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『定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
二
次
本

へ
の
改
訂

四
季
と
恋
―
―

は
じ
め
に

『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
は
、
定
家
自
撰
の
百
番
か
ら
な
る
自
歌
合

で
、
「
四
季
」
「恋
」
「雑
」
の
部
立
を
持
ち
、
そ
の
内
部
に
は
綿
密
な

結
番
や
構
成
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
成
立
に
つ
い
て
は
、
定
家
の
家

集

『
拾
遺
愚
草
』
の
識
語
と
、
本
自
歌
合
序
の
記
述
に
よ
り
、
建
保
四

（
〓

一
三
〇

年
二
月
の

一
次
本
成
立
か
ら
、
同
五

（
一
二

一
七
）
年
二

次
本
成
立
、
同
七

（
〓

一
一
九
）
年
の
順
徳
天
皇
勅
判
本
ま
で
の
過
程

が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
序
を
持

つ
伝
本
に
は
、
定
家
晩
年
の
貞
永

一九

（
〓

〓
三
）
年
に
催
さ
れ
た

「
関
白
左
大
臣
家
百
首
」
の
歌
が
収

載
さ
れ
て
お
り
、
貞
永
元
年
以
降
再
度
の
改
訂
、

つ
ま
り
二
次
本

へ
の

改
訂
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
伝
存
す
る
の
は
、
二
次
本

と
二
次
本
の
み
で
あ
る
。

二
次
本

へ
の
改
訂

（以
下
三
次
改
訂
と
呼
ぶ
）
の
先
行
研
究
は
、
樋
口

芳
麻
呂
氏
以
来
、
改
訂
で
差
し
替
え
ら
れ
た
切
り
出
し
歌
と
切
り
入
れ

歌
を
作
品
か
ら
抜
き
出
し
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
る
、
定
家
の
好
尚

の
変
化
の
有
無
と
い
う
観
点
で
行
わ
れ
て
き
た
。
草
野
隆
氏
は
、　
一
連

細
川
知
佐
子

の
論
致
で
、
本
自
歌
合
は

「
単
な
る
自
賛
歌
を
集
成
し
た
も
の
で
な
く
、

緻
密
な
文
芸
的
配
慮
」
に
留
意
し
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
二
次
本

へ
の
改
訂
に
つ
い
て
も
、
「単
に
切
り
入
れ
ら
れ
た
歌
を

比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
既
に
構
築
さ
れ
て
い
た

「
結
番
」
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る

こ
と
が
必
要
」
と
さ
れ
る
が
、
指
摘
に
と
ど
ま
り
具
体
的
に
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
部
立
を
持

つ
自
歌
合
と
い
う
形
態
そ
の
も
の
が
、

単
な
る
自
賛
歌
の
集
成
、
秀
歌
撰
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
定
家
晩
年
の
二
次
改
訂
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま

で
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
二
次
本
と
二
次
本
の
改
訂
箇
所
の
結
番
構
成

の
比
較
か
ら
、
綿
密
な
配
慮
を
し
た
本
自
歌
合
が
改
訂
に
よ
り
ど
の
よ

う
な
変
化
を
遂
げ
た
か
考
察
し
、
二
次
改
訂
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ

た
か
、
そ
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
二
次
本

へ
の
改
訂
で

は
、
番
内
部
で
の
左
右
の
歌
の
入
れ
替
え

一
箇
所
と
、
十
首
の
差
し
替

え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
差
し
替
え
十
首
の
内
訳
は

「
四
季

（秋
と

一
一

首
、
「恋
」
四
首
、
「雑
」
四
首
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

「
四
季
」
二
首

と

「恋
」
四
首
の
考
察
を
行
う
。
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一
、
「春
」

一
二
番
と

「秋
」
三
六
番
の
改
訂

四
季
部
は
、
本
自
歌
合
の
半
数
五
十
番
百
首
で
、
「春
」
「夏
」
「秋
」

「冬
」
に
分
け
ら
れ
、
「春
」

一
二
番
に
番
内
部
左
右
の
歌
の
入
れ
替
え

が
あ
り
、
「
秋
」
で
は
二
九
番
、
三
六
番
の
二
箇
所
で
差
し
替
え
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
「
夏
」
と

「冬
こ

で
は
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

改
訂
箇
所
の
中
、
二
九
番
は
次
の
二
十
番
を
含
め
た
歌
順
の
入
れ
替
え

を
伴
う
差
し
替
え
で
複
雑
と
な
る
た
め
、
順
番
が
前
後
す
る
が
、
本
節

で
は

「春
」

一
二
番
と

「秋
」
三
六
番
の
改
訂
を
考
察
す
る
。

で
は
ま
ず
、
番
内
部
で
左
右
の
歌
の
入
れ
替
え
が
な
さ
れ
て
い
る
三

次
本
の

「春
」

一
二
番
を
前
後
の
番
と
共
に
次
に
掲
げ
る

（傍
線
は
私

に
付
し
た
。
以
下
同
じ
。）。

一
一
番

左
　
　
槙
の
戸
は
軒
ば
の
花
の
か
げ
な
れ
ば
床
も
枕
も
春
の
曙

右
　
　
花
の
色
の
を
ら
れ
ぬ
水
に
さ
す
さ
を
の
雫
も
に
ほ
ふ
宇
治
の
河

長

一
二
番

（右
）
名
取
河
春
の
日
数
は
顕
れ
て
花
に
ぞ
し
づ
む
せ
ぜ
の
埋
木

（左
）
名
も
し
る
し
峰
の
嵐
も
雪
と
ふ
る
山
桜
戸
の
あ
け
ぼ
の
の
空

（新
勅
撰

・
春
下

。
九
四
）

一
二
番

左
　
　
花
の
香
も
風
こ
そ
四
方
に
さ
そ
ふ
ら
め
心
も
し
ら
ぬ
故
郷
の
春

右
　
　
今
日
こ
ず
は
庭
に
や
春
の
の
こ
ら
ま
し
槍
う

つ
ろ
ふ
花
の
下
風

と
な
る

（括
弧
内
は
二
次
本
の
配
列
）。
こ
の
入
れ
替
え
は
桜
の
歌
群
中

に
あ
り
、
前
後
の
番
も
桜
の
歌
の
結
番
だ
が
、　
〓

一番
は
山
と
川
で
の

落
花
を
主
題
に
し
た

一
番
で
あ
る
。
樋
口
芳
麻
呂
氏
は
改
訂
の
こ
の
部

分
に
つ
い
て
の
み
、
「十
二
番
の
歌
の
左
右
の
順
序
を
逆
に
し
た
の
は
、

十

一
番
右
の
宇
治
の
河
長
の
歌
に
対
し
て
は
、
十
二
番
左
に
名
取
川
の

歌
を
置
い
た
方
が
、
嵐
山
の
歌
を
置
く
よ
り
自
然
で
あ
る
か
ら
に
外
な

ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
左
右
の
歌
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、　
一
一

番
右

「宇
治
川
の
桜
」
と

一
二
番
左

「名
取
川
の
落
花
」
が
並
び
、　
一

二
番
右

「嵐
に
散
る
桜
」
と

一
二
番
左
の

「
風
」
が
誘
う

「
花
の
香
」

（落
花
）
が
並
ぶ
。
樋
口
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
前
後
の
番
の
歌

と
の
繋
が
り
が
よ
り
自
然
に
な

っ
た
差
し
替
え
で
歌
そ
の
も
の
に
変
わ

り
は
な
く
、
当
然
構
成
に
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
但
し
こ
の
入
れ
替
え

に
よ
り
、
定
家
が
前
後
の
番
と
の
繋
が
り
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

次
に

「秋
」
三
六
番
の
差
し
替
え
を
み
て
い
く

（□
で
囲
っ
た
歌
は

切
り
出
し
歌
。
以
下
同
じ
。）。
二
次
本
の
三
六
番
は
、

□
　
州
創
酬
時
雨
る
る
比
の
朝
な
朝
な
昨
日
は
薄
き
四
方
の
紅
葉
ば

右
　
久
方
の
月
の
桂
の
下
紅
葉
や
ど
か
る
袖
ぞ
色
に
い
で
ゆ
く

で
あ
る
が
、
二
次
本
で
は
、
左
が

「
関
白
左
大
臣
家
百
首
」
「秋
」
の

「
紅
葉
」
題
で
詠
ま
れ
た
、

時
雨

つ
つ
袖
だ
に
ほ
さ
ぬ
秋
の
日
に
さ
こ
そ
三
室
の
山
は
染
む
ら

め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（新
勅
撰

・
秋
下

・
三
四
六
）

と
な

っ
て
い
る
。
差
し
替
え
ら
れ
た
二
首
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も

右 左



「時
雨
」
に
よ

っ
て
色
付
く

「山
」
の
紅
葉
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の

一

番
は
、
二
五
番
右
の
、

夕
づ
く
日
む
か
ひ
の
岡
の
薄
紅
葉
ま
だ
き
さ
び
し
き
秋
の
色
か
な

と
、
三
七
番
左
、

契
あ
り
て
う
つ
ろ
は
む
と
や
自
菊
の
紅
葉
の
下
の
花
に
さ
き
け
ん

の

「紅
葉
」
を
詠
ん
だ
前
後
の
歌
二
首
に
挟
ま
れ
た

「紅
葉
」
の
歌
群

に
あ
り
、
「秋
」
唯

一
の

「紅
葉
」
の
歌
の
結
番
で
あ
る
。

切
り
出
さ
れ
た

「小
倉
山
」
の
歌
は
、
夏
十
八
番
右
に
も
採
ら
れ
た
、

建
保
五

（
一
二
一
七
）
年
四
月
十
四
日
の

「院
庚
申
五
首
」
の
歌
で
、

詠
歌
年
次
か
ら
二
次
本
切
り
入
れ
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
六
首
の
中

の

一
首
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
次
本

へ
の
改
訂
で
す
で
に

一
度
差
し
替

え
ら
れ
て
い
る
。
『
拾
遺
愚
草
』
に
よ
る
と
歌
題
は

「
秋
朝
」
だ
が
、

前
歌
の

「薄
紅
葉
」
を
承
け
る

「
昨
日
は
薄
き
」
と

「
時
雨
」
に
よ
っ

て
、
毎
朝
次
第
に
色
を
濃
く
し
て
い
く

「
紅
葉
」
と
い
う
趣
向
が
生
じ

る
た
め
、
こ
こ
に
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
次
本
に
お
け
る
三
六
番

内
部
の
趣
向
は
、
左
に

「朝
な
朝
な
」
に
次
第
に
色
付
い
て
い
く

「
紅

葉
」
、
右
に

「
月
の
桂
」
の

「紅
葉
」
が
宿
と
す
る

「袖
」
が
色
を
濃

く
し
て
い
く
と
い
う
朝
と
夜
の
対
比
、
あ
る
い
は

「
四
方
」
と

「久

方
」
と
の
詞
の
対
比
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。　
一
方
、
二
次
本
で
新
た
に
切

り
入
れ
ら
れ
た
歌
は
、
『
新
勅
撰
集
』
入
集
歌
で
あ
る
。
こ
の
差
し
替

え
は
、
新
た
に

「紅
葉
」
題
で

「
時
雨
」
を
詠
み
込
ん
だ
秀
歌

「夕
づ

く
日
」
の
歌
を
、
そ
れ
に
相
応
し
い
場
所
に
切
り
入
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、
改
訂
に
よ
り
名
所
が
山
城
国

「小
倉
山
」
か
ら
大
和
国

「
三
室
山
」
に
変
わ

っ
た
。
二
次
本
で
は
、
前
番
右
に
詠
ま
れ
た

「
む

か
ひ
の
岡
」
か
ら

「小
倉
山
」
の

「紅
葉
」

へ
転
じ
る
構
成
で
あ

っ
た
。

定
家
の
山
荘
の
あ
る

「小
倉
山
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
、
前
歌
の

「
む
か
ひ
の
岡
」
も
山
荘
か
ら
見
え
る
辺
り
が
連
想
さ
れ
る
。
そ
れ
が

三
次
本
で
は
、
眼
前
の

「
む
か
ひ
の
岡
」
の

「紅
葉
」
か
ら
、
紅
葉
の

名
所
で
あ
る
大
和
の

「
三
室
山
」
の

「紅
葉
」
を
、
「時
雨
」
に
よ
り

「
さ
こ
そ
」
「染
む
ら
め
」
と
想
像
す
る
形
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
り
眼
前
の

「紅
葉
」
と
、
心
に
思
い
描
く

「
三
室
山
」
の

「紅
葉
」

が
重
層
的
に
な
り
、
構
成
に
広
が
り
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

番
内
部
で
は
左
右
に

「
袖
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
歌
語
の
連
関
が
生

じ
よ
り
緊
密
な

一
番
と
な

っ
た
。

「紅
葉
」
の
歌
群
四
首
は
、
最
初
の
二
五
番
右
が

「薄
紅
葉
」
と
あ

り
、
最
後
の
三
七
番
左
で
は

「自
菊
」
と
取
り
合
わ
さ
れ
、
「
色
」
が

強
調
さ
れ
た
歌
群
構
成
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
三
六
番
は
二

次
本
、
二
次
本
共
に
、
次
第
に
濃
く
な
る
紅
葉
を
詠
ん
だ
結
番
と
い
う

こ
と
だ
が
、
切
り
入
れ
歌
の

「
さ
こ
そ
」
「
染
む
ら
め
」
は
、
眼
前
の

景
色
で
は
な
い
た
め
に
、　
一
層
鮮
や
か
な

「
紅
葉
」
が
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
紅
葉
の
名
所
で
あ
る

「
三
室
山
」
は
効
果
的
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
こ
こ
で
の
差
し
替
え
は
、
番
内
部
が
緊
密
と
な
り
、
「紅
葉
」

の
歌
群
も
色
が
よ
り
鮮
明
と
な

っ
た
上
に
、
空
間
的
広
が
り
を
持

つ
構

成
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
「春
」
の

「桜
」
二
番
と
同
様

「紅
葉
」
の

一
番
と
い
う
構
成
に
変
化
は
な
い
。
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二
、
「秋
」
二
九
番
の
改
訂

次
に
、
「秋
」
二
九
番
の
差
し
替
え
を
み
て
い
く
。
二
次
本

「秋
」

二
九
番
右

「花
月
百
首
」
の

「
月
」
五
十
首
か
ら

『
新
古
今
集
』
に
入

集
し
た
、

さ
む
し
ろ
や
ま
つ
よ
の
秋
の
風
ふ
け
て
月
を
片
し
く
宇
治
の
橋
姫

（秋
上

。
四
二
〇
）

が
切
り
出
さ
れ
て
い
る
。
替
わ
り
に
切
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
貞
永
元
年

「
関
自
左
大
臣
家
百
首
」
「月
」
題
で
詠
ま
れ
た
、

下
荻
も
お
き
ふ
し
待
ち
の
月
の
色
に
身
を
吹
き
し
を
る
床
の
秋
風

だ
が
、
こ
れ
は
二
九
番
右
に
そ
の
ま
ま
差
し
替
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

三
十
番
右
に
置
か
れ
、
二
九
番
、
三
十
番
の
他
の
歌
も
後
掲
す
る
よ
う

に
歌
順
が
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
。
二
五
番
か
ら
三
十
番
は
月
の
歌
群

と
な

っ
て
い
る
の
で
、
月

の
歌
群
中

で
の
改
訂
と
な
り
、
前
節

の

「桜
」
や

「
紅
葉
」
と
同
様
だ
が
、
こ
こ
で
は

一
首
の
差
し
替
え
と
共

に
、
二
九
番
、
二
十
番
と
い
う
隣
り
合
う
二
番
四
首
の
歌
順
の
入
れ
替

え
が
な
さ
れ
、
よ
り
大
き
な
改
訂
と
な

っ
て
い
る
。
差
し
替
え
ら
れ
た

二
首
の
比
較
を
行
う
と
、
ど
ち
ら
も

「月
」
を
主
題
と
し
て
お
り
、
歌

順
の
入
れ
替
え
が
あ
る
も
の
の
、
や
は
り

「桜
」
や

「紅
葉
」
の
改
訂

と
同
じ
く
、
歌
群
と
い
う
大
枠
の
構
成
に
変
化
は
な
い
。
「飽
き
」
を

響
か
せ
る

「秋
風
」
や

「待

つ
」
を
詠
み
、
叙
景
歌
で
あ
り
な
が
ら
恋

的
情
調
を
有
す
る
点
で
も
共
通
し
、
差
し
替
え
の
歌
二
首
に
大
き
な
違

い
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
歌
順
の
入
れ
替
え
に
よ
り
、
結
番
や
配

列
が
変
化
し
て
い
る
の
で
、
二
次
本

。
二
次
本
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
箇
所

を
前
後
の
番
と
共
に
次
に
掲
げ
る
。
（便
宜
上
歌
順
に
番
号
を
付
し
、
差

し
替
え
歌
は
ゴ
チ
ッ
ク
に
し
た
。）
一
一次
本
で
は
、

二
八
番

１
左
　
明
け
ば
又
秋
の
半
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
か
た
ぶ
く
月
の
を
し
き
の
み

か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（新
勅
撰

・
秋
上

・
二
六

一
）

２
右
　
幾
里
か
露
け
き
の
べ
に
や
ど
か
り
し
光
と
も
な
ふ
望
月
の
駒

二
九
番

３
左
　
一局
砂
の
尾
上
の
鹿
の
声
た
て
し
風
よ
り
か
は
る
月
の
影
か
な

４
□
一　
さ
む
し
ろ
や
ま
つ
よ
の
秋
の
風
ふ
け
て
月
を
片
し
く
宇
治
の
橋

臣

三
十
番

５
左
　
露
さ
え
て
ね
ぬ
よ
の
月
や
つ
も
る
ら
ん
あ
ら
ぬ
浅
茅
の
け
さ
の

色
か
な

６
右
　
独
り
ぬ
る
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
を
に
霜
置
き
ま
よ
ふ
床
の
月
影

（新
古
今

・
秋
下

・
四
八
七
）

一二
一
番

７
左
　
白
妙
の
衣
し
で
う
つ
ひ
び
き
よ
り
置
き
ま
よ
ふ
霜
の
色
に
い
づ

ら
む

８
右
　
秋
と
だ
に
忘
れ
む
と
お
も
ふ
月
影
を
さ
も
あ
や
に
く
に
う

つ
衣

か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（新
古
今

・
秋
下

・
四
八
〇
）

二
次
本
で
は
、

二
八
番
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１
左
　
明
け
ば
又
秋
の
半
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
か
た
ぶ
く
月
の
を
し
き
の
み

か
は

２
右
　
幾
里
か
露
け
き
の
べ
に
や
ど
か
り
し
光
と
も
な
ふ
望
月
の
駒

二
九
番

高
砂
の
尾
上
の
鹿
の
声
た
て
し
風
よ
り
か
は
る
月
の
影
か
な

露
さ
え
て
ね
ぬ
よ
の
月
や
つ
も
る
ら
ん
あ
ら
ぬ
浅
茅
の
け
さ
の

色
か
な

二
十
番

独
り
ぬ
る
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
を
に
霜
置
き
ま
よ
ふ
床
の
月
影

下
荻
も
お
き
ふ
し
待
ち
の
月
の
色
に
身
を
吹
き
し
を
る
床
の
秋

風
三

一
番

７
左
　
白
妙
の
衣
し
で
う
つ
ひ
び
き
よ
り
置
き
ま
よ
ふ
霜
の
色
に
い
づ

ら
む

８
右
　
秋
と
だ
に
忘
れ
む
と
お
も
ふ
月
影
を
さ
も
あ
や
に
く
に
う

つ
衣

か
な

と
な
る
。
二
次
本

。
二
次
本
で
変
化
の
な
い
箇
所
か
ら
結
番
と
配
列
を

み
て
い
く
と
、
二
八
番
は
左
に

「
明
け
ば
」
「秋
の
半
も
過
ぎ
ぬ
」
、
右

に

「
望
月
の
駒
」
を
置
く
。
「望
月
」
は
信
濃
の
地
名
だ
が
、
十
五
夜

の

「望
月
」
と
の
掛
詞
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

一
番
は
秋
の
半
ば
で
あ

る
八
月
十
五
夜
の
歌
の
結
番
で
、
二
五
番
か
ら
二
十
番
ま
で
の

「
月
」

の
歌
群
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
二
八
番
右

「望
月

の
駒
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
形
で
、
二
九
番
左
に
地
名
プ
ラ
ス
動
物
の

「高
砂
の
尾
上
の
鹿
」
が
続
く
が
、
こ
の
後
二
次
本
で
は
、
コ
向
砂
」
か

ら

「宇
治
」
に
場
面
が
転
じ
、
「
風
」
を
共
通
の
語
と
し
な
が
ら
二
九

番
は
名
所
詠
の

一
番
と
な

っ
て
い
る
。
二
次
本
成
立
時
で
あ
る
建
保
期

の
流
行
で
あ
る
名
所
詠
を
意
識
し
た
結
番
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
左

「鹿
の
声
」
は
妻
問
い
の
も
の
、
右
は
恋
人
を
待

つ

「宇
治

の
橋
姫
」
と
、
四
季
歌
で
あ
り
な
が
ら
恋
的
情
趣
を
持

つ
二
首
の
結
番

で
も
あ
る
。
次
の
三
十
番
左
で
は
、
「
さ
む
し
ろ
や
」
の

「
風
ふ
け
て
」

か
ら

「露
さ
え
て
」
、
「待

つ
夜
」
か
ら

「寝
ぬ
夜
」
と
い
う
歌
語
の
連

関
を
持

つ
歌
が
左
に
置
か
れ
、
右
に
は

「独
り
ぬ
る
山
鳥
」
の
歌
が
合

わ
さ
れ
る
。
前
番
に
続
き
、
動
物
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を

一
方
に
配
し
な

が
ら
、
恋
的
情
趣
を
持

つ

「
月
」
歌
の
結
番
で
あ
る
。
こ
こ
で
歌
群
と

し
て
の

「
月
」
の
歌
は
終
わ
る
。
三

一
番
左
は
、
前
歌
の

「
霜
置
き
ま

よ
ふ
」
か
ら
、
語
順
を
換
え
た

「
置
き
ま
よ
ふ
霜
」
を
詠
ん
だ
歌
に
続

き
、
「濤
衣
」
の

一
番
と
な
る
。

で
は
改
訂
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ

っ
た
か
、
次
に
二
次
本
を

み
て
い
く
。
ま
ず
、
二
次
本
二
九
番
右
の

「宇
治
の
橋
姫
」
が
切
り
出

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

「高
砂
」
と

「宇
治
」
と
い
う
名
所
詠
の
結
番
が

無
く
な

っ
た
。
ま
た
、
二
九
番
右
に
二
次
本
二
十
番
左
の

「露
さ
え

て
」
が
置
か
れ
た
た
め
、
二
次
本
で
共
通
し
た
歌
語

「秋
風
」
の
連
関

も
無
く
な

っ
た
。
替
わ
り
に
左

「月
の
影
か
な
」
右

「今
朝
の
色
か

な
」
と
句
末
が
揃

っ
た
よ
う
だ
が
、
「
月
」
の
歌
と
い
う
以
外
あ
ま
り

共
通
点
の
見
出
せ
な
い
結
番
で
あ
る
。
但
し
、
恋
的
情
趣
を
持

つ
結
番

で
あ
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
三
十
番
は
、
左
に

「独
り
ぬ
る
山

4   6

右 左
5  3
右 左



鳥
」
の
歌
、
右
に
切
り
入
れ
歌

「下
荻
も
」
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
も
、

差
し
替
え
に
よ
り
、
左
右
の
結
句
が

「床
の
月
影
」
「床
の
秋
風
」
と

揃
い
、
「床
」
と
い
う
詞
か
ら
、
や
は
り
共
に
恋
的
情
趣
を
持

つ
一
番

で
あ
る
。
二
次
本
に
あ

っ
た

「霜
置
き
ま
よ
ふ
」
か
ら

「
置
き
ま
よ
ふ

霜
」

へ
の
歌
語
の
連
関
は
な
く
な

っ
た
が
、
「
お
き
ま
よ
ふ
」
と
右
歌

の

「
お
き
ふ
し
ま
ち
」
が
、
似
通

っ
た
音
を
持

つ
の
で
、
次
の

「
お
き

ま
よ
ふ
」
に
緩
や
か
に
繋
が

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
次
本
で
新
た

に
見
出
せ
る
趣
向
は
、
ま
ず
妻
問
い
に
鳴
く

「
鹿
」
と
独
り
寝
の

「山

鳥
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
番
の
左
に
置
き
、
右
に
恋
的
情
趣
を
持

つ
歌
を
合

わ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
次
本
の

「橋
姫
」
の
よ
う
に
、
伝
承
や
物
語

に
よ
っ
て
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
女
性
像
が
無
く
な

っ
た

こ
と
に
よ
り
、
左
に
詠
ま
れ
た

「鹿
」
や

「山
鳥
」
を
擬
人
化
し
て
詠

ん
だ
歌
と
し
て
右
歌
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
右
歌
に
も
左

の

「鹿
」
や

「山
鳥
」
の
姿
が
残
像
と
し
て
残
り
、
番
内
部
の
和
歌
世

界
に
奥
行
き
を
持
た
せ
な
が
ら
、　
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
す
る
働
き
を
す

る
。
そ
の
た
め
、
歌
順
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
加

え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
句
の
表
現
が
似
通

っ
た
も
の
と
な
り
、
二
次
本

に
較
べ
、
番
内
部
の
結
合
が
強
く
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
歌
合
と
し
て
、

意
味
上
も
表
現
上
も
同
種
の
二
番
が
続
く
こ
と
に
な

っ
た
。
建
保
期
な

ら
で
は
と
も
い
え
る
名
所
詠
の
結
番
と
い
う
趣
向
が
無
く
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
構
成
が
す

っ
き
り
整

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
四
季
歌
の
中

で
の
恋

の
風
情
と

い
う
こ
と
で
、
定
家
は
人

で
は
な
く
、
あ
え
て

「鹿
」
や

「山
鳥
」
に
よ

っ
て
恋
の
情
趣
を
込
め
た
月
の
歌
を
歌
群
後

半
に
配
列
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
次
本

で
は
、
二
九
番
を
部
立
の

「秋
」
と
は
直
接
結
び

つ
か
な
い
名
所
、
習
同
砂
」
と

「宇
治
」
の
名
所

詠
の
結
番
に
し
て
い
た
。

二
次
本
の
結
番
や
構
成
全
体
を
み
た
後
で
、
二
次
本
を
み
る
と

「
さ

む
し
ろ
や
」
の
歌
の

「
宇
治
の
橋
姫
」
の
存
在
感
は
大
き
く
印
象
も
強

い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
こ
の
歌
の
持

つ
魅
力
で
あ
り
、
「
風
ふ
け
て
」

と
い
う
表
現
と
合
わ
せ
新
古
今
時
代
の
代
表
歌
で
あ
る
所
以
だ
が
、
少

な
く
と
も
自
歌
合
の
構
成
の
中
で
は
、
突
出
し
過
ぎ
る
歌
と
い
え
よ
う
。

定
家
の
好
尚
の
変
化
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、　
一
首
の
歌
そ
の
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
秋
の
月
の
歌
群
の
結
番
や
構
成
配
列

へ
の
好
尚
の
変
化
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
二
次
本
で
は
、
月

の
歌
群
の
最
後
を
十
九
夜
で
あ
る

「臥
し
待
ち
の
月
」
で
終
わ
ら
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
二
八
番
の
八
月
十
五
夜
と
照
応
さ
せ
、
月
歌
群
の
最
後

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
と
い
え
る
。

こ
こ
ま
で
改
訂
箇
所
の
あ
る

「
月
」
の
歌
群
後
半
を
み
て
き
た
が
、

二
次
改
訂
に
よ
る

「
月
」
の
歌
群
内
部
の
構
成
の
変
化
を
よ
り
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
次
に
歌
群
全
体
の
構
成
を
考
え
た
い
。
「
月
」
歌
群
の

前
半
二
番
を
掲
げ
る
。

二
五
番

左
　
　
し
の
べ
と
や
し
ら
ぬ
昔
の
秋
を
へ
て
同
じ
形
見
に
残
る
月
影

（新
勅
撰

・
雑

一
。
一
〇
八
〇
）

右
　
　
秋
を

へ
て
昔
は
遠
き
大
空
に
我
が
身
ひ
と

つ
の
も
と
の
月
影

二
六
番



左
　
　
天
の
原
思

へ
ば
か
は
る
色
も
な
し
秋
こ
そ
月
の
光
な
り
け
れ

（同
右

・
秋
上

。
二
五
六
）

右
　
　
い
か
に
せ
む
さ
ら
で
う
き
世
は
な
ぐ
さ
ま
ず
頼
み
し
月
も
涙
落

ち
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（千
載

・
雑
上

。
一
〇
〇
四
）

二
七
番

左
　
　
な
が
め

つ
つ
思
ひ
し
こ
と
の
数
数
に
む
な
し
き
空
の
秋
の
夜
の

月

右
　
　
土
日
だ
に
猶
故
郷

の
秋
の
月
知
ら
ず
光

の
幾
め
ぐ
り
と
も

「
月
」
の
歌
群
後
半
が
、
恋
的
情
趣
を
持

つ
歌
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、

歌
群
前
半
は
叙
景
歌
で
あ
り
な
が
ら
述
懐
性
の
強
い
歌
が
並
ぶ
。
二
五

番
左
は

『新
勅
撰
集
』
、
二
六
番
右
は

『千
載
集
』
で

「雑
部
」
に
入

集
し
て
い
る
歌
で
、
特
に
二
五
番
左

「
し
の
べ
と
や
」
は
定
家
自
身
が

雑
部
に
撰
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
二
七
番
左

「
な
が
め

つ

つ
」
に
は

「述
懐
秋
歌
建
久
八
年
」
の
注
記
が
付
く
が
、
建
久
八
年
は

主
家
九
条
家
が
失
脚
し
た
い
わ
ゆ
る

「建
久
の
政
変
」
の
翌
年
で
あ
り
、

定
家
自
身
も
深
い
絶
望
を
味
わ

っ
た
時
期
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外

に
も

「昔
」
や

「
う
き
世
」
「故
郷
」
が
詠
ま
れ
、
「秋
」
で
あ
る
こ
と

が
殊
更
に
強
調
さ
れ
る
述
懐
の
色
彩
が
強
い
配
列
構
成
で
あ
る
。

つ
ま

り

「
月
」
の
歌
群
全
体
を
み
る
と
、
二
八
番
の
左

「
明
け
ば
ま
た
秋
の

半
も
過
ぎ
ぬ
」
と
右

「望
月
の
駒
」
と
い
う
八
月
十
五
夜
の

一
番
を
境

に

（秋
の
歌
で
は
あ
る
も
の
の
）
前
半
は
述
懐
に
寄
せ
、
後
半
は
恋
に
寄

せ
る
月
の
歌
と
い
っ
た
対
比
に
よ
る
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
二
五
番
は

「残
る
月
影
」
「
も
と
の
月
影
」
、
二
六
番
は

「光
な
り
け
れ
」
「涙
落
ち
け
り
」
と
句
末
が
似
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ

れ
る
。
月
の
歌
群
後
半
の
差
し
替
え
に
よ
り
結
句
を
揃
え
た
こ
と
で
、

歌
群
の
最
初
に
置
か
れ
た
二
五
番

「残
る
月
影
」
「
も
と
の
月
影
」
と

最
後
の
三
十
番

「床
の
月
影
」
「床
の
秋
風
」
が
対
称
と
な
り
、
歌
群

全
体
の
ま
と
ま
り
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
差
し
替
え
に
よ
り
、
新
た

な
趣
向
が
生
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
正
確
に
い
え
ば
、
二
次
本
で
す

で
に
構
築
さ
れ
て
い
た
構
成
配
列
の
趣
向
を
、
よ
り
完
成
さ
れ
た
も
の

に
し
、
歌
群
の
前
半
と
後
半
に
統

一
感
を
も
た
せ
た
と
い
え
る
。

切
り
出
し
歌

「
さ
む
し
ろ
や
」
は
、
『新
古
今
集
』
入
集
歌
で
あ
る

こ
と
や
、
「
風
ふ
け
て
」
と
い
う
表
現
が

『無
名
抄
』
「近
代
歌
然
事
」

で
達
磨
宗
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
い
か
に
も
新
古
今
ら
し
い
和
歌
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
従
来
切
り
出
し
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
切
り
出
し
の

理
由
は
、
定
家
が
新
古
今
的
表
現
を
忌
避
し
た
た
め
か
も
し
れ
ず
、
そ

の
点
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に

「月
」
の
歌
群
全
体
の
中
で
、
二
次
本
と
二
次
本
を
比
較
す
る
と
、
差

し
替
え
に
よ
っ
て
結
番
や
歌
群
構
成
の
完
成
度
が
増
し
て
い
る
の
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
切
り
出
し
は
本
自
歌
合
の
中
で
の
構
成
配
列
上
、
新
た

に
そ
の
場
所
に
相
応
し
い
歌
を
得
た
こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
定
家
の
好
尚
の
変
化
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、　
一
首
の
歌
そ

の
も
の
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
秋
の
月
の
歌
群
の
結
番
や
構
成

配
列

へ
の
好
尚
の
変
化
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、　
一
と
二
で
四
季
歌
の
改
訂
を
み
て
き
た
が
、
四
季
歌
の
中
で

の
歌
材
の
順
序
を
変
え
る
な
ど
、
全
体
の
構
成
配
列
を
大
き
く
変
え
る



も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も

「桜
」
「紅
葉
」
「
月
」
と
い
っ
た
歌
群
内

部
の
変
化
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
ま
た
歌
群
内
部
の
変
化
も
、
す
で
に
二

次
本
で
あ
る
程
度
構
築
さ
れ
て
い
た
構
成
配
列
の
完
成
度
を
高
め
る
た

め
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
「恋
」
五
八
番
の
改
訂

恋
部
は
、
五

一
番
か
ら
八
十
番
の
三
十
番
六
十
首
で
構
成
さ
れ
る
。

五
八
番
、
六

一
番
、
七
六
番
の
三
箇
所
で
改
訂
が
行
わ
れ
、
五
八
番
で

は
左
右
二
首
共
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
合
わ
せ
て
四
首
の
差
し

替
え
と
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
歌
順
の
入
れ
替
え
は
な
い
。

は
じ
め
に
恋
部
の
改
訂
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
切
り
出
し
歌
が
全
て
建
保
三
年

「
内
大
臣
家
百
首
」

の
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
百
首
は
建
保
期
の
名
所
詠
流
行
を
反

映
し
て
、
恋
二
五
首
全
て
が

「寄
名
所
恋
」
題
で
詠
ま
れ
て
お
り
、
本

自
歌
合
二
次
本
に
は
二
五
首
中

一
六
首
が
採
ら
れ
て
い
る
。
「千
五
百

番
歌
合
」
か
ら
は
、
本
自
歌
合
に
二
二
首
採
ら
れ
て
い
る
が
、
「
四
季
」

一
二
首

「恋
」
七
首

「雑
」
三
首
を
合
わ
せ
て
の
数
値

（二
次
本
、
三

次
本
共
通
）
で
、
同

一
部
立
で
は
最
も
多
く
採
歌
さ
れ
た
催
し
で
あ
る
。

そ
の
上
こ
れ
ら
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
、
五
六
番
か
ら
五
九
番
の
四
番
八

首
と
七
五
番
か
ら
七
七
番
の
二
番
六
首
と
い
う
具
合
に
、
歌
群
と
し
て

配
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「内
大
臣
家
百
首
」
以
外
の
名
所
詠
九
首
を

合
わ
せ
る
と
、
二
次
本
の
恋
部
三
十
番
六
十
首
中
、
二
五
首
が
名
所
詠

で
、
こ
れ
は
恋
部
全
体
の
四
割
以
上
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
恋
部
に

お
け
る
名
所
詠
の
重
要
性
を
窺
わ
せ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
当
時
の
歌

壇
の
流
行
を
背
景
と
し
た
採
歌
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
も
歌
数
の
多

さ
と
二

つ
の
歌
群
に
よ
り
、
二
次
本
が

「
内
大
臣
家
百
首
」
「寄
名
所

恋
」
の
歌
を
主
調
に
配
列
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。　
一
方

切
り
入
れ
歌
は
、
全
て

「
関
白
左
大
臣
家
百
首
」
の
非
名
所
詠
で
あ
る
。

二
次
改
訂
に
お
け
る
恋
部
の
差
し
替
え
は
、
二
次
本
で
主
調
と
な

っ
た

「内
大
臣
家
百
首
」
の
名
所
詠

一
六
首
か
ら
、
四
首
を
減
じ

一
二
首
に

し
、
新
た
な
名
所
詠
は
加
え
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
恋
部
全
体
の
構
成
を
確
認
す
る
。
最
初
の

一
番
で
あ
る
五

一
番

は
、
左
に

「六
百
番
歌
合
」
か
ら

『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
た
、

な
び
か
じ
な
海
人
の
藻
塩
火
た
き
そ
め
て
煙
は
空
に
く
ゆ
り
わ
ぶ

と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
二
・
一
〇
八
二
）

右
に
、
「院
句
題
五
十
首
」
の
恋

一
首
目

「寄
雲
恋
」
で
詠
ま
れ
た
、

し
ら
れ
じ
な
千
し
ほ
の
木
の
葉
こ
が
る
と
も
時
雨
る
る
雲
に
色
し

み
え
ね
ば

を
番
え
て
お
り
、
左
は

「初
恋
」
題
で
詠
ま
れ
た
恋
の
初
め
の
歌
、
右

は
ま
だ
相
手
に
知
ら
れ
ぬ
恋
の
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。
恋
部
最
後
の
八

十
番
は
、

左
　
須
磨
の
海
人
の
袖
に
吹
き
越
す
潮
風
の
な
る
と
は
す
れ
ど
手
に
も

た
ま
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同

。
同

。
一
三

七
）

右
　
や
す
ら
ひ
に
い
で
け
る
か
た
も
し
ら
と
り
の
と
ば
山
松
の
ね
に
の

み
ぞ
な
く

と
い
う
名
所
詠
二
首
の
番
で
、
海
と
山
そ
れ
ぞ
れ
で
恋
の
終
わ
り
を
嘆



く

一
番
と
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
恋
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
と
い

う

一
般
的
な
恋
の
部
立
構
成
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
切
り
入
れ

歌
は
全
て

「
関
白
左
大
臣
家
百
首
」
の
歌
だ
が
、
恋
の
進
行
に
応
じ
た

以
下
の
歌
題

「
忍
恋
」
「
不
逢
恋
」
「
後
朝
恋
」
「
遇
不
逢
恋
」
か
ら
そ

れ
ぞ
れ

一
首
ず

つ
、
し
か
も
そ
の
順
序
通
り
に
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る

の
で
、
恋
の
進
行
に
従
う
と
い
う
大
枠
の
構
成
に
変
化
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
五
八
番
か
ら
順
に
差
し
替
え
を
具
体
的
に
み
て
い
き

た
い
。
五
八
番
は

「内
大
臣
家
百
首
」
の
歌
群
の

一
つ
、
五
六
番
か
ら

五
九
番
の
中
の

一
番
だ
が
、
左
右
二
首
共
差
し
替
え
ら
れ
て
お
り
、

「内
大
臣
家
百
首
」
か
ら
採
歌
さ
れ
た
名
所
詠
の
歌
群
が
完
全
に
分
断

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
二
次
本
五
八
番
を
示
す
。

□

刷
劃
洲
制
に
木
葉
吹
き
し
く
秋
風
も
心
の
色
を
え
や
は
つ
た
ふ
る

□

司
口
山
ゆ
ふ
つ
け
鳥
の
お
り
は
え
て
我
が
衣
手
に
時
雨
ふ
る
こ
ろ

こ
の
二
首
は

「
内
大
臣
家
百
首
」
で
も
四
首
目
、
五
首
目
と
並
ん
で
置

か
れ
て
い
る
。
「
甲
斐
が
嶺
」
と

「竜
田
山
」
と
い
う
山
の
名
所
に
よ

そ
え
て
、
ま
だ
相
手
に
恋
の
思
い
を
伝
え
ら
れ
な
い
歌
と
恋
の
涙
を
詠

ん
だ
歌
の
番
だ
が
、
名
所
詠
の
番
で
あ
る
と
と
も
に
、
「秋
風
」
「
時

雨
」
と
い
う
季
節
を
詠
み
込
ん
だ

一
番
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
三
次
本
で

は
次
の
、

左
　
う
へ
繁
る
垣
根
隠
れ
の
小
篠
原
知
ら
れ
ぬ
恋
は
う
き
ふ
し
も
な
し

右
　
夜
な
夜
な
の
月
も
涙
に
曇
り
に
き
影
だ
に
み
せ
ぬ
人
を
恋
ふ
と
て

と
差
し
替
え
ら
れ
た
。
左
は

「
忍
恋
」
、
右
は

「
不
逢
恋
」
題
で
詠
ま

れ
た
歌
で
、
相
手
に
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
恋
と
、
恋
の
涙
の

一
番
で

あ
る
。
左
は
二
次
本
の

「
え
や
は

つ
た
ふ
る
」
が

「知
ら
れ
ぬ
恋
」
、

右
は
同
じ
く

「我
が
衣
手
に
時
雨
」
と
い
う

「涙
」
の
比
喩
が

「
月
は

一涙
に
く
も
り
に
き
」
と
い
う
具
合
に
、
表
現
は
変
わ

っ
て
い
る
も
の
の
、

歌
わ
れ
る
恋
の
状
況
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。
但
し
二
次
本
の
歌
は

名
所
だ
け
で
な
く
季
節
も
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
二
次
本

「
甲
斐
が
嶺

に
」
の
歌
は

『
古
今
集
』
「
甲
斐
が
嶺
を
ね
こ
し
山
こ
し
吹
く
風
を
人

に
も
が
も
や
こ
と
づ
て
や
ら
む
」
（東
歌

・
一
〇
九
八
）
の
本
歌
取
で
あ

る
。
恋
歌
に
お
け
る

「秋
風
」
と
名
所
と
の
組
み
合
わ
せ
が
八
代
集
に

一
首
し
か
な
く
、
珍
し
い
こ
と
か
ら
、
建
保
期
の
定
家
が
常
套
的
な
恋

の

「秋
風
」
に
工
夫
を
み
せ
、
当
時
流
行
し
た
名
所
と
取
り
合
わ
せ
詠

出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
歌
で
あ
る
。

前
歌
で
あ
る
五
七
番
右
は

「直
の
屋
に
蛍
や
ま
が
ふ
海
人
や
た
く
お

も
ひ
も
恋
も
夜
は
も
え
つ
つ
」
と
夏
の
景
物

「
蛍
」
が
詠
ま
れ
、
二
次

本
で
は

「内
大
臣
家
百
首
」
の
名
所
歌
群
と
い
う
上
に
、
夏
か
ら
秋
と

い
う
季
節
の
流
れ
が
複
合
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

（海

の
名
所
か
ら
山
の
名
所
へ
と
い
う
趣
向
も
考
え
ら
れ
よ
う
）。
し
か
し
、
五

七
番
の
左
は

「
く
る
る
夜
は
衛
士
の
た
く
火
を
そ
れ
と
見
よ
室
の
八
嶋

も
都
な
ら
ね
ば
」
と
、
季
節
を
示
す
歌
語
は
な
く
、
特
に
季
節
は
意
識

さ
れ
ず
、
恋
の
思
い
を
名
所
の
景
物
に
よ
そ
え
て

「
火
」
に
警
え
た

一

番
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
五
六
番
か
ら
五
九
番
ま
で
の
名
所
詠
の
歌
群
が

分
断
さ
れ
た
こ
と
が
、
改
訂
に
よ
る
構
成
上
最
も
大
き
い
変
化
の
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
切
り
出
さ
れ
た
名
所
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。



四
、
「恋
」
六

一
番
と
七
六
番
の
改
訂

次
の
差
し
替
え
は
六

一
番
左
で
あ
る
。
恋
部
は
恋
の
進
行
に
合
わ
せ

た
構
成
配
列
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
六

一
番
の
差
し
替
え

を
考
え
る
た
め
、
こ
こ
で
は
六
十
番
か
ら
み
て
い
く
。
六
十
番
は

『新

勅
撰
集
』
入
集
歌
同
士
の
結
番
、

左
　
恋
ひ
死
な
ぬ
身
の
お
こ
た
り
ぞ
年

へ
ぬ
る
あ
ら
ば
逢
ふ
よ
の
心
づ

よ
さ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
二
・
七
四
四
）

右
　
逢
ふ
こ
と
は
忍
ぶ
の
衣
あ
は
れ
な
ど
ま
れ
な
る
色
に
乱
れ
そ
め
け

ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
五
・
九
八
三
）

と
な

っ
て
い
る
。
左
右
と
も
二
次
本
で
の
切
り
入
れ
歌
だ
が
、
『新
勅

撰
集
』
で
の
収
載
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
恋
二
と
恋
五
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

本
自
歌
合
と
は
異
な
る
配
列
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
六
十
番
は
左
が

「久

恋
」
題
で
詠
ま
れ
た
歌
で
、
「
年
経
ぬ
る
」
「
あ
ら
ば
逢
ふ
よ
」
と
あ
り
、

恋
死
に
す
る
こ
と
な
く
年
を
経
た
の
も
、
生
き
て
こ
の
世
に
あ
れ
ば
ま

た
逢
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
と
い
う
心
強
さ
の
た
め
で
す
よ
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
前
番
右
の

「
遇
不
逢
恋
」
の
状
況
を
承
け
、
そ
の
状
態
が

久
し
く
続
く
様
を
詠
む
。　
一
方
、
右
歌
は
建
保
四
年

「内
裏
歌
合
」
の

「恋
」
題
の
歌
で
、
左
歌
四
句
目
の

「
あ
ら
ば
逢
ふ
よ
」
か
ら
初
句
を

「逢
ふ
こ
と
は
忍
ぶ
」
と
置
く
。
こ
こ
で
は
左
の
歌
と
番
わ
さ
れ
こ
と

で
、
人
目
を
忍
ぶ
ま
れ
の
逢
瀬
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
続
く
六

一
番
で
、
左
の
歌
が
差
し
替
え
ら
れ
て
い
る
が
、
二

次
本
で
は
、

□

　
い
か
に
せ
ん
測
の‐
例
劇
は
つ
か
な
る
う

つ
つ
の
後
は
夢
を
だ
に
み

ず

右
　
忘
れ
ず
は
慣
れ
し
袖
も
や
氷
る
ら
ん
寝
ぬ
夜
の
床
の
霜
の
小
進

（新
古
今
集

・
恋
四
。
一
二
九

一
）

で
あ
る
。
左
の
切
り
出
し
歌
は
、
「
浦
の
初
島
」
か
ら

「
は
つ
か
な
る
」

を
引
き
出
し
、

つ
か
の
間
の
逢
瀬
の
後
は
眠
ら
れ
ず
、
夢
で
恋
人
に
逢

う
こ
と
も
で
き
な
く
な

っ
た
と
嘆
く
。
前
歌
の

「
ま
れ
の
逢
瀬
」
を
承

け
、
そ
れ
が

つ
か
の
間
の
逢
瀬
で
し
か
な
く
、
ま
た
逢
い
た
い
と
の
思

い
で
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
く
の
で
あ
る
。
右
は

「
六
百
番
歌

〈
星

「寄
薦
恋
」
題
で
詠
ま
れ
、
勝
と
な

っ
た
歌
で
あ
る
。
俊
成
判
詞

が

「寝
ぬ
夜
の
床
の
霜
の
小
進
と
い
へ
る
、
人
の
袖
を
も
思
ひ
や
れ
る

心
、
優
に
侍
る
べ
し
」
と
す
る
よ
う
に
、
召
心
れ
ず
」
の
主
語
は
恋
人

で
あ

っ
て
、
恋
人
が
自
分
を
忘
れ
ず
に
い
た
ら
恋
人
の
袖
も
今
頃
涙
で

凍

っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
恋
人
を
思
い
や
り

一
人

「寝
ぬ
夜
」
を
過
す

女
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
結
番
は
恋
人
を
思
い
、
眠
れ
ぬ
夜
を
過
す
女
の

歌
二
首
を
合
わ
せ
る
。
「内
大
臣
家
百
首
」
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
が
歌
群

と
し
て
連
続
し
、
「内
大
臣
家
百
首
」
の
歌
同
士
で
の
結
番
、

つ
ま
り

名
所
詠
の
番
と
な

っ
て
い
る
が
、
六

一
番
は
二
次
本
で
唯

一
非
名
所
詠

と
合
わ
さ
れ
た

一
番
で
、
名
所
歌
群
中
の
も
の
で
は
な
い
。

二
次
本
で
、
新
た
に
左
に
切
り
入
れ
ら
れ
た
歌
は
、

今
の
ま
の
我
が
身
に
か
ぎ
る
鳥
の
音
を
誰
う
き
も
の
と
帰
り
そ
め

け
ん

と
い
う

「
後
朝
恋
」
題
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
後
朝
の
別
れ
を
告
げ



る

「鳥
の
音
」
を
、
そ
の
辛
さ
故
に

「
い
ま
の
ま
の
我
が
身
に
限
る
」

と
す
る
、
歌
題
に
相
応
し
い
歌
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
前
番
六
十
番
右

歌

「
逢
ふ
こ
と
は
」
に
照
応
し
た

「
後
朝
」
と
考
え
ら
れ
る
。
二
次
本

が

「
眠
れ
ぬ
夜
」
と
い
う
同
じ
状
況
の
二
首
並
列
の
結
番
で
あ

っ
た
の

に
較

べ
、
二
次
本

で
は
左
の
後
朝
の
別
れ
の
朝
か
ら
、
右
の

「寝
ぬ

夜
」
と
い
う
時
間
の
流
れ
が
で
き
、
立
体
的
構
成
の

一
番
と
な
っ
た
。

左
右
に
時
間
の
経
過
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
物
語
的
に
な

っ
た
と
も
い

え
る
。
し
か
し
、
恋
の
進
行
に
従
う
と
い
う
恋
部
の
構
成
に
変
化
は
な

い
。
ま
た
、
名
所
詠
が
切
り
出
さ
れ
た
の
で
、
名
所
を
含
ま
な
い
結
番

と
も
な

っ
た
。

恋
部
最
後
の
差
し
替
え
は
七
六
番
右
で
あ
る
。
こ
れ
も
七
五
番
か
ら

七
七
番
ま
で
の

「内
大
臣
家
百
首
」
の
歌
群
中
に
あ
る
が
、
五
八
番
の

よ
う
な
左
右
二
首
の
差
し
替
え
で
は
な
い
。
二
次
本
七
六
番
は
、

左
　
袖
の
浦
か
り
に
や
ど
り
し
月
草
の
ぬ
れ
て
の
後
を
猶
や
た
の
ま
ん

囲
一　
命
だ
に
あ
ら
ば
あ
ふ
瀬
を
調
測
川
か
へ
ら
ぬ
浪
も
よ
ど
め
と
ぞ
思

お

だ
が
、
二
次
本
で
は
右
歌
を
切
り
出
し
、
「
関
白
太
政
大
臣
百
首
」
「
遇

不
逢
恋
」
題
の
、

は
る
か
な
る
人
の
心
の
唐
土
は
さ
わ
ぐ
み
な
と
に
言
づ
て
も
な
し

を
切
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
み
た
二
番
は
、
い
ず
れ
も
差
し
替
え

に
よ
り
名
所
を
含
ま
な
い
番
に
な

っ
た
が
、
こ
こ
は
少
し
異
な
る
。
差

し
替
え
ら
れ
た
番
だ
け
で
は
、
差
し
替
え
の
意
図
が
見
え
難
い
の
で
、

こ
こ
で
も
前
後
の
番
を
み
て
い
く
。
前
番
七
五
番
は

左
　
た
の
め
お
き
じ
後
背
の
山
の
ひ
と
こ
と
や
恋
を
祈
り
の
命
な
り
け

る

右
　
形
見
こ
そ
あ
だ
の
大
野
の
萩
の
露
移
ろ
ふ
色
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し

で
あ
る
。
左
に

「
た
の
め
お
き
し
」
「
後
背

（後
の
逢
瀬
）
の
山
の
ひ
と

こ
と
」
、
右
に

「
あ
だ
の
大
野
」
「
い
ふ
か
ひ
も
な
し
」
と
あ
る
。
左
右

共
に
地
名
を
掛
詞
に
し
て
巧
み
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
左
の

「背
」
は

恋
人
の
こ
と
で
も
あ
り
、
恋
人
の

一
言
を
頼
み
に
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。

右
歌
の

「
形
見
」
は
、
左
の
歌
と
番
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
恋
人
の

言
葉
と
解
釈
で
き
、
そ
の
言
葉
が

「徒

（あ
だ
と

と
な

っ
た
、
今
さ

ら
恋
人
の
心
変
わ
り
を
言

っ
て
も
甲
斐
も
な
い
と
な
る
。
こ
の

一
番
は
、

左
に

「
ひ
と
こ
と
」
右
に

「
い
ふ
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
同
時
に
両
首
共

地
名
そ
の
も
の
が
掛
詞
に
な
り
意
味
を
持

つ
。
た
だ
意
味
を
持

つ
の
で

は
な
く
、
恋
歌
に
相
応
し
い
意
味
を
持

つ
の
で
あ
る
。

続
く
七
六
番
左

「袖
の
浦
」
歌
は
、
前
歌
の

「
い
ふ
か
ひ
も
な
し
」

を
承
け
、
仮
の
宿
り
の
逢
瀬
の
後
、
「月
草
」
の
よ
う
に
移
ろ
い
や
す

い
心
の

（「
い
ふ
か
ひ
も
な
」
い
）
恋
人
を

「猶
や
た
の
ま
ん
」
と
す
る
。

七
五
番
か
ら
は
、
恋
人
の
訪
れ
が
遠
の
い
た
後
も
相
手
の
言
葉
を
信
じ

た
り
、
諦
め
た
り
、
ま
た
思
い
直
し
て
望
み
を
掛
け
た
り
と
揺
れ
動
く

女
性
の
心
が
、
地
名
を
利
用
し
て
物
語
の
よ
う
に
見
事
に
配
列
さ
れ
て

い
る
。
切
り
出
さ
れ
た
二
次
本
の
七
六
番
右
で
は

「
あ
ふ
せ
を
松

（待

３

浦
川
」
が
、
「後
背
の
山
」
や

「
あ
だ
の
大
野
」
と
同
様
の
働
き

を
持

つ
地
名
と
し
て
配
列
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「松
」
と

「待

つ
」

の
掛
詞
は
恋
歌
で
は
常
套
的
で
、
六
二
番
右
の

「来
ぬ
人
を
松
帆
の
浦

―- 39 -―



の
夕
な
ぎ
に
や
く
や
も
し
ほ
の
身
も
こ
が
れ

つ
つ
」
で
す
で
に
用
い
て

も
い
る
。　
一
首
の
眼
目
は
、
寄
せ
て
は
返
す
海
の
浪
で
は
な
く
、
流
れ

続
け
て
行
き
、
決
し
て
戻
る
こ
と
の
な
い
川
浪
を
恋
人
に
警
え
、
「
帰

ら
ぬ
浪
も
よ
ど
め
」
と

「
思
ふ
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
浪
」
が
左

の

「袖
の
浦
」
か
ら
縁
語
に
よ

っ
て
続
く
趣
向
の
結
番
と
思
わ
れ
る
が
、

二
次
本
で
は

「
唐
土
」
の
よ
う
に

「
は
る
か
な
る
人
の
心
」
は

「
言
づ

て
」
も
な
い
と
な
り
、
左
の

「猶
や
た
の
ま
ん
」
を
挟
み
、
七
五
番
か

ら
の
恋
人
の

「言
葉
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
配
列
が
続
く
こ
と
に
な

る
。
次
の
七
七
番
左
は
、

忘
貝
そ
れ
も
思
ひ
の
た
ね
た
え
て
人
を
み
ぬ
め
の
浦
み
て
ぞ
ぬ
る

だ
が
、
こ
の
歌
の

「
思
ひ
の
た
ね
」
は
三
次
本
で
は
、
切
り
入
れ
歌
の

「言
づ
て
も
な
し
」
を
承
け
て
恋
人
の

「言
葉
」
と
解
釈
で
き
る
。
七

五
番
か
ら
続
い
た

「言
葉
」
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
も
絶
え
て
し
ま
い
、

「
み
ぬ
め
」
を

「
う
ら

（浦
と

む
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
二
次
本
で
は
、

二
次
本
の

「待

つ
」
と
掛
け
た
地
名

「松
浦
川
」
よ
り
、
詈
口
づ
て
」

と
い
う
詞
が
重
視
さ
れ

「
は
る
か
な
る
」
に
差
し
替
え
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
差
し
替
え
に
よ
り
、
コ
』
葉
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
物
語

的
配
列
構
成
が
よ
り

一
層
明
確
に
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
時
に

「松

浦
川
」
が
異
国
の
地

「唐
土
」
と
な
る
こ
と
で
、
名
所
詠
の
歌
群
に
ア

ク
セ
ン
ト
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の

「
唐
土
」
は
中
国
を
直
接

い
う
の
で
は
な
く
、
恋
人
の

「
心
」
が
遠
く
離
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
の

比
喩
で
は
あ
る
。

以
上
三
、
四
で

「恋
」
の
差
し
替
え
四
首
を
み
て
き
た
が
、
恋
の
進

行
に
即
し
た
構
成
配
列
に
変
化
は
な
く
、
名
所
が
重
視
さ
れ
て
い
た
箇

所
が
、
前
後

の
番
と
の
繁
が
り
を
重
視
し
た
も
の
に
改
訂
さ
れ
た
と
い

え
よ
う
。五

、
「恋
」
に
お
け
る

「内
大
臣
家
百
首
」
の
名
所
詠



六

一
番
左
日
Ⅲ
回
回
園
日

個
々
の
名
所
以
前
に
ま
ず
気
付
く
の
は
、
恋
部
五

一
番
か
ら
八
十
番

ま
で
の
二
十
番
全
体
の
前
半
と
後
半
に
、
対
称
的
に
歌
群
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
改
訂
箇
所
が
歌
群
中
の
ほ
ぼ
同
じ
部
分
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
二
次
本
で
の
名
所
に
重
点
を
置
い
た
構
成
配
列
を
意

識
し
た
差
し
替
え
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
切
り
出
し
に
よ
り
、

二
次
本
で
は

「内
大
臣
家
百
首
」
か
ら
採
ら
れ
た
歌
が
前
半
六
首
、
後

半
六
首
と
数
の
上
で
も
揃
う
こ
と
と
な

っ
た
。
名
所
を
個
別
に
考
え
る

と
、
「
四
季
」
で
は
山
城
国
の
名
所

「宇
治
」
と

「小
倉
山
」
が
切
り

出
さ
れ
て
い
た
が
、
「恋
」
の
切
り
出
し
で
は
例
え
ば

「
甲
斐
が
嶺
」

は
甲
斐
国
、
「松
浦
川
」
は
肥
前
国
な
の
で
、
差
し
替
え
の
基
準
と
し

て
都
と
の
遠
近
は
関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
次
に
残
さ
れ
た
名
所
を

み
る
と
、
「床

の
浦
」
「緒
絶

の
橋
」
「袖
の
浦
」
「
み
ぬ
め
の
浦
」
と

い
っ
た
、
恋
歌
に
相
応
し
い
語
を
含
む
名
所
が
目
に
付
く
。
こ
の
よ
う

な
傾
向
は
恋
の
終
わ
り
を
詠
む
後
半
の
歌
群
に
特
に
多
い
。
「袖
の
浦
」

や

「
緒
絶
の
橋
」
は
、
「建
保
名
所
百
首
」
で
も
恋
歌
の
歌
題
と
な

っ

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
名
所
以
外

で
も

「住
の
江
」
は

『
百
人

一

首
』
に
も
採
ら
れ
た
、

「住
の
江
の
岸
に
よ
る
浪
よ
る
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
ひ
と
め
よ
く
ら
ん
」

（古
今

・
恋
二

・
五
五
九

・
敏
行
）
に
よ
り
、
「浪
」
が

「寄

る
」
と

「夜
」
を
引
き
出
し
、
恋
歌
に
多
く
詠
ま
れ
る
名
所
で
、
定
家
の
歌
も

こ
の
歌
の
本
歌
取
で
あ
る
。
同
様
に

「室
の
八
嶋
」
も
、
「
い
か
で
か

は
思
ひ
あ
り
と
や
知
ら
す
べ
き
室
の
八
嶋
の
煙
な
ら
で
は
」
（詞
花

。

恋
上

・
一
八
八

・
実
方
）
で
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「煙
」
と
と
も
に

恋
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
多
い
名
所
で
あ
る
。
定
家
は

「
煙
」
で
は
な

く

「火
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
恋
の
思
い
と
結

び

つ
き
や
す
い
名
所
で
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
切
り
出
さ
れ
た
名
所
を
み
る
と
、
「
甲
斐
が
嶺
」
や

「竜
田
山
」
は
い
ず
れ
も
初
旬
に
置
か
れ
、　
一
首
の
中
で
掛
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
「
甲
斐
が
嶺
」
は
、
定
家
の
歌
の
本
歌
と
な

っ

た

「
甲
斐
が
嶺
を
ね
こ
し
山
こ
し
吹
く
風
を
人
に
も
が
も
や
こ
と
づ
て

や
ら
む
」
よ
り
、
同
じ
く

『古
今
集
』
東
歌
の

「
甲
斐
が
嶺
を
さ
や
に

も
み
し
が
け
け
れ
な
く
横
ほ
り
ふ
せ
る
さ
や
の
中
山
」
貧

〇
九
七
）
の

方
が
有
名
で
、
恋
歌
と
直
接
結
び

つ
く
名
所
で
は
な
い
。
ま
た

「竜
田

山
」
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

「紅
葉
」
で
あ

っ
て
、

恋
歌
と
は
結
び

つ
き
難
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
二
次
本
の
段
階
で
は
恋

歌
に
あ
ま
り
詠
ま
れ
な
い
名
所
で
あ
る
こ
と
に
面
白
さ
が
あ
り
採
歌
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
名
所
詠
が
数
多
く
詠
ま
れ
て
い

た
建
保
期
だ
か
ら
こ
そ
生
じ
た
面
白
さ
で
あ
ろ
う
。
「浦
の
初
島
」
や

「松
浦
川
」
の
切
り
出
し
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
結
番
や
構

成
配
列
上
の
理
由
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り

「床
の
浦
」

や

「緒
絶
の
橋
」
ほ
ど
、
恋
歌
に
直
哉
に
結
び

つ
か
な
い
。

名
所
に
つ
い
て
は
、
ひ
と

つ
ひ
と

つ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
歌
史
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
、
建
保
期
の

『
万
葉

集
』
摂
取
と
の
観
点
か
ら
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ



こ
で
は
恋
歌
に
相
応
し
い
名
前
を
持

つ
こ
と
や
、
恋
歌
に
数
多
く
詠
ま

れ
る
名
所
で
あ
る
こ
と
が
、
定
家
の
選
択
の
基
準
の

一
つ
で
あ

っ
た
こ

と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
名
所
詠
そ
の
も
の
が
、
三

次
本
改
訂
時
に
は
す
で
に
目
新
し
さ
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
び

四
季
部
と
恋
部
に
お
け
る
三
次
改
訂
の
改
訂
箇
所
を
み
て
き
た
が
、

い
ず
れ
も
新
た
に
切
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
貞
永
元
年

「
関
自
左
大
臣

家
百
首
」
の
歌
で
あ

っ
た
。
「
四
季
」
で
は

「
桜
」
「
月
」
「紅
葉
」
と
、

す
べ
て
歌
群
内
部
の
改
訂
で
あ

っ
て
、
例
え
ば
月
の
歌
が
月
の
歌
に
差

し
替
え
ら
れ
、
四
季
の
景
物
の
置
か
れ
る
順
序
が
変
わ
る
な
ど
、
配
列

構
成
の
変
化
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
。
恋
部
で
は

「内
大
臣
家
百
首
」
の

名
所
詠
歌
群
が
分
断
さ
れ
た
が
、
「桜
」
や

「
月
」
と
い
う
四
季
の
景

物
の
歌
群
と
は
異
な
り
、
「恋
」
の
名
所
詠
歌
群
は
二
次
的
な
趣
向
で

あ
り
、
恋
の
進
行
に
沿

っ
た
配
列
構
成
に
変
化
は
な
か

っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
「
四
季
」
と

「恋
」
の
二
次
改
訂
は
、
二
次
本
で
の
構
成
を

変
え
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
内
部
の
構
成
配
列

な
ど
細
部
変
化
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
完
成
度
を
高
め
た
も
の
と
い
え
る
。

「
四
季
」
と

「恋
」
に
関
す
る
限
り
、
新
た
に
詠
出
さ
れ
た
秀
歌

で

あ

っ
て
も
、
結
番
や
構
成
配
列
上
、
本
自
歌
合
に
切
り
入
れ
が
困
難
な

歌
は
、
撰
入
さ
れ
な
か

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
多
く
の
名
所
詠
が
非
名
所
詠
に
差
し
替
え
ら
れ
た
。
名
所
が

一
首
中
に
果
た
す
役
割
は

一
様

で
は
な
い
が
、
二
次
本
と
二
次
本
と
の

比
較
を
通
し
て
切
り
出
し
歌
を
み
る
と
、
概
ね
結
番
や
配
列

の
な
か
で
、

名
所
そ
の
も
の
が
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
歌

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
二
次
本
が
成
立
し
た
建
保
期
は
名
所
詠
が
流
行

し
た
時
期

で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歌
壇

の
状
況
の
中

で
編
ま
れ
た
本

自
歌
合
は
、
当
然
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。
晩
年

の
見
直
し

で
、
過
剰

に
撰
入
し
、
結
番
や
構
成
配
列

の
中

で
あ
ま
り
必
然
性
を
持

た
な
い
名
所
を
含
む
歌
が
、
定
家

の
目
に
付

い
た
と
し
て
も
不
思
議
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
構
成

の
中

で
よ
り
相
応
し
い
新
た
な
歌
が
あ

っ
て

こ
そ
の
改
訂

で
あ
る
が
、
特

に

「
恋
」

の
改
訂

の
大
き
な
基
準
が
、
名

所
に
あ

っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
だ
ろ
う
。

注（１
）
成
立
に
関
し
て
は
樋
口
芳
麻
呂
氏
が

「定
家
卿
百
番
自
歌
合
成
立
孜
」

翁
国
語
と
国
文
学
』
三
十
１
六
号
　
一
九
五
三
年
六
月
）
で
、
そ
の
過
程
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（２
）
注
１
論
文
。
同
氏
に
は
、
他
に

「建
保
五
年
本
定
家
卿
百
番
自
歌
合
と
そ

の
考
察
」
「
国
語
国
文
学
報
』
四
号
　
一
九
五
五
年
二
月
）
、
「自
歌
合
の
季

節
」
「
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
』
二

一
号
　
一
九
九
六
年
二
月
）
が
あ
る
。

（３
）
部
矢
祥
子
氏
は

「『定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
に
つ
い
て
」
翁
中
世
文
芸
論

稿
』
八
号

一
九
八
三
年
十

一
月
）
で
三
次
改
訂
を

『新
勅
撰
集
』
の
撰
歌
資

料
と
す
る
た
め
と
さ
れ
る
。

（４
）
①

「『定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
の
結
番
方
法
」
「
国
文
学
論
集
』
十
六
号

一
九
八
二
）
②

「
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
雑
部

の
構
成
を
め
ぐ

っ
て
」



翁
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
十
七
号
　
一
九
八
四
年

一
月
）
③

「『定
家
卿

百
番
自
歌
合
』
の
成
立
と
改
稿
―
そ
の

一
成
立
―
」
『国
文
学
論
集
』
十
八

号
　
一
九
八
四
）。

（５
）
「雑
」
四
首
中
三
首
は
賀
歌
の
改
訂
で
、
承
久
の
乱
後
の
政
治
的
状
況
を

含
む
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
問
題
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
続
稿
で

「雑
」
四
首
の
考
察
を
し
た
い
。

（６
）
注

（
１
）
論
文
。

（７
）
為
家
は
、
切
り
出
さ
れ
た

「小
倉
山
」
の
歌
を
評
価
し
て
お
り
、
『続
後

撰
集
』
に
入
集
さ
せ
、
『詠
歌

一
体
』
で
は

「昨
日
は
う
す
き
」
を
制
詞
と

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
自
歌
合
を
単
な
る
秀
歌
撰
と
し
て
安
易
に
扱

う
こ
と
へ
の
注
意
を
促
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（８
）
拙
稿

「定
家
の
百
首
歌
に
お
け
る

「有
明
」
―
四
季
歌
を
中
心
に
―
」

翁
詞
林
』
第
二
十
五
号
　
一
一〇
〇
四
年
四
月
）
に
お
い
て
、
定
家
が

「花
月

百
首
」
の
月
五
十
首
で
月
齢
に
こ
だ
わ
っ
た
配
列
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
が
、
本
自
歌
合
で
も
月
の
歌
群
の
中
で

「花
月
百
首
」
の
月
齢
に
よ

る
配
列
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
二
首
は

「花
月
百
首
」

の
月
五
十
首
中
で
も
並
べ
て
置
か
れ
て
い
る
。

（９
）
宇
治
の

「橋
姫
」
に
つ
い
て
は

『奥
義
抄
』
『袖
中
抄
』
な
ど
の
歌
学
書

に
記
述
が
あ
る
。

（１０
）
で
は
な
ぜ
、
少
な
く
と
も
二
次
本
で
こ
の
歌
が
こ
こ
に
配
列
さ
れ
て
い
る

か
と
い
う
疑
間
が
わ
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
定
家
は
、
本

自
歌
合
に
先
行
し
て
成
立
し
た
良
経
の

『後
京
極
殿
御
自
歌
合
』
に
お
い
て
、

春
の

「佐
保
姫
」
と
秋
の

「立
田
姫
」
が
対
応
し
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を

参
考
に
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
本
自
歌
合
で

「春
」
の

「桜
」
歌
群
中
に
あ

る
八
番
左
の

「袖
ふ
る
」
「
乙
女
子
」
と
対
応
さ
せ
、
「秋
」
の

「月
」
歌
群

中
に

「宇
治
の
橋
姫
」
を
置
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
趣

向
は
家
隆
に
も
継
承
さ
れ
た
よ
う
で
、
『家
隆
卿
百
番
自
歌
合
』
で
は

「春
」

と

「秋
」
を
逆
転
さ
せ
、
「春
」
四
番
右
に

「宇
治
の
橋
姫
」、
「秋
」
二
四

番
右
に

「袖
ふ
る
」
「
乙
女
子
」
を
置
く
。

（Ｈ
）注

（１
）
論
文
、
辻
森
秀
英
氏

「定
家
の
百
番
自
歌
合
の
撰
歌
態
度
に
つ

い
て
」
「
国
文
学
研
究
』

一
九
五
八
年
二
月
）。

（‐２
）
弓
定
家
八
代
抄
』
と
勅
撰
集
恋
部
の
四
季
配
列
―

『新
古
今
集
』
と
の

比
較
を
中
心
に
―
」
「
百
舌
鳥
国
文
』
第

一
六
号
　
一
一〇
〇
五
年
三
月
）。

（‐３
）唐
沢
正
実
氏
が

「建
保
期
の
名
所
歌
合
二
種
及
び

「難
題
和
歌
」
に
つ
い

て
―
順
徳
天
皇
の
和
歌
活
動
管
見
―
」
「
古
典
論
叢
』
第

一
九
号
昭
和
六
二

年

一
二
月
）
で
、
建
保
期
の
名
所
詠
に

「掛
詞
の
使
用
が
多
い
こ
と
」
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
‐４
）
二
次
本
成
立
後
の
詠
出
で
、
『新
勅
撰
集
』
に
入
集
し
て
い
な
が
ら
、
三

次
本
に
切
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
歌
が

一
首
あ
る
が
、
そ
れ
は

「葵
祭
」
の

歌
で
あ
る
。
日
に
ち
が
特
定
さ
れ
る
行
事
の
歌
で
あ
る
た
め
撰
入
が
困
難
で

切
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

（‐５
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『中
世
和
歌
集
　
鎌
倉
篇
』
川
平
ひ
と
し
校
注

『定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
２

九
九

一
年
　
角
川
書
店
）

一
五
五
頁
脚
注
に
指

摘
が
あ
る
。

〈付
記
〉
本
稿
は
平
成
十
四
年
度
和
歌
文
学
会
関
西
例
会

（七
月
二
七
日
　
於

大
阪
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席

上
及
び
終
了
後
に
御
教
示
頂
い
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【使
用
テ
キ
ス
ト
】

二
次
本
…
松
平
文
庫
影
印
叢
書
第
四
巻

『定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
島
原
図
書
館

松
平
文
庫
蔵
本

（新
典
社
　
一
九
九
四
年
）



三
次
本
…
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

『百
番
歌
合
』

合
し
た
。

※
引
用
に
際
し
、
適
宜
漢
字
表
記
に
改
め
、

（
ほ
そ
か
わ

。
ち
さ
こ

を
用
い
、　
一
部
他
本
に
よ
っ
て
校

濁
点
を
私
に
付
し
た
。

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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