
ち
て
も
水
の
あ
わ
と
こ
そ

な
れ

（古
今
集

・
春
下

・
八

一
）

こ
の
歌
は
嵯
峨
朝
で
詠
ま
れ
た
歌
で
、
古
今
集
の
作
者
判
明
歌
の
中
で

最
も
古
い
桜
歌
で
あ
る
。

桜
の
は
か
な
さ
は
、
万
葉
以
来
、
世
の
無
常
と
共
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
そ
れ
が

「あ
だ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
に
、
前
代
か
ら
の
仏
教
的
無
常
観
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

山
口
博
氏
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

「
あ
た
に
散
り
に
し
花
」
は

「あ
だ
花
」
で
あ
る
が
、
無
常
の
世
に

咲
き
散
る

「あ
だ
花
」
は

「
影
花
」
に
イ
メ
ー
ジ
は
通
う
。

三
千
二
法
界
　
一
十
三
生
死
　
空
色
将
有
無
　
俄
頃
復
忽
臭
　
影

花
仮
艶
嬌
　
風
火
期
滅
已

（
『経
国
集
』
巻
第
十
。
小
野
本
守

「
帰
休
独
臥
寄
高
雄
寺

空
海
上
人
」
）

仏
典
に
い
う

「
虚
空
花
」
は

「
元
色
元
形
但
有
名
」

（十
喩
詩
）

で
あ
る
か
ら
、
実
体
の
な
い
花
で
あ
る
が
、

「虚
空
」
は
空
し
い
意

で
あ
る
ゆ
え
に

「
虚
空
花
」
は
空
し
い
花
、
あ
だ
花
と
水
泡
、
そ
れ

は
虚
空
花
と
水
泡
で
あ
る
。
既
に
落
花
流
水
に
無
常
観
と
い
う
仏
教

思
想
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
、
虚
空
花
と
水
泡
の
配
置
が
真

言
修
行
の
十
喩
を
詠
じ
た
十
喩
詩
の
如
泡
喩

・
虚
空
花
喩
、
そ
れ
を

説
く

「大
日
経
」

「
大
日
経
疏
」
の
そ
の
喩
が
、
高
世
の
歌
の
思
想

で
あ
る
こ
と
を
認
め
得
る
の
で
あ
る

（
１７
）
０

山
口
氏
は
、
高
世
の
歌
に
、
落
花
流
水
を
見
、
そ
こ
に
、
仏
教
的
無
常

観
を
認
め
、
さ
ら
に
漢
詩
文
の

「
影
花
」

「
虚
空
花
」
が

「
あ
だ
花
」
の

背
景
に
あ

っ
た
、
と
す
る
。

確
か
に
、
こ
の
指
摘
は
正
し
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
歌
に
仏
教
的
無

常
観
を
認
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
無
常
歌
の
一

連
と
し
て
の
桜
歌
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、
前
代
か
ら
の
こ
の
よ
う

な
基
盤
が
あ

っ
た
か
ら
、

「
桜
」
＝

「あ
だ
花
」
と
い
う
見
方
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
突
然
、

「
十
喩
詩
」
を
摂
取
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な

り
の
基
盤
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

桜
は
、
は
か
な
き
も
の
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
そ
こ
に
、
仏
教
的

無
常
観
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
も
わ
か
っ
た
。
こ
の

歌
で
は
、

「
空
花
」
が
影
響
し
、
さ
ら
に
、
仏
教
的
無
常
観
の
色
合
い
を

強
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢
詩
文
に
、

「
空
花
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
れ

を
直
接
取
材
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
異
な
る
。
山
口
氏
も
そ
の
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辺
は
慎
重
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
、
そ
う
い
っ
た

「
思
想
」
が
背

景
に
あ
っ
た
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

「空
花
」
を
詠
ん
だ
詩
と
し
て
は
、

水
月
非
真
暁
　
空
花
是
偽
春

（凌
雲
集

・
七
四

・
遊
寺

・
小
野
永
見
）

空
花
灼
灼
有
何
実
　
元
色
元
形
但
有
名

（詠
虚
空
花
喩

・
空
海
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
空
花
」
は
春
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
桜
で
は
な

い
。
し
か
し
、
高
世
の
歌
は
桜
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、

落
花
と
桜
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
落
花
詩
で
殆
ど
桜
は
詠
ま
れ
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
に
な
る
と
、
桜
と
特
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
漢

詩
文
と
歌
の
違
い
で
あ
り
、

「
時
」
を
介
し
て
結
び
付
い
た
、
歌
と
詩
の

共
通
基
盤
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
世
の
歌
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

仏
教
的
無
常
観
で
あ
る
。　
一
連
の
無
常
歌
の
中
に
桜
が
あ
り
、
そ
れ
を
さ

ら
に
仏
教
的
な

「
空
花
」
を
背
景
に
詠
ん
だ
。
そ
こ
に
、
お
な
じ
よ
う
に

「
空
花
」
を
詠
ん
だ
永
見
や
空
海
が
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係

が
直
接
的
な
の
か
ど
う
か
は
厳
密
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
発
想
基

盤
の
接
近
は
見
て
取
れ
よ
う
。

桜
の
落
花
は
万
葉
以
来
、
仏
教
的
無
常
観
を
背
景
に
し
た
無
常
歌
の
一

連
と
し
て
詠
ま
れ
て
き
た
。
高
世
の
歌
な
ど
は
、
歌
と
詩
の
接
近
を
物
語

っ
て
い
た
。
歌
と
詩
の
発
想
の
基
盤
は
近
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
た
の
で

あ
る
。

六

歌
で
の
桜
の
落
花
は
、
落
花
自
体
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

咲
き
散
る
こ
と
の
は
か
な
さ
が
世
の
無
常
の
引
合
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
詠
ま
れ
方
が
、
漢
詩
文
の
落
花
意
識
と
結
び
付
く
要
因
と
な

Ｚり
。漢

詩
文
の
落
花
は
、

「老
い
」
と
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
過
ぎ
行
く
時
を
表
す
も
の
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
落
花
意
識

が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
弘
仁
期
で
あ
る
。
そ
の
同
じ
頃
に
、
菅
野
高
世
の

歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
世
の
中
の
変
転
の
は
や
さ
の
比
喩
と
な
っ
て
い
た

桜
で
あ
っ
た
が
、
詩
の
方
で
形
成
さ
れ
た
落
花
意
識
と
は
、

「
は
か
な
き

時
」
を
詠
む
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
の
両
者

は
結
び
付
か
な
い
。
歌
の
方
で
漢
詩
文
を
意
識
し
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る

が
、
桜
自
身
が
詩
材
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

承
和
期
以
降
桜
が
公
的
に
も
詠
ま
れ
始
め
る
。
さ
ら
に
、
自
居
易
に
は

「
紅
桜
」

「
桜
桃
」
を
題
材
に
し
た
落
花
詩
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
貞
観

八
年
の
藤
原
良
房
の
桜
宴
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
桜
の
落
花
が
詩

題
に
な
っ
て
い
た
。
自
居
易
の
影
響
が
あ
る
の
だ
、
と
先
に
述
べ
た
が
、

決
し
て
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
歌
で
形
作
ら
れ
て
き
た

「
桜
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
多
少
な
り
と
も
流
出
し
て
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
無
常

歌
の
一
連
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
桜
と
落
花
詩
は
共
に

「
は
か
な
き
時
」

を
主
題
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
新
た
な
落
花
詩
が
詠
ま
れ
る
時
、
散
る

花
は
桜
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
自
居
易
の
桜
詩
は
、

桜
と
落
花
が
結
び
付
く
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
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こ
の
こ
と
は
歌
の
方
で
も
い
え
る
。
桜
が
歌
に
お
い
て
、
散
る
こ
と
、

ま
た
は
、
惜
し
ま
れ
る
こ
と
を
頻
り
に
一詠
ま
れ
る
の
は
、
漢
詩
文
を
意
識

し
た
た
め
で
あ
る
。
承
和
期
以
降
は
、
歌
の
復
興
期
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

撰
者
の
時
代
に
な
る
と
、
歌
を
公
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
漢
詩
文
と
同
じ

地
位
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
、
漢
詩
文
的
基
盤
を
吸
収
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
本
格
的
に
な
っ
た
。
桜
歌
は
、
古
今
集
の
中
で
は
撰
者

時
代
に
最
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
歌
の
桜
は
、
無
常
歌
の
一
連
と
し
て
、

一詠
ま
れ
て
き
た
が
、
漢
詩
文
の
中
で
詩
材
と
な
り
、
そ
の
地
位
は
向
上
し

て
い
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
選
者
時
代
に
最
も
桜
歌
が
多
く
、
そ
の
詠
み

ぶ
り
は
、
漢
詩
文
の
落
花
意
識
を
受
け
継
い
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
く
ら
の
花
の
も
と
に
て
年
の
お
い
ぬ
る
こ
と
を
な
げ
き
て
よ

め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り

い
ろ
も
か
も
お
な
じ
む
か
し
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま

り
け
る

（古
今
集

・
春
上

。
五
七
）

こ
の
歌
は
、
自
居
易
の

「
桜
桃
花
下
歎
白
髪
」
に
学
ん
だ
も
の
と
さ
れ

る

（
１８
）
０
し
か
し
、
こ
の
詩
の
み
に
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
落
花
詩

の
伝
統
の
中
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
落
花
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
坂
田
永
河
の
詩
で
考
察
し
た
時
に
、
散
る
と
い
う

事
象
を
確
認
し
た
瞬
間
、
次
の
年
に
は
ま
た
咲
く
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
感
得
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
歌

で
は
、
新
た
に
咲
く
花
を
見
て
、
ま
た
散
り
、
そ
し
て
ま
た
新
し
く
咲
く
、

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
桜
歌
は
、
落
花
詩
の
基
盤
を

取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

何
故
、
桜
は
散
る
の
か
、
何
故
、
桜
は
激
し
く
惜
し
ま
れ
る
の
か
、
そ

こ
に
は
、
落
花
に
何
か
意
味
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を

問
題
に
し
て
き
た
。
落
花
に
は
、

「
過
ぎ
行
く
時
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
人
は

「
落
花
」
を
惜
し
み
な
が
ら
、

「
過
ぎ
行
く
時
」
を
惜
し
む
。
も
は
や
帰
っ
て
は
こ
な
い

「時
」
は
そ
こ

に
あ
る
か
ら
、
人
の
嘆
き
は
大
仰
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
ま

れ
方
は
、
し
か
し
、
初
期
の
頃
だ
け
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
桜
を
詠

む
最
初
に
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
が
な
さ
れ
、
桜
と
い
え
ば
、
散
る
、
と
い

う
こ
と
が
、
常
套
句
と
な
り
、
惜
し
む
こ
と
に
も
、

「
過
ぎ
行
く
時
」
な

ど
意
識
さ
れ
ず
に
、
た
だ
そ
の
趣
向
の
み
が
残
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歌
人
た
ち
が
、
執
拗
に
桜
を
惜
じ
む
の
は
、

や
は
り

「時
」
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
古
今
集
歌

人
た
ち
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
表
現
が
完
全
に
類
型
化
す
る
の

は
も

っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。

付
論

古
今
集
桜
歌
の
背
景
の
落
花
意
識
を
論
し
て
き
た
が
、
古
今
集
の
中
で

新
た
な
桜
の
詠
ま
れ
方
が
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
。

落
花
詩
の
と
こ
ろ
で
も
少
し
述
べ
て
お
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
散
る
、

と
い
う
事
象
自
身
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
捉
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

「
老
い
」
で
あ
る
と
か

「
時
」
で
あ
る
と
か
は
、
隠
さ
れ
た
喩
で
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あ
っ
て
、
落
花
そ
の
も
の
が
直
接
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
疑
間
を
思
わ
せ
る
歌
が
古
今
集
に
は
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
桜
が
散
る
こ
と
を
美
し
い
と
す
る
現
在
ま
で
続
く
美
意
識
の
萌
芽

が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

桜
ち
る
花
の
所
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
ふ
り
つ
つ
き
え
が
て
に
す
る

（春

下

・
七
五

・
承
均
）

雪
と
の
み
ふ
る
だ
に
あ
る
を
さ
く
ら
花
い
か
に
ち
れ
と
か
風
の
吹
く

ら
む

（春
下

・
八
六

・
弱
恒
）

こ
の
二
首
に
老
い
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
桜
を
雪
に
見
立
て
る
こ

と
は
、
漢
詩
文
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
桜
の
落
花
を
雪
に
見
立
て
た
最

初
は
先
に
あ
げ
た
良
房
の
桜
宴
で
あ
る
が
、

『自
氏
文
集
』
に
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
本
論
で
も
述
べ
た
が
、
雪
に
た
と
え
る
の
は
、
落
花
と
自
髪
の

介
在
物
と
し
て
で
あ
る
。

「老
い
」
を
表
現
す
る
た
め
の

「雪
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
首
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
見
え
な
い
。

弱
恒
の
歌
は

「
風
」
を
恨
む
こ
と
で
桜
を
惜
し
ん
で
い
る

「惜
落
花
」
の

歌
で
あ
る
。
そ
こ
だ
け
を
見
れ
ば
、
漢
詩
文
で
の
落
花
の
よ
う
に
否
定
的

意
識
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
歌
で
は

な
い
。
風
に
舞
っ
て
桜
が
散
る
様
子
が
、
ま
る
で

「
美
し
い
雪
」
の
よ
う

な
の
で
あ
る
。

「
雪
」
は

「
自
髪
」
と
重
ね
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の

「雪
」
の
た
め
に
桜
の
落
花
は
美
し
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「桜
」

（花
）
と

「雪
」
の
見
立
て
は
、

「老
い
」
を
喚
起
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
歌
の
方
で
は
、
美
し
く
散
る
桜
の
比
喩
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
時
代
の
漢
詩
文
の
落
花
表
現
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
漢
詩
文
で
も
、
こ
の
よ
う
に
落
花
意
識
の
逆
転
が
起
っ

て
い
る
の
な
ら
、
歌
独
自
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。

我
悲
凋
落
浮
煙
水
　
君
歎
低
飛
宿
草
門

（菅
家
文
草

。
二
九

一
。

（前
略
）
更
用
園
字
、
重
感
花
鳥
）

何
因
苦
惜
花
零
落
　
為
是
微
臣
身
職
拾
遺

（同

ｏ
三
八
四

・
春
、
惜

桜
花
応
製
）

花
己
凋
零
鷲
又
老
　
風
光
不
肯
為
人
留

（同

ｏ
四
五
六

・
二
月
二
日
、

侍
朱
雀
院
柏
梁
段
、
惜
残
春
、
各

一
字
、
応
太
上
皇
製
）

こ
れ
ら
の
詩
句
で
使
わ
れ
て
い
る

「
凋
落
」

「零
落
」

「
凋
零
」
が
問
題

に
な
る
の
だ
が
、
例
え
ば
、
桜
の
落
花
で
使
わ
れ
て
い
る

「
零
落
」
の
語

は
、

弧
樹
輪
困
久
　
一二
秋
零
落
時

（凌
雲
集

・
七
六

・
言
志

・
淡
海
福
良

満
）

の
よ
う
に
、
秋
に
草
木
が
落
ち
る
こ
と
を
表
し
、

知
旧
零
落
巳
無
其
人

（同

・
五
四

・
題

・
林
娑
婆
）

の
よ
う
に
、
人
が
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
を
も
い
う
の
で
あ
る
。
漢
詩
文
の
落

花
意
識
は
前
代
以
上
に
否
定
的
で
あ
る
。
散
る
、
と
い
う
表
現
自
体
に
否

定
的
な
語
を
用
い
て
い
る
。
歌
の
落
花
は
漢
詩
文
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
雪
」
に
見
立
て
る
こ
と
は
、
落
花
意
識
を
逆
転
さ
せ
た
。
漢
詩
文
に

お
い
て

「自
髪
」
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た

「
雪
」
は
、
歌
で
は
、
桜
の
散

り
乱
れ
る
姿
を
表
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
思
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う

「桜
の
散
る
こ
と
の
美
し
さ
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
現
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
古
今
集
の
桜
歌
は
、
殆
ど
が
、
散
る
こ
と

を
惜
し
ま
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
配
列
で
最
後
に
位
置
し
、
ま
た
、
一詠
ま
れ

た
時
期
で
も
最
後
に
な
る
次
の
貫
之
の
歌
は
、
散
る
こ
と
の
美
し
さ
を
詠

ん
で
い
る
。亭

子
院
歌
合
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

さ
く
ら
花
ち
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
そ
ら
に
浪
ぞ
た
ち
け

る

（春
下

・
八
九
）

こ
こ
に
は
、

「雪
」
と
の
見
立
て
は
な
い
が
、
散

っ
た
後
の
花
び
ら
が

余
波
に
見
え
る
と
い
う
光
景
は
、
幻
想
的
で
さ
え
あ
る
。
片
桐
洋

一
氏
は
、

現
実
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
が
、
み
ご
と
な
心
象
風
景
。
み
ご
と

な
図
様
化
、
様
式
化

（１９
）
０

と
絶
賛
し
て
い
る
。

同
じ
歌
合
で
、
貫
之
は

「雪
」
を
見
立
て
に
使
い
、
桜
の
散
る
こ
と
の

美
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。

さ
く
ら
ち
る
こ
の
し
た
風
は
さ
む
か
ら
で
そ
ら
に
し
ら
れ
ぬ
ゆ
き
ぞ

ふ
り
け
る

（拾
遺
集

・
春

・
六
四
）

桜
の
落
花
は
美
し
い
、
と
い
う
美
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら

兆
し
た
の
で
あ
る
。

注（１
）
古
今
集
に
は
、
他
の
部
に
一
二
首
の
桜
歌
が
あ
る
。
な
お
、
春
部

に
は
、
九
〇
番
歌
以
後
、　
一
一
八
番
歌
ま
で

「
花
」
の
歌
が
あ
り
、

松
田
武
夫
氏
は

「
後
半
の
桜
」
と
す
る
が

（
『古
今
集
の
構
造
に
関

す
る
研
究
』

（風
間
書
房
）
そ
の
他
）
、
全
て
が

「
桜
」
だ
と
は
い

え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
歌
本
文
ま
た
は
詞
書
に

「
桜
」
と
明
記
さ
れ

る
も
の
を
扱
う
。

（２
）
万
葉
集
に
は
四
三
首
の
桜
歌
が
あ
る
。

（３
）
神
泉
苑
の
花
宴
を

「
桜
宴
」
と
す
る
説
が
あ
る
。
山
田
孝
雄
氏

『桜
史
』

（講
談
社
学
術
文
庫
）
小
島
憲
之
氏

『
国
風
暗
黒
時
代
の

文
学
　
中

（中
）
』

（塙
書
房
）
所
収

「凌
雲
集
詩
注
」
、
ま
た
近

年
刊
行
さ
れ
た

『
平
安
時
代
の
儀
礼
と
歳
事
』

（
至
文
堂
）
の

「
平

安
時
代
の
年
中
行
事
」

（山
中
裕
氏
執
筆
）
等
が
あ
る
が
、
後
藤
昭

雄
氏
が
後
掲
論
文
の
中
で
、
嵯
峨

。
本
守
等
の
詩
に
は
桜
を
思
わ
せ

る
措
辞
は
な
く
、

「む
し
ろ
、

「
紅
花
落
つ
る
処
鶯
乱
れ
鳴
く
、
紫

喜
散
る
時
蝶
群
れ
驚
く
」

（嵯
峨
）
、　
コ
日
聞
く

一
県
河
陽
に
栄
え

し
こ
と
を
、
今
し
見
る
仙
源
秦
漢
を
避
く
る
こ
と
を
」

「梅
院
掃
は

ず
寸
余
の
紫
、
桃
源
委
積
り
ぬ
尺
所
の
紅
」

（小
野
琴
守
）
な
ど
の

句
が
あ

っ
て
、
桃
や
梅
を
詠
出
す
る
。
花
宴
節
を
観
桜
の
宴
と
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、

本
守
の
詩
の
第

一
聯
は
、

「
三
陽
二
月
春
云
半
　
雑
樹
衆
花
咲
且
散
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、　
コ
一月
云
過
半
　
梅
花
始
正
飛
」

（経
国
集

・

八
二
・
落
梅
花

。
平
城
天
皇
）
と
近
似
し
て
い
る
。
桜
の
落
花
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
漢
詩
文
の
落
花
意
識
に
つ
い
て
は
、
菅
野
礼
行
氏

『
平
安
初

期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
比
較
文
学
的
研
究
』

（大
修
館
書
店
）
に
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論
述
が
あ
り
、
重
な
る
点
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（４
）
前
掲

「凌
雲
集
詩
注
」
に
、
隋
江
総
の

「
梅
花
落
」
を
あ
げ
る
。

（
５
）

『
経
国
集
』
に

「
落
梅
花
」

（
平
城
天
皇
）

「
奉
和
梅
花
落
」

（
小
野
本
守
、
和
気
広
世
）
の
三
首
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
楽
府

「梅
花
落
」
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
守
の

「奉
和
梅

花
落
」
に
は
、
閏
怨
詩
的
言
辞
が
見
ら
れ
る
。

（６
）

『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
　
中

（
下
Ｉ
）
』

（塙
書
房
）

（７
）

「
代
自
頭
吟
」
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
山
根
対
助
氏

「
は
な
ぞ
む

か
し
の
―

「代
自
頭
吟
」
受
容
史
の
一
駒
―
」

（北
海
学
園
大
学
学

園
論
集
第

一
一
号

。
昭
和
四
二
年
九
月
）
が
あ
る
。
そ
の
中
で
指
摘

さ
れ
た
詩
は
、

『文
華
秀
麗
集
』
前
後
の
も
の
で
あ
り
、

「懐
風
藻
』

に
は

「代
自
頭
吟
」
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
。
却
っ
て
、
万
葉
集
の

方
に
あ
る

（小
島
氏

『上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
中
』

（塙
書

一房
）
参
照
）
。
現
存
の
詩
文
の
み
で
考
え
る
と
、
漢
詩
文
で
の
表
現

の
方
が
遅
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、

『文
華
秀
麗
集
』
前
後
に
、

「代
自
頭
吟
」
的
表
現
が
現
れ
る
理
由
を
考
え
る
と
、
こ
の
詩
に
は
、

「洛
陽
女
児
好
顔
色
　
坐
見
落
花
長
嘆
息
　
今
年
花
落
顔
色
改
　
明

年
花
開
復
誰
在
」
と
い
う
女
児
の
述
懐
が
あ
る
。
こ
の
述
懐
が
、
関

怨
詩
中
の
怨
婦
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、

『文
華
秀
麗
集
』
頃
か
ら
閏
怨
詩
が
好
ま
れ
は
じ
め
た
の

と
軌
を

一
に
し
て
、

「代
自
頭
吟
」
的
発
想
の
詩
が
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
永
河
の
詩
は
、
落
花
そ
の
も
の
が

「老
い
」
に
重
ね
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
点
で

「年
年
歳
歳
」
的
落
花

（後
述
）
と
は
異
な
る
。

関
怨
詩
が
愛
好
さ
れ
た
中
で
の
受
容
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
現
出
さ

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（８
）

「武
陵
迷
」
は
、
陶
潜

「
桃
花
源
記
」
、

「
陽
台
夢
」
は
、
宋
玉

「高
唐
賦
」
の
故
事
。

（９
）
小
島
憲
之
氏
も
こ
の
聯
を

「
今
年
の
春
は
忽
ち
流
れ
て
ゆ
き
花
は

悉
く
散

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
来
年
も
ま
た
再
び
咲
い
て
花
を
攀
折
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
…

（人
は
旧
り
ゆ
く
け
れ
ど
）
」
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
。　
　
　
　
　
　
．

（
１０
）

『懐
風
藻
』
に
二
首
見
え
る
が
、
景
物
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
る
の

み
で
あ
る
。

『麦
雲
集
』
に
二
首
、
平
城
天
皇
の

「
賦
桜
花
」
と
賀

陽
豊
年
の

「
二
月
三
日
侍
宴
応
詔
」
が
あ
る
。
豊
年
の
詩
は
景
物
と

し
て
詠
み
込
ま
れ
る
の
み
。

『経
国
集
』
に
豊
年
の

「（詠
桜
」
が
あ

り
、
こ
れ
は
、
小
島
氏
に
よ
る
と
平
城
の

「
賦
桜
花
」
の
応
製
詩
で

あ
る
。
結
局
、
桜
を
主
題
と
し
た
詩
は
、
平
城
と
豊
年
の
二
首
だ
け

だ
が
、
小
島
氏
の
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
桃
詩
、
梅
詩
を
参
考
に
し

て
（詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
Ｈ
）
後
藤
昭
雄
氏

「
王
朝
の
漢
詩
」

『
日
本
文
学
講
座
　
詩
歌
Ｉ
Ｉ
』

（大
修
館
書
店
）

（
‐２
）
神
谷
か
を
る
氏

「色
も
香
も
さ
く
ら
め
ど
―
古
今
集
の

「
桜
」
と

漢
詩
文
―
」

（光
華
女
子
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
第
二
十
九
集
日
本

文
学
科
篇

・
平
成
二
年
十
二
月
）
に
も
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、

『文

選
』
等
に
わ
ず
か
に
見
出
せ
る
程
度
で
あ
る
。
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（‐３
）
参
考
ま
で
に
、

「
桜
の
文
学
史
」
関
連
略
年
表
を
諸
氏
の
論
考
を

も
と
に
古
今
集
以
前
ま
で
を
作
製
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

◎
延
暦
年
間
　
平
城
東
宮
時
代

（延
暦
四
年
～
同
二
五
年
）
桜
詩
二

首
、

「
賦
桜
花
」

（平
城

・
凌
雲
集

。
二
）

「詠
桜
」

（賀
陽
豊

年
経
国
集

。
二
五
）

◎
大
同
三
年
二
月
二
九
日
　
詔
で
曲
水
宴
停
廃

（類
衆
国
史
）
※
こ

の
時
ま
で
に
、　
ヨ
一月
三
日
侍
宴
応
詔
」

（豊
年

。
凌
雲
集

・
三

エハ
）

（◎
弘
仁
三
年
二
月

一
二
日
　
神
泉
苑
の
花
宴
始
ま
る

（
日
本
後
記
）

※
後
世
の
花
宴
と
は
異
な
り
、
桜
宴
で
は
な
い
｝

◎
弘
仁
年
間
　
菅
野
高
世

（弘
仁

一
一
年
周
防
守
）
の
桜
歌

（古
今

集

上
ハ
九
）

◎
天
長
八
年
二
月

一
六
日
　
後
宮
で
曲
宴

「
翫
殿
前
桜
花
也
」

「令

賦
桜
花
」

（類
衆
国
史
）

◎
承
和
年
間

　

「
承
和
之
世
、
清
涼
殿
東
二
三
歩
、
有

一
桜
樹
」

（菅
家
文
草

・
三
八
四

ｏ
春
惜
桜
花
応
製

。
序
）

◎
仁
寿
元
年
二
月

一
〇
日
　
良
房
東
京
第
に
お
い
て
先
皇

（仁
明
）

の
た
め
に
法
華
経
を
講
ず
。
東
京
第
の
桜
を
見
て
先
皇
を
お
も
う
。

「
公
卿
大
夫
或
賦
詩
述
懐
或
和
歌
歎
逝
」

（文
徳
実
録
）

◎
同
三
年
二
月
二
〇
日
　
良
房
第
に
行
幸
。
桜
花
を
見
る

（文
徳
実

録
）

◎
貞
観
六
年
二
月
二
五
日
　
染
殿
第
へ
行
幸
。
桜
花
を
見
る
。

「令

賦
詩
」

（三
代
実
録
）

◎
同
八
年
二
月
二
三
日
　
良
相
西
京
第

へ
行
幸
。
桜
花
を
見
、
百
花

亭
詩
を
賦
せ
し
む
。
都
良
香
の
序

（
三
代
実
録
）

◎
同
八
年
閏
二
月

一
日
　
染
殿
第
へ
行
幸
。
桜
花
を
観
る
。

「落
花

無
数
雪
」
詩
を
賦
せ
し
む
。
　
曾
一代
実
録
）
※
橋
本
不
美
男
氏

『
王
朝
和
歌
史
の
研
究
』

（笠
間
書
院
）
に
、
後
撰
集
五
六
の
源

融
の
歌
は
こ
の
時
の
も
の
と
す
る
。

◎
寛
平
元
年
二
月
七
日
　
公
卿
三
四
人
、
侍
従
局
に
お
い
て
、
外
記
、

内
記
、
知
文
者
五
六
人
に
、
詩
を
賦
せ
し
む
。
題
、

「拾
遺
局
前

桜
樹
下
作
」

（
日
本
紀
略
）

｛◎
同
三
年
二
月
三
日
　
曲
水
宴
、
詩
人
に
勅
し
て

「花
時
天
似
酔

之
詩
」
を
賦
せ
し
む
。

（
日
本
紀
略
）
※

『
田
氏
家
集
』

一
七

一

『菅
家
文
草
』
三
四
二
に
詩
あ
り
。

（公
的
な
曲
水
宴
の
復
活
）
｝

◎
同
年
二
月
　
「
賦
春
夜
桜
花
応
製
」

（菅
家
文
草
三
四
四

・
川
口

久
雄
氏
注
）

◎
同
六
年
　
「有
勅
、
賜
視
上
巳
桜
花
之
詩
」

（菅
家
文
草
三
七
七

・
川
口
氏
注
）

◎
同
七
年
二
月
　
公
宴
。

「
賦
春
翫
桜
花
之
詩
」

（
日
本
紀
略
）
※

『菅
家
文
草
』
三
八
四

「
春
、
惜
桜
花
応
製
」
は
こ
の
時
の
も
の

か
。
川
日
、
渡
辺
秀
夫
両
氏

◎
同
七
年
二
月

一
二
日
　
公
宴
。

「月
夜
翫
桜
花
為
題
」

（
日
本
紀

略
）
※

『菅
家
文
草
』
三
八
五

◎
寛
平
年
間
　
寛
平
御
と
き
さ
く
ら
の
え
ん
あ
り
け
る
日
、
あ
め
の

ふ
り
は
べ
り
お
け
れ
ば
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春
さ
め
の
花
の
え
だ
よ
り
な
が
れ
こ
ば
猶
こ
そ
ぬ
れ
め
の
な
に
か

か
く
れ
む

（後
撰
集

。
一
一
〇
、
敏
行
集

・
三
二
）

前
掲
神
谷
氏
は
、
桜
の
詩
の
表
現
に
桃
の
表
現
が
通
底
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
年
表
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
桜
詩
が

公
的
な
場
所
か
ら
消
え
る
最
後
が
、
曲
水
宴
で
の
詩
で
あ
る
。
そ
し

て
、
曲
水
宴
が
復
活
し
た
後
、
再
び
、
公
宴
で
桜
詩
が
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
る
。
断
言
は
で
き
な
い
が
、
桜
詩
と
曲
水
宴
に
何
等
か
の
関

係
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
曲
水
宴
で
は
通
常
桃
が
詠
ま
れ
る
事

を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
桃
と
桜
が
通

底
し
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（‐４
）
金
子
彦
二
郎
氏

『増
補
平
安
時
代
と
自
氏
文
集
　
句
題
和
歌

。
千

載
佳
句
研
究
篇
』

（芸
林
舎
）
、
渡
辺
秀
夫
氏

『平
安
朝
文
学
と
漢

文
世
界
』

（勉
誠
社
）
、
後
藤
氏
前
掲
論
文
等

（‐５
）
和
歌
の
類
型
性
に
関
し
て
は
、
鈴
木
日
出
夫
氏

『古
代
和
歌
史
論
』

（東
京
大
学
出
版
会
）
序
章
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
無
常
歌
も
、

同
じ
よ
う
に
、
類
型
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（‐６
）
森
野
宗
明
氏
校
注

『伊
勢
物
語
』

（講
談
社
文
庫
）
補
注
に
指
摘

が
あ
る
。

（‐７
）
山
口
博
氏

『
王
朝
歌
壇
の
研
究
　
桓
武
仁
明
光
孝
朝
篇
』

（桜
楓

社
）

（‐８
）
新
大
系
脚
注
に

「代
白
頭
吟
」
の
詩
想
の
影
響
も
述
べ
て
い
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
漢
詩
文
の
落
花
意
識
の
基
盤
の
浸
透
が
知
れ
る
。

（‐９
）
片
桐
洋

一
氏
訳
注

『全
対
訳
日
本
古
典
新
書
古
今
和
歌
集
』

（創

英
社
）

使
用
テ
キ
ス
ト

万
葉
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萬
葉
集
訳
文
篇

（塙
書
房
）

勅
撰
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
編
国
歌
大
観

（角
川
書
店
）

性
霊
集

。
文
華
秀
麗
集

。
菅
家
文
草

・
伊
勢
物
語

日
本
古
典
文
学
大
系

（岩
波
書
店
）

凌
雲
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凌
雲
集
総
索
引

（和
泉
書
院
）

雑
言
奉
和
　
　
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
　
中

（下
Ｉ
）

（塙
書
房
）

自
氏
文
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
居
易
集

（中
華
書
局
）

楽
府
詩
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楽
府
詩
集

（中
華
書
局
）

そ
の
他
は
、
全
唐
詩

（中
華
書
局
）
、
群
書
類
従

（続
群
書
類
従
完

成
会
）
等
を
用
い
た

付
記

本
稿
は
、
平
成
三
年
度
大
阪
大
学
文
学
部
卒
業
論
文
を
も
と
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
神
谷
か
を
る
氏

「色
も
香
も
さ
く
ら
め
ど
―
古
今
集
の

「桜
」

と
漢
詩
文
―
」
は
、
扱
う
題
材
な
ど
も
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、
卒
業
論

文
提
出
後
に
披
見
し
た
た
め
、
本
論
で
も
十
分
に
参
照
で
き
て
い
な
い
。

極
力
注
に
加
え
て
お
い
た
。

（た
き
が
わ

。
こ
う
し
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）


