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梅

　

が

　

香

―

古
今
集

の
梅
花

の
歌
に
関
し
て
―

一

『箋
注
倭
名
類
衆
抄
』
巻
第
九
の

「梅
」
の
項
に
お
け
る
注
記
の
中
に
は
、

「或
日
、
皇
国
古
無
レ梅
、
故
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
皆
無
二是
物
「
後
自
二西
土
一

致
レ之
、
然
則
宇
女
是
以
二梅
字
音
一篤
レ名
也
、」
と
見
え
、賀
茂
真
淵
は

「梅
の

詞
」
と
題
す
る
文
↑
）に
お
い
て
、
「
ふ
る
事
の
ふ
み
に
見
え
ず
し
て
、
万
の
言

の
葉
の
ふ
み
に
載
た
る
梅
て
ふ
木
の
花
は
、
空
み
つ
大
和
の
く
に
の
も
の
な
ら

ず
し
て
、
こ
と
さ
や
ぐ
か
ら
く
に
よ
り
、
根
こ
じ
来
れ
し
を
、
飛
ぶ
鳥
の
明
日

香
、
荒
妙
の
藤
原
の
官
人
ぞ
、
歌
に
も
つ
ら
ね
は
じ
め
た
る
。」

と
述
べ
て
ゐ

る
。
こ
れ
ら
先
賢
の
言
葉
の
や
う
に
、
記
紀
に
は
梅
に
関
す
る
記
載
が
見
あ
た

ら
ず
、
万
葉
に
至

っ
て
梅
の
詠
ま
れ
た
歌
を
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ

メ
と
い
ふ
訓
は

「梅
」
の
字
の
中
国
音
が
国
語
化
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
は
、

現
代
の
国
語
学
者
に
も
説
か
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
っ
て

，
）、
梅
が
か
の
地
か
ら
渡

来
し
た
木
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
疑
ふ
べ
く
も
な
い
と
考
へ
る
。

『
万
葉
集
』
二
十
巻
の
中
に
梅
を
詠
ん
だ
歌
は
凡
そ
百
十
四
首
数
へ
ら
れ
、

植
物
を
詠
ん
だ
歌
で
は
、
萩
の
歌
百
三
十
七
首
に
次
い
で
そ
の
数
が
集
中
第
二

位
に
な
っ
て
ゐ
る
事
実
を
見
る
と
、
新
た
に
渡
来
し
た
梅
の
木
に
対
し
て
、
万

葉
時
代
の
歌
人
た
ち
が
い
か
に
多
く
の
関
心
を
寄
せ
て
ゐ
た
か
が
窺
は
れ
る
。

宇
佐
美
　
一量
二
八

大
陸
か
ら
移
植
せ
ら
れ
た
木
で
あ
る
以
上
、
歌
に
詠
ま
れ
た
梅
の
木
は
い
づ
れ

も
栽
培
樹
で
あ
っ
た
と
看
な
さ
れ
、本
来
野
生
の
梅
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

さ
う
し
て
梅
の
木
が
植
ゑ
ら
れ
た
の
は
花
を
観
賞
す
る
た
め
ば
か

ヽ
り
で
な
く
、

そ
の
実
を
得
て
薬
用
に
供
す
る
目
的
も
存
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
想
は
れ

る
。
小
清
水
卓
二
氏
は
植
物
学
者
の
立
場
か
ら
、
万
葉
歌
を
通
じ
て
見
ら
れ
る

栽
培
食
用
植
物
に
つ
き
、
「特
に
そ
の
原
産
地
が
他
国
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

食
用
植
物
と
し
て
重
要
な
価
値
を
認
め
ら
れ
て
栽
培
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ

る
種
類
Ｌ
こ
の
中
に
梅
を
あ
げ
、
さ
ら
に

「万
葉
植
物
中
、
薬
用
と
し
て
効
果

あ
る
植
物
名
と
、
そ
の
用
途

一
覧
表
Ｌ
ι
の
中
で
、
梅
の
果
実
に
止
潟

・
駆
贔

。
銀
嘔

・
銀
咳

・
解
熱
そ
の
他
の
用
途
の
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
然
し

『
万

葉
集
』
を
見
て
も
、
梅
の
実
を
直
接
に
詠
ん
だ
歌
は
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
↑
τ

員
淵
が

『
万
葉
集
遠
江
歌
考
』
↑
）で

「詩
経
と
い
へ
る
ふ
み

に
梅
を
詠
ぜ
し
に
、
実
の
事
を
の
み
い
ひ
て
、
花
や
か
を
り
を
ば
い
は
ざ
る
な

り
。上
古
の
こ
と
は
ま
こ
と
あ
る
こ
と
ど
も
に
て
し
た
は
し
き
な
り
。」
と
述
べ

て
ゐ
る
の
は
、
『詩
経
』
召
南
の
「標
有
梅
」
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
「標
有

梅
」
は
実
の
落
ち
る
こ
と
を
人
事
に
関
係
さ
せ
て
詠
ん
だ
素
朴
な
歌
謡
で
あ
る

の
に
対
し
、『
万
葉
集
』
の
梅
の
歌
は
素
朴
で
あ

っ
て
も
自
然
美
を
発
見
し
た
文

化
人
の
感
覚
を
通
し
て
花
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
が
そ
の
殆
ん
ど
で
あ
る
。



梅
が
わ
が
国
に
舶
載
せ
ら
れ
た
の
は
果
実
を
薬
用
に
供
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
が
、

『
万
葉
集
』
に
は
梅
の
実
が
薬
用
に
使
は
れ
た
事
実
を
知

ら
せ
る
歌
は
も
と
よ
り
、
自
然
現
象
と
し
て
の
果
実
の
生
態
を
詠
ん
だ
歌
も
な

く
、
梅
の
歌
の
多
く
は
花
の
美
を
観
賞
し
て
詠
ま
れ
て
ゐ
る
。

梅
花
の
宴
は
万
葉
時
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
新
し
い
風
雅
の
遊
び
で
あ
っ

た
。
そ
の
席
で
杯
を
あ
げ
て
梅
花
の
歌
を
詠
ず
る
こ
と
は
、
大
陸
の
文
人
の
風

流
に
倣

っ
た
知
識
人
の
文
雅
な
催
し
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。

『
万
葉
集
』
巻

五
に
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
天
平
二
年
正
月
十
三
日
太
宰
の
帥
大
伴
旅
人
の
官

邸
で
梅
花
の
宴
が
催
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
こ
に
集

っ
た
官
人
た
ち
の
梅

花
の
歌
を
列
ね
記
し
、
集
中
の
一
偉
観
と
な
っ
て
ゐ
る
。
宮
中
に
お
け
る
梅
花

の
宴
は
い
つ
頃
か
ら
催
さ
れ
た
も
の
か
詳
か
に
は
知
り
難
い
。

『続
日
本
紀
』

巻
十
三
の
天
平
十
年
秋
七
月
癸
酉

（七
日
）
の
条
に
は
、
天
皇
が
大
蔵
省
に
御

し
て
相
撲
を
覧
ら
れ
、
そ
の
タ
ベ
西
池
官
に
御
し
て
殿
前
の
梅
樹
を
指
し
、
右

衛
士
の
督
下
道
朝
臣
員
備
お
よ
び
諸
ろ
の
才
子
に
勅
し
て

「人
皆
有
塁
心、
所
レ

好
下
レ同
、
朕
去
春
欲
レ
翫
二此
樹
「
而
未
レ
及
二賞
翫
「
花
葉
遠
落
、
意
甚
惜
焉
、

宜
下
各
賦
二春
意
一詠
中此
梅
樹
上
、」
と
仰
せ
が
あ
り
、
文
人
三
十
人
が
詔
を
承

っ

て
こ
れ
を
賦
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
秋
七
月
の
こ
と
で
梅
花
の
宴
と
は
言
ひ

難
い
が
、観
梅
の
詩
に
関
す
る
最
初
の
記
録
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

『懐
風
藻
』
に
は
侍
宴
応
詔
の
詩
に
梅
花
を
詠
ん
だ
作
が
幾
首
か
見
ら
れ
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
に

一
言
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
要
す
る
に
、
万
葉
時
代
に
は

梅
花
の
美
の
発
見
に
よ
っ
て
、
そ
の
頃
の
文
化
人
た
ち
の
間
に
新
し
い
風
雅
生

活
の
一
様
式
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

万
葉
の
歌
人
た
ち
が
賞
美
し
た
梅
の
花
は
白
い
色
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従

っ

て
梅
花
を
雪
に
害
へ
た
歌
や
雪
を
梅
花
に
見
立
て
た
歌
も
少
く
な
い
。
か
の
地

の
梅
も

「華
白
Ｌ
こ
と
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
一
般
に
は
白
い
花
の
咲
く

種
類
の
も
の
で
、
古
い
詩
に
も
、
例
へ
ば

『
玉
台
新
詠
集
』
巻
四
に
あ
る

「落

梅
」
の
詩
で
は
、
梅
の
初
花
が
飛
び
散
る
さ
ま
を
雪
の
し
き
り
と
降
る
さ
ま
に

見
立
て
て
ゐ
る
。
紅
梅
が
わ
が
国
に
入
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
平
安
時
代
に
な
っ

て
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

『続
日
本
後
紀
』
巻
十
八
の
承
和
十
五
年

正
月
壬
午

（十

一
日
）
の
条
に

「上
御
二仁
寿
殿
「
内
宴
如
レ常
、
殿
前
紅
梅
、

便
入
二詩
題
一宴
詑
、
賜
レ藤
有
レ差
、
」
と
見
え
る
の
が
、
わ
が
国
で
紅
梅
の
記
録

の
最
初
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
↑
τ

さ
て
わ
た
く
し
は
、
こ
こ
に

『
万
葉
集
』
の
梅
の
歌
に
つ
い
て
長
々
と
纏
説

す
る
つ
も
り
で
は
な
い
。万
葉
の
梅
花
の
歌
に
関
し
て
今

一
つ
の
事
実
を
述
べ
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
本
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
で
に
言
ふ
ま
で
も
な

く
、
万
葉
歌
人
の
観
賞
し
た
梅
花
の
美
は
主
と
し
て
視
覚
に
触
れ
た
美
し
さ
で
、

梅
が
香
の
美
し
さ
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
顧
み
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
梅
の
香

が
詠
ま
れ
て
ゐ
る
の
は
集
中
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
ぞ
思
ふ

（巻
二
〇

。
四
五
〇
〇
）

こ
の
歌
は
天
平
宝
字
二
年
二
月
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
の
宅
に
催
さ
れ
た
宴

に
際
し
て
主
客
の
詠
ん
だ
十
首
の
中
の
一
首
で
、
作
者
は
治
部
大
輔
市
原
王
で

あ
る
。
主
人
に
対
し
て
儀
礼
的
な
挨
拶
の
意
味
を
籠
め
た
歌
で
あ

っ
て
、
第

一

。
二
句
は
清
麻
呂
の
徳
の
書
喩
で
あ
る
と
の
解
釈
が
成
立
ち
、　
一
首
全
体
が
梅

の
香
を
主
題
と
し
た
歌
に
な

っ
て
ゐ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
歌
に
お
い
て
梅
の

香
が
か
ぐ
は
し
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
し

か
も
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
歌
が
天
平
宝
字
二
年
に
詠
ま
れ
た
と
い
ふ
事
実
で

あ
る
。
万
葉
の
中
で
制
作
年
代
の
明
ら
か
な
歌
で
は
天
平
宝
字
三
年
正
月

一
日

の
作
が
最
も
新
し
く
、
右
の
市
原
王
の
歌
は
万
葉
時
代
の
終
末
に
現
は
れ
た
歌

で
あ
る
と
い
ひ
得
る
。
『古
今
集
』
の
梅
花
の
歌
が
万
葉
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、



色
よ
り
も
香
を
詠
ん
だ
も
の
が
主
と
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
今
日
に
お
い

て
は
常
識
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
市
原
王
の
歌
は

『
万
葉
集
』
の
梅
花
の

歌
が

『古
今
集
』
の
梅
花
の
歌
に
移
る
兆
し
を
見
せ
た
過
渡
期
の
歌
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。
こ
こ
に
至

っ
て
わ
た
く
し
は
こ
の
歌
を
橋
が
か
り
と
し
て
、『古

今
集
』
に
梅
が
香
を
詠
ん
だ
歌
の
あ
ま
た
現
は
れ
る
機
縁
に
な
っ
た
と
見
な
す

べ
き
、　
一
つ
の
問
題
を
考
へ
て
み
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

ニ

『
万
葉
集
』
巻
五
の
旅
人
の
邸
宅
に
お
け
る
梅
花
の
宴
の
歌
に
は
序
が
あ

っ

て
、
そ
の
序
の
終
り
に
は

「詩
紀
二落
梅
之
篇
「古
今
夫
何
異
癸
。
宜
下賦
二園
梅
「

柳
成
中短
詠
上
。」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
「詩
紀
落
梅
之
篇
」
の
解
釈
に
関
し
て
は

諸
説
が
あ
り
っ
）、
ま
た
序
の
文
に
は
修
辞
的
な
修
飾
が
あ
る
に
し
て
も
、
結
局

そ
れ
は
か
の
地
の
文
雅
に
倣

っ
て
梅
花
の
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
を
示
す
も
の
と

解
せ
ら
れ
る
。　
さ
う
し
て
古
今
調
の
成
立
に
漢
詩
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ

る
（り
こ
と
を
考
へ
る
と
、
『古
今
集
』
に
お
い
て
梅
花
の
歌
が
香
を
詠
む
の
を

主
に
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
梅
が
舶
来
の
木
で
も
あ
り
、
唐
土
の
詩
か
ら
の
影

響
で
は
な
い
か
と
い
ふ
推
測
が

一
応
は
成
立
す
る
。
然
し
そ
れ
に
つ
い
て
結
論

を
い
へ
ば
、
古
今
風
の
物
の
見
立
て
方
に
漢
詩
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
認
め
得

る
に
せ
よ
、
梅
の
薫
り
を
詠
ん
だ
歌
の
変
生
に
つ
い
て
は
、
唐
土
の
詩
か
ら
の

影
響
を
取
り
立
て
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
は
れ
る
。
宋
の
羅
大
経
が

『鶴
林
玉
露
』
巻
十
六
の

「物
産
不
レ常
」
と
題
し
た
文
の
中
で
、梅
の
詩
に
つ

い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
問
題
に
関
し
て
有
力
な
参
考
に
な

る
で
あ
ら
う
。

書
日
。
若
作
二和
羹
「
繭
惟
塩
梅
。
詩
日
。
漂
有
レ梅
。　
其
実
七
号
。　
叉

日
。
終
南
何
有
。
有
レ条
有
レ梅
。

（中
略
）
蓋
但
取
二其
実
与
一材
而
己
。

未
三嘗
及
二其
花
一也
。
至
ｉ
〈
朝
詩
「
乃
略
有
二詠
レ之
「　
及
レ唐
而
吟
詠
滋

多
。
至
二宋
朝
一則
詩
与
二歌
詞
「
連
篇
累
積
。
推
為
二群
芳
之
首
「
至
レ恨
下

離
騒
集
二衆
香
草
一而
不

，
応
レ
遺
レ梅
。
（下
略
）

即
ち

『書
経
』
説
命

（下
）
に
見
え
る
辞
句
お
よ
び

『詩
経
』
召
南
の

「標

有
梅
」
と
秦
風
の

「終
南
」
と
の
冒
頭
の
二
句
を
引
い
て
、
こ
れ
ら
は
梅
の
実

と
材
と
を
の
み
取
り
上
げ
て
そ
の
花
に
及
ん
で
ゐ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
六
朝

の
詩
か
ら
略
ぼ
花
を
詠
じ
た
も
の
が
見
え
て
、
唐
詩
に
は
そ
れ
が
益
、
多
く
な

り
、
宋
朝
に
至
る
と
、
詩
や
歌
詞
に
梅
花
の
香
を

「群
芳
之
首
」
と
推
し
て
詠

ん
だ
も
の
が
極
め
て
影
し
く
現
は
れ
た
と
述
べ
、
離
騒
に
衆
香
草
を
詠
み
な
が

ら
梅
の
香
を
無
視
し
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
と
評
し
て
ゐ
る
。
羅
大
経
の
こ
の
言

葉
に
よ
れ
ば
、
唐
土
に
お
い
て
梅
花
の
薫
り
が
詩
材
と
し
て
盛
行
す
る
に
至
っ

た
の
は
宋
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

っ
て
、
わ
が
古
今
集
時
代
よ
り
は
後
の

時
代
の
こ
と
に
属
す
る
。
従

っ
て

『古
今
集
』
の
梅
の
歌
に
花
の
香
を
詠
む
傾

向
が
強
く
表
は
れ
る
に
至
っ
た
現
象
に
つ
き
、
漢
詩
か
ら
の
影
響
を

一
条
件
と

し
て
想
定
す
る
の
は
恐
ら
く
不
当
で
あ
ら
う
。

『
五
代
詩
話
』
に
千
古
の
絶
調

と
評
す
る

「疎
影
横
斜
水
清
浅
、
暗
香
浮
動
月
黄
昏
」
と
い
ふ
林
和
靖
の

「小

園
小
梅
」
の
詩
は
宋
代
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、

『古
今
集
』
の
歌
人
た

ち
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

古
今
風
の
歌
が
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
時
代
か
ら
後
代
に
及
ん
で
、
詩
歌
の

み
に
限
ら
ず
わ
が
文
学
に
多
大
の
影
響
を
与
へ
た
漢
文
学
の
書
は
、
い
ふ
ま
で

も
な
く

『白
氏
文
集
』
で
あ

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
羅
大
経
の
言
葉
を
信
ず
べ
き

で
あ
る
が
、

『古
今
集
』
に
お
け
る
梅
の
歌
の
特
色
を
論
ず
る
前
に
、
な
ほ
念

の
た
め

『
白
氏
文
集
』
に
あ
る
梅
の
詩
を

一
応
顧
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

『白
氏
文
集
』
全
七
十

一
巻
、
家
集
と
し
て
は
厖
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中

の
三
十
四
巻
は
文
を
輯
め
た
も
の
で
、
残
る
三
十
七
巻
に
お
よ
そ
二
千
八
百
二



首
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
二
千
八
百
余
首
の
詩
の
中
で
、　
一
首

全
体
が
梅
を
題
材
に
し
て
詠
ま
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
雨
夜
の
星
の
如
く
蓼
々
た

る
有
様
で
あ
る
。　
そ
れ
ら
を
挙
げ
て
見
る
と
、
先
づ
巻
二
十
の
律
詩
に

「和
下

諄
秀
才
尋
二梅
花
一同
飲
見
多贈
」
と
題
し
た
次
の
一　

ひ
首
跡
見
ら
れ
る
。

忽
驚
林
下
発
寒
梅
　
忽
ち
驚
く
林
下
の
寒
梅
の
発
く
を

便
試
花
前
飲
冷
盃
　
便
ち
花
前
に
冷
盃
を
飲
む
を
試
む

白
馬
走
迎
詩
客
去
　
白
馬
走
り
て
詩
客
を
迎
へ
て
去
り

紅
筵
鋪
待
舞
人
来
　
紅
筵
鋪
き
て
舞
人
の
来
た
る
を
待
つ

歌
声
怨
処
微
微
落
　
歌
声
怨
む
る
処
に
微
徴
と
落
ち

酒
気
醇
時
旋
旋
開
　
酒
気
醸
ず
る
時
に
旋
旋
と
開
く

若
到
歳
寒
無
雨
雪
　
若
し
歳
寒
に
到
り
て
雨
雪
無
く
ば

猶
応
酔
得
両
三
回
　
猶
応
に
酔
ひ
両
三
回
を
得
べ
し

こ
の
詩
は
観
梅
の
宴
を
詠
ん
で
ゐ
て
、
梅
花
の
色
や
香
に
は
触
れ
て
ゐ
る
所

が
な
い
。
右
の
詩
を
賦
し
た
翌
年
ま
た
同
じ
処
の
梅
花
を
尋
ね
て
酒
宴
を
催
し

た
。
そ
の
時
の
詩
は

「与
二諸
客
一携
レ酒
尋
二去
年
梅
花
一有
レ感
」
と
題
し
て
同

じ
く
巻
二
十
の
律
詩
の
中
に
見
え
る
。

馬
上
同
携
今
日
盃
　
馬
上
同
じ
く
携
ふ
今
日
の
盃

湖
辺
共
覚
去
春
梅
　
湖
辺
共
に
兌
む
去
年
の
梅

年
年
只
是
人
空
老
　
年
年
只
だ
是
れ
人
空
し
く
老
ゆ

処
処
何
曽
花
不
開
　
処
処
何
ぞ
曽
て
花
開
か
ざ
ら
ん

詩
思
又
牽
吟
詠
発
　
詩
思
叉
牽
き
て
吟
詠
発
し

酒
酎
閑
喚
管
絃
来
　
酒
酎
は
に
し
て
閑
に
喚
び
て
管
絃
来
た
る

樽
前
百
事
皆
依
旧
　
樽
前
の
百
事
皆
旧
に
依
れ
り

点
検
惟
無
蘇
秀
才
　
点
検
す
る
に
惟
だ
蘇
秀
才
無
し

こ
の
詩
も
ま
た
梅
の
色
香
を
詠
ん
で
ゐ
な
い
。
さ
ら
に
後
年
、
以
上
の
梅
花

の
宴
を
追
懐
し
て
感
慨
を
述
べ
た
詩
が
、巻
五
十
三
に

「憶
二杭
州
梅
花
一因
叙
ニ

旧
遊
一寄
二爺
協
律
こ

と
題
し
て
見
え
る
。

三
年
閑
悶
在
余
杭
　
一二
年
閑
悶
余
杭
に
在
り

曽
為
梅
花
酔
幾
場
　
曽
て
梅
花
の
為
に
酔
ふ
こ
と
幾
場
ぞ

伍
相
廟
辺
繁
似
雪
　
伍
相
の
廟
辺
繁
く
し
て
雪
に
似
た
り

孤
山
園
裏
一麗
如
粧
　
孤
山
の
園
裏
一麗
に
し
て
粧
へ
る
が
如
し

陽
随
遊
騎
心
長
惜
　
賜
し
て
遊
騎
に
随
ひ
心
長
く
惜
し
み

折
贈
佳
人
手
亦
香
　
折
り
て
佳
人
に
贈
り
手
亦
香
ば
し

賞
自
初
開
直
至
落
　
・賞
す
る
は
初
開
よ
り
直
ち
に
落
つ
る
に
至
り

歓
因
小
飲
便
成
狂
　
歓
び
は
小
飲
に
因
り
て
便
ち
狂
を
成
す

蘇
劉
相
次
埋
新
朧
　
蘇

・
劉
相
次
ぎ
て
新
朧
に
埋
ま
り

沈
謝
双
飛
出
故
郷
　
沈

・
謝
双
び
飛
び
て
故
郷
を
出
づ

歌
伴
酒
徒
零
散
尽
　
歌
伴
酒
徒
零
散
し
尽
き

唯
残
頭
白
老
蒲
郎
　
唯
だ
残
る
頭
自
の
老
爺
郎

こ
の
詩
に
は

「繁
似
雪
」、
「麗
如
粧
」
と
梅
花
の
美
し
さ
を
い
ひ
、

「手
亦

香
」
の
句
も
見
え
る
が
、
全
体
と
し
て
梅
花
の
色
香
の
美
し
さ
よ
り
も
人
事
的

な
感
慨
が
重
き
を
な
し
て
ゐ
る
。
　
こ
れ
ら
三
首
の
他
に

「寄
レ情
」
と
題
し
て

梅
花
を
題
材
と
し
た
五
言
詩
が
、
巻
五
十
二
の
格
詩
雑
体
の
中
に
あ
る
。

灼
灼
早
春
梅
　
　
　
灼
灼
た
り
早
春
の
梅

東
南
枝
最
早
　
　
　
東
南
枝
最
も
早
し

持
来
翫
未
足
　
　
　
持
し
来
り
て
翫
ぶ
こ
と
未
だ
足
ら
ず

花
向
手
中
老
　
　
　
花
は
手
中
に
向
ひ
て
老
ゆ

芳
香
鉗
掌
握
　
　
　
芳
香
は
掌
握
に
鉗
し

帳
望
生
懐
抱
　
　
　
帳
望
は
懐
抱
に
生
ず

豊
無
後
開
花
　
　
　
豊
後
の
開
く
花
無
か
ら
ん
や



念
此
先
開
好
　
　
　
此
の
先
づ
開
き
た
る
好
き
を
念
ふ

前
の
三
首
に
比
べ
る
と
抒
情
的
な
気
持
が
強
く
感
じ
ら
れ
、

「芳
香
」
と
い

ふ
語
も
見
え
て
ゐ
る
。
ま
た
巻
五
十
四
に
は

「新
栽
レ梅
」
と
い
ふ
題
で
、

池
辺
新
種
七
株
梅
　
池
辺
新
た
に
種
う
七
株
の
梅

欲
到
花
時
点
検
来
　
花
時
に
到
ら
ん
と
欲
し
て
点
検
し
来
た
る

莫
伯
長
洲
桃
李
妬
　
伯
る
る
こ
と
莫
れ
長
洲
桃
李
の
妬
む
を

今
年
好
為
使
君
開
　
今
年
好
し
使
君
の
為
に
開
く

と
詠
ん
だ
絶
句
が
あ
る
。

『
白
氏
文
集
』
二
千
八
百
余
首
の
詩
の
中
で
、　
一
首
全
体
が
梅
に
関
し
て
詠

ま
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
以
上
挙
げ
た
詩
の
他
に
見
当
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。　
一

首
全
体
が
梅
を
詠
ん
だ
詩
で
は
な
く
、
句
中
に

「梅
」
の
語
の
見
え
る
詩
は
十

余
首
あ
っ
て
、
「春
風
先
発
苑
中
梅
、
桜
杏
桃
梨
次
第
開
」
（巻
五

・
春
風
）
の

類
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
半
ば
は

「早
梅
結
望
目
実
「残
桜
落
二紅
珠
こ

（巻
八
・

官
合
）
の
ご
と
く
梅
の
実
を
詠
ん
で
ゐ
て
、
特
に
梅
花
の
色
香
を
賞
し
た
も
の

は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
や
う
に
、『．古

今
集
』
に

『白
氏
文
集
』
の
詩
句
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
は
幾
首
も
あ
る
に
せ

よ
、

『古
今
集
』
の
梅
が
香
の
歌
の
成
立
に
は

『
白
氏
文
集
』
の
詩
に
拠

っ
た

所
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
ほ

『
千
載
佳
句
』
に
つ
い
て
梅
の
詠
ま
れ
た
詩
句
を
見
る
と
、
最
初
に
、

梅
含
鶏
舌
兼
紅
気
　
梅
は
鶏
舌
を
含
み
て
紅
気
を
兼
ね

江
弄
現
花
帯
碧
文
　
江
は
瑣
花
を
弄
し
て
碧
文
を
帯
ぶ

（巻
上

。
四
時
部

・
早
春

・
元
積
）

が
あ
る
。

「鶏
舌
」
は
口
気
を
治
め
る
の
に
用
ゐ
る
香
の
名
称
で
、
梅
に
香
の

あ
る
こ
と
を

「含
鶏
舌
」
と
い
ひ
、
「兼
紅
気
」
は
紅
梅
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
ゐ
る
。
こ
の
句
は
梅
花
の
属
性
と
し
て
の
香
に
触
れ
て
は
ゐ
る
が
、
全
句
を

挙
げ
て
梅
が
香
の
み
を
賞
美
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
梅
の
詠
ま
れ

た
詩
句
は
、
二
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、

園
梅
折
甲
迎
春
咲
　
園
梅
は
甲
を
折
き
春
を
迎
へ
て
咲
ひ

庭
草
抽
心
待
節
芳
　
庭
草
は
草
を
抽
き
節
を
待
ち
て
芳
る

（巻
上

。
四
時
部

。
早
春

。
金
立
之
）

不
知
近
水
花
先
発
　
知
ら
ず
水
に
近
き
花
の
先
づ
発
く
を

疑
是
経
冬
雪
未
鉗
　
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
冬
を
経
て
雪
の
未
だ
錯
え
ぎ
る
か

と
　
（巻
下

・
草
本
部

。
梅

・
李
端
）

白
片
落
梅
浮
澗
水
　
白
片
の
落
梅
は
澗
水
に
浮
か
び

黄
梢
新
柳
出
城
堵
　
黄
梢
の
新
柳
は
城
培
よ
り
出
づ

（巻
下

・
草
木
部

。
梅
柳

。
白
居
易
）

と
い
っ
た
風
で
、
梅
花
の
薫
り
を
特
別
に
賞
愛
し
た
詩
句
は

『
千
載
佳
句
』
に

も
見
当
ら
な
い
。
巻
下

。
草
木
部
の

「梅
」
の
項
に
は
右
の
李
端
の
詩
句
の
他

に
、
前
に
記
し
た

『白
氏
文
集
』
の
詩
か
ら
採

っ
た
句
二
聯
が
入
っ
て
ゐ
る
。

な
ほ

『和
漢
朗
詠
集
』
春
の

「梅
付
紅
梅
」
に
あ
る
中
国
人
の
詩
句
は
、
す
べ

て

『千
載
佳
句
』
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
貧
）。
『
千
載
佳
句
』
の
成
立
時
期
は
、

『古
今
集
』
の
成
立
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
延
長
年
間
で
あ
ら
う
と
看
な
さ
れ
っ
）、

『古
今
集
』
の
梅
が
香
の
歌
の
発
生
が
唐
土
の
詩
の
影
響
に
よ
っ
て
ゐ
な
い
こ

と
は
、

『
千
載
佳
句
』
の
詩
句
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
う
し
て

『白
氏
文
集
』
の
詩
や

『千
載
佳
句
』
の
詩
句
を
見
て
も
右
の
通

り
で
、
や
は
り
羅
大
経
の
説
く
や
う
に
、
唐
土
の
詩
で
梅
が
香
を
も
て
は
や
す

に
至

っ
た
の
は
、
古
今
集
時
代
よ
り
は
か
な
り
後
の
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。

三



梅
が
香
の
歌
の
発
生
が
唐
上
の
詩
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
の
出
現
の
機
縁
は
こ
れ
を
わ
が
国
の
文
化
的
な
事
象
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
に
先
立
ち
、
万
葉
時
代
か
ら
延
喜
の
頃
に
至
る
邦

人
の
梅
を
詠
じ
た
詩
に
、
梅
の
香
が
ど
の
や
う
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
を
通
覧
し

て
お
か
う
と
考
へ
る
。　
そ
の
期
間
の
漢
詩
で
後
世
に
遺

っ
た
も
の
は
、
『
日
本

詩
紀
』
に
殆
ん
ど
網
羅
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
今
は
伝
存
の
詩
集
を
中
心
に
右
の

事
実
に
つ
い
て
一
瞥
を
加
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

最
初
に

『懐
風
藻
』
を
見
る
と
、
詩
旬
に

一梅
」
の
語
の
見
ら
れ
る
詩
は
十

余
首
あ

っ
て
、
梅
の
香
に
関
す
る
句
の
見
え
る
作
は
も
と
よ
り
僅
少
で
あ
る
。

天
智
天
皇
時
代
の
人
、　
紀
古
麻
呂
の

「望
レ雪
」
の
詩
に
梅
の
花
を

一，梅
芳
」

と
称
し
た
熱
語
が
あ
り
、
こ
の
用
例
は
中
国
の
詩
文
に
も
見
出
し
難
い
や
う
に

思
は
れ
、
梅
に
芳
香
の
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
用
ゐ
た
語
で
あ
ら
う
。
大
宝
律

令
の
撰
定
に
関
係
し
た
田
辺
史
百
枝
の

「春
苑
応
レ詔
卜
の
詩
の
中
に
は
、

松
風
韻
添
詠
　
　
　
松
風
の
韻
詠
を
添
へ

梅
花
薫
帯
身
　
　
　
梅
花
の
薫
身
に
帯
ぶ

琴
酒
開
芳
苑
　
　
　
琴
酒
芳
苑
に
開
き

丹
墨
点
英
人
　
　
　
丹
墨
英
人
に
点
ず

と
あ

っ
て
、
梅
花
の
薫
り
に
及
ん
で
ゐ
る
。
万
葉
に
唯

一
首
見
え
る
梅
が
香
の

歌
よ
り
は
古
い
年
代
に
成

っ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
百
済
和
麻
呂
が
長
屋
王
の

宅
に
宴
し
て
詠
ん
だ
詩
の
中
に
は
、

芳
梅
含
雪
散
　
　
　
芳
梅
雪
を
含
み
て
散
じ

嫌
柳
帯
風
斜
　
　
　
嫌
柳
風
を
帯
び
て
斜
な
り

と
い
ふ
句
が
あ
り
、

「芳
梅
」
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
薫
り
の
よ
い
梅
花
を
意
味

す
る
。

『懐
風
藻
』
の
詩
は
時
代
的
に

『
万
葉
集
』
の
和
歌
と
平
行
し
て
詠
ま

れ
て
ゐ
る
が
、
そ
こ
に
は
万
葉
歌
よ
り
も
僅
か
な
が
ら
梅
が
香
に
対
し
て
強
い

関
心
が
表
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
現
は
れ
た
最
初
の
勅
撰
詩
集

『凌
雲
集
』
に
は

「梅
」

の
字
の
見
ら
れ
る
詩
が
数
首
あ

っ
て
、
そ
の
中
で
梅
が
香
の
詠
ま
れ
て
ゐ
る
の

は
、
多
治
比
貞
清
の

「奉
レ和
二御
製
春
朝
雨
晴
こ

と
題
し
た
詩
の
句
の
中
に
、

朝
露
懸
余
滴
　
　
　
朝
露
余
滴
を
懸
け

残
虹
巻
半
規
　
　
　
残
虹
半
規
を
巻
く

梅
香
深
浅
度
　
　
　
梅
香
深
浅
度
り

柳
色
短
長
垂
　
　
　
柳
色
短
長
垂
る

と
見
え
る
一
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
「柳
色
」
に
対
し
て

「梅
香
」
と
あ
る
の
は
、

梅
の
特
性
と
し
て
香
の
選
ば
れ
た
点
が
注
意
せ
ら
れ
る
。

次
の

『文
華
秀
麗
集
』
で
は
、
梅
に
関
し
て
詠
ま
れ
た
句
の
あ
る
詩
は
三
首

見
ら
れ
る
。
先
づ
巻
中
の
楽
府
に
あ
る
嵯
峨
天
皇
の
御
製

「梅
花
落
」
に
は
次

の
や
う
な
句
が
あ
る
。

歴
乱
瓢
鋪
地
　
　
　
歴
乱
瓢
り
て
地
に
鋪
き

俳
徊
揚
満
空
　
　
　
俳
徊
揚
り
て
空
に
満
つ

狂
香
燻
枕
席
　
　
　
狂
香
枕
席
を
燻
じ

散
影
度
房
権
　
　
　
散
影
房
瀧
を
度
る

風
に
翻
り
乱
れ
散
る
梅
花
を
扱
ひ
、

「狂
香
」
と
い
ふ
語
で
そ
の
芳
烈
な
薫

り
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
御
製
の
次
に
見
え
る
菅
原
清
公
の

「奉
レ和
二梅

花
落
こ

と
題
し
た
詩
に
は
、
左
の
や
う
な
句
が
あ
る
。

春
風
吹
物
暖
　
　
　
春
風
物
を
吹
い
て
暖
か
に

朝
夕
蕩
庭
梅
　
　
　
朝
夕
庭
梅
を
蕩
か
す

花
点
紅
羅
帳
　
　
　
花
紅
羅
の
帳
に
点
じ

香
榮
玉
鏡
台
　
　
　
香
玉
鏡
の
台
を
繁
る

梅
花
の
散
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
詠
み
、
や
は
り
花
の
香
に
関
し
て
も

一
句



｀

を
費
し
て
ゐ
る
。
残
る

一
首
は
巻
下
の
雑
詠
に

「夏
日
賦
二雨
裏
梅
こ

と
題
し

て
見
え
る
皇
太
子

（後
の
淳
和
天
皇
）
の
令
製
で
、
こ
れ
は
梅
が
香
で
は
な
く

梅
の
実
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。

第
三
の
勅
撰
詩
集

『経
国
集
』
は
、
現
在
で
は
全
二
十
巻
の
う
ち
の
大
巻
だ

け
が
伝
は
り
、
そ
の
中
の
一
巻
は
文
集
で
あ
る
。
残
る
五
巻
に

「梅
」
の
字
の

あ
る
詩
は
十
八
首
あ

っ
て
、
「梅
」
の
字
を
含
ん
だ
題
の
詩
が
十

一
首
を
占
め
て

ゐ
る
。
巻
十

一
の
雑
詠

一
の
初
め
に
は
梅
を
詠
ん
だ
詩
が
並
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ

ら
の
中
に
あ
る
平
城
天
皇
の
御
製
三
首
に
は
、
い
づ
れ
も
梅
を
詠
ん
で
香
に
及

ん
だ
句
が
見
ら
れ
る
。

詠
二殿
前
梅
花
一

仲
春
雖
少
暖
　
　
　
仲
春
少
し
と
雖
も
暖
く

梅
樹
向
驚
時
　
　
　
梅
樹
向
に
時
に
驚
く

発
艶
将
桃
乱
　
　
　
艶
を
発
し
桃
と
乱
れ

伝
芳
与
桂
欺
　
　
　
芳
を
伝
へ
桂
と
欺
く

落
梅
花

薯
尽
陰
初
薄
　
　
　
薯
尽
き
陰
初
め
て
薄
く

英
疎
薇
稽
徴
　
　
　
英
疎
に
し
て
薇
や
や
微
な
り

再
陽
猶
未
聴
　
　
　
再
陽
猶
未
だ
聴
か
ず

誰
為
惰
芳
非
　
　
　
誰
が
為
に
か
芳
非
を
格
し
む

一詠
二庭
梅
一

庭
梅
競
艶
色
　
　
　
庭
梅
艶
色
を
競
ひ

朝
暮
正
芳
非
　
　
　
朝
暮
正
に
芳
非
た
り

可
惜
春
風
下
　
　
　
惜
し
む
可
し
春
風
の
下

苑
花

一
乱
飛
　
　
　
苑
花

一
た
び
乱
れ
飛
ぶ

第

一
首
日
は
前
半
四
句
、
第
二
首
日
は
後
半
四
句
を
引
い
た
も
の
で
、
第
二

首
目
は
全
詩
で
あ
る
。
同
じ
く
巻
十

一
に
あ
る
嵯
峨
天
皇
の

「閑
庭
早
梅
」
と

題
す
る
御
製
の
前
半
四
句
を
掲
げ
る
と
、

庭
前
独
有
早
花
梅
　
庭
前
独
り
早
花
の
梅
有
り

上
月
風
和
満
樹
開
　
上
月
風
和
ぎ
満
樹
開
く

純
素
不
嫌
幽
院
寂
　
純
素
嫌
は
ず
幽
院
の
寂
た
る
を

濃
香
遍
是
犯
窓
来
　
濃
香
遍
に
是
れ
窓
を
犯
し
来
た
る

と
あ

っ
て
、
窓
か
ら
流
れ
込
む
梅
の
濃
香
が
詠
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
巻
十
に

あ
る
小
野
今
守
の

「梅
花
引
」
に
は

「水
精
窓
外

一
株
梅
、
擬
下納
二芥
芳
一圧
中

初
裁
こ

と
い
ふ
句
が
見
え
、
巻
十

一
の
高
村
田
使
が
平
城
天
皇
の

「殿
前
梅

花
」
に
和
し
奉

っ
た
詩
の
初
め
に
は

「忽
見
三
春
木
、
芳
花

一
種
催
」、　
紀
長

江
の
紅
梅
を
看
る
詩
に
は

「香
雑
二羅
衣
一猶
可
レ誤
、
光
添
二粧
険
一遂
応
レ争
」

と
い
ふ
句
が
あ

っ
て
、
い
づ
れ
も
梅
を
詠
ん
で
香
に
触
れ
て
ゐ
る
。

平
安
時
代
の
初
期
の
漢
学
者
た
ち
の
家
集
は
散
逸
し
た
り
残
開
本
と
な
っ
た

り
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
か
ら
多
数
の
詩
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

『古
今
集
』
撰
進
時
代
に
及
ぶ
頃
の
菅
原
道
真
の
詩
は

『菅
家
文
草
』
お
よ
び

『菅
家
後
草
』
に
あ
ま
た
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
真
は
歌
人
と
し
て
は
有
名

な

「
こ
ち
吹
か
ば
」
の
歌
も
詠
ん
だ
人
で
、
彼
の
詩
に
梅
の
香
が
ど
の
や
う
に

詠
ま
れ
て
ゐ
る
か
は

一
応
期
待
を
抱
か
せ
る
で
あ
ら
う
。
道
真
が
梅
を
詠
ん
だ

詩
は

『文
草
』
に
十

一
首
、

『後
草
』
に
二
首
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
香
に
触
れ

た
も
の
は

『文
草
』
に
七
首
見
ら
れ
る
。

『文
草
』
巻

一
の
初
め
に
あ
る

「月

夜
見
二梅
花
こ

は
道
真
の
弱
年
時
代
の
作
で
あ
る
。

月
耀
如
晴
雪
　
　
　
月
の
耀
き
は
晴
れ
た
る
雪
の
如
く

梅
花
似
照
星
　
　
　
梅
の
花
は
照
れ
る
星
に
似
た
り

可
憐
金
鏡
転
　
　
　
憐
む
べ
し
金
鏡
の
転
じ
て

庭
上
玉
房
馨
　
　
　
庭
上
の
玉
房
馨
れ
る
こ
と
を



と
い
ふ
五
言
詩
で
、
梅
の
清
香
の
薫
る
趣
が
詠
ま
れ
た
可
憐
な
詩
で
あ
る
と
い

ふ
べ
き
で
あ
る
。
巻
五
に
あ
る

「翫
二梅
花
こ

と
題
す
る
七
言
絶
句
で
も
、
梅

が
香
の
情
趣
を
詠
ん
で
ゐ
る
。

随
処
有
梅
惣
可
憐
　
随
処
梅
有
り
惣
て
憐
む
可
し

不
如
独
立
月
明
前
　
如
か
ず
独
立
月
明
の
前
に

香
風
豊
菅
花
吹
出
　
香
風
豊
に
雷
に
花
の
吹
き
出
す
の
み
な
ら
ん
や

半
是
清
涼
殿
裏
煙
　
半
ば
は
是
れ
清
涼
殿
裏
の
煙

こ
の
詩
で
は
梅
花
の
薫
り
と
薫
物
の
匂
ひ
と
の
融
合
が
詠
ま
れ
て
ゐ
る
が
、

巻

一
に
あ
る
右
丞
相
の
邸
で
詠
ん
だ

「東
風
粧
レ梅
」
と
い
ふ
詩
で
も
、梅
の
香

を
香
剤
の
薫
り
に
比
し
て
ゐ
る
。
初
め
の
四
句
を
挙
げ
る
と
、

春
風
便
遂
間
頭
生
　
春
風
の
便
り
遂
に
頭
生
を
聞
ふ

為
翫
梅
粧
続
樹
迎
　
為
に
梅
粧
を
翫
び
樹
を
続
り
て
迎
ふ

倫
得
誰
家
香
剤
廃
　
誰
が
家
の
香
剤
の
廃
を
倫
み
得
て

送
将
何
処
粉
楼
現
　
何
の
処
の
粉
楼
の
現
を
送
り
将
る

そ
の
他
巻

一
の

「春
雪
映
二早
梅
こ

に
は

「鶏
舌
縫
因
二風
力
一散
、
鶴
毛
独

向
二夕
陽
一寒
」
（鶏
舌
は
前
出
の
ご
と
く
香
を
意
味
す
る
）、
同
じ
く

「書
斎
雨

日
独
対
二梅
花
こ

に
は

「紙
障
猶
卑
依
レ樹
立
、
董
簾
暫
撥
引
レ香
廻
」、　
巻
三

の

「早
春
侍
二内
宴
一同
賦
二雨
中
花
」
に
は

「冒
レ
雨
馨
香
不
象
バ何
こ
、
「驚
看

廃
剤
添
二春
沢
こ
、
巻
六
の

「春
先
梅
柳
知
」
に
は

「天
与
二芳
非
一為
二第

一
こ

な
ど
、梅
花
を
詠
ん
で
そ
の
香
を
称
へ
た
句
が
見
ら
れ
る
。道
真
は

『古
今
集
』

成
立
時
代
の
人
で
、
彼
が
梅
の
香
を
詠
ず
る
の
は
、
当
時
の
歌
人
が
梅
が
香
の

歌
を
詠
ん
だ
の
と
同
じ
好
尚
に
因
る
所
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。

な
ほ

『
日
本
詩
紀
』
巻
三
に
採
集
せ
ら
れ
た
醍
醐
天
皇
の
御
製
に
は

「梅
近

香
入
レ
嘱
」
と
題
す
る

一
首
が
あ

っ
て
、
「和
雨
洗
時
香
更
烈
」
と
い
っ
た
句
も

見
ら
れ
、
延
喜
時
代
の
梅
の
詩
ら
し
い
題
に
よ
っ
た
御
製
で
あ
る
。

右
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
や
う
に
、
平
安
時
代
に
入
る
と
梅
花
の
詩
で
香
の
芳

し
さ
を
詠
ん
だ
句
を
持
つ
作
品
が
屡
ば
現
は
れ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
当
時
の
わ

が
国
の
詩
は
六
朝
の
詩
や
唐
代
の
詩
を
模
範
と
し
て
詠
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

が
、

『鶴
林
玉
露
』
に
説
く
や
う
に
、
六
朝
や
唐
代
の
詩
で
は
梅
花
を
詠
ん
で

も

一
般
に
そ
の
芳
香
を
賞
美
す
る
傾
向
の
な
い
の
を
考
へ
る
と
、
平
安
朝
初
期

の
わ
が
国
の
詩
に
梅
の
香
が
展
ば
顧
み
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
唐
上
の
詩
の
模
倣

で
は
な
く
、
生
活
に
お
け
る
実
感
に
基
づ
い
た
美
意
識
に
因
る
も
の
で
あ
ら
う
。

さ
う
し
て
漢
詩
に
働
き
か
け
た
そ
の
美
意
識
は
、

『古
今
集
』
に
梅
が
香
の
歌

を
現
出
さ
せ
た
美
意
識
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

『古
今
集
』
に
は
梅
の
歌
が
春
歌
上
に
十
七
首
、
冬
歌
に
も
四
首
入
っ
て
ゐ

る
。
冬
歌
に
梅
が
入
る
の
は
春
を
待
た
ず
に
咲
く
冬
木
の
梅
が
あ
る
か
ら
で
、

す
で
に

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
四
季
の
分
類
の
あ
る
巻
入
と
巻
十
と
に
お
い

て
は
、
春
の
歌
に
も
冬
の
歌
に
も
梅
の
花
を
詠
ん
だ
も
の
が
見
ら
れ
る
。
然
し

本
来
か
ら
い
へ
ば
、
梅
花
が
春
の
花
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
さ
て

『古
今
集
』
の
梅
の
歌
は
春
歌
上
で
は
十
七
首
の
中
の
十
三
首
ま
で
梅
の
香
が

一詠
ま
れ
て
ゐ
て
、
冬
歌
の
中
に
も

一
首
香
の
詠
ま
れ
た
歌
が
あ
る
が
、
春
歌
上

の
香
の
詠
ま
れ
た
十
三
首
の
う
ち
二
首
は
色
香
を
詠
ん
だ
歌
で
、
香
の
み
に
関

し
て
詠
ま
れ
た
歌
は
十

一
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
十

一
首
を
中
心
に
論
を

進
め
よ
う
と
考
へ
る
。

春
歌
上
に
あ
る
梅
の
歌
十
七
首
に
つ
い
て
、
香
の
み
詠
ま
れ
た
歌
を
○
印
、

色
香
を
詠
ん
だ
歌
を
□
印
、
そ
の
他
の
歌
を
×
印
で
表
は
し
、

『
国
歌
大
観
』

の
番
号
を
付
し
て
そ
の
配
列
を
示
す
と
次
の
通
り
に
な
る
。



○
○
○
○
×
□
□
○
○
○
○
×
×
×
○
○
○

３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４．
４２
４３
４
４５
４６
４７
４８

梅
の
香
を
詠
ん
だ
歌
は
梅
の
歌

一
聯
の
初
め
と
終
り
と
中
央
と
に
座

っ
て
ゐ

て
、
三
七
と
三
八
と
は
色
香
を
詠
ん
だ
歌
で
、

『古
今
集
』
春
歌
上
の
梅
の
歌

に
お
い
て
香
を
詠
ん
だ
歌
が
優
位
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先

づ

一
聯
の
中
央
に
位
す
る
四
首

（三
九
―
四
二
）
を
挙
げ
よ
う
。

く
ら
ぶ
山
に
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貫
　
之

梅
の
花
に
は
ふ
春
べ
は
く
ら
ぶ
山
間
に
越
ゆ
れ
ど
じ
る
く
ぞ
あ
り
け
る

月
夜
に
梅
の
花
を
折
り
て
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば
、
折
る
と

て
詠
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟

恒

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
の
花
香
を
た
づ
ね
て
ぞ
知
る
べ
か
り
け
る

春
の
夜
梅
の
花
を
よ
め
る

春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
る

初
瀬
に
詣
づ
る
ご
と
に
宿
り
け
る
人
の
家
に
、
久
し
く
宿

ら
で
程
へ
て
の
ち
い
た
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
あ
る
じ
、

か
く
定
か
に
な
む
宿
り
は
あ
る
と
い
ひ
い
だ
し
て
侍
り
け

れ
ば
、
そ
こ
に
立
て
り
け
る
梅
の
花
を
折
り
て
よ
め
る

貫
　
之

人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
む
か
し
の
香
に
に
は
ひ
け
る

こ
れ
ら
は
延
喜
時
代
の
巨
匠
た
ち
の
歌
で
、
梅
に
つ
い
て
も

っ
ば
ら
香
を
と

り
あ
げ
て
ゐ
る
。
色
よ
り
も
香
を
詠
む
こ
と
が
当
時
の
梅
花
の
歌
の
新
風
で
あ

っ
た
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
最
後
の
一
首
を
除
い
て
前
の
三
首
は
い
づ
れ
も

夜
の
梅
が
香
を
詠
ん
だ
歌
で
、
第

一
首
と
第
二
首
と
は
詩
の
暗
香
浮
動
の
趣
を

詠
ん
だ
も
の
と
評
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
「暗
香
浮
動
」
の
句
は
前
述
の
や
う
に
宋

代
の
詩
人
の
作
に
見
え
る
も
の
で
、
貫
之
や
弟
恒
が
そ
の
詩
旬
に
拠

っ
て
詠
ん

だ
と
い
ふ
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
前
三
首
は
知
巧
的
な
趣
向
を
凝
ら
し

た
修
辞
に
よ
っ
て
、
梅
花
の
薫
り
を
誇
張
し
て
表
現
し
、
弟
恒
の

「月
夜
に
は

そ
れ
と
も
見
え
ず
」
の
歌
は
、

『古
今
集
』
秋
歌
下
に
あ
る
同
じ
作
者
の

「心

あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
」
の
歌
と
趣
を

一
に
す
る
大
袈
裟
な
言
ひ
方
で
あ
る
。

延
喜
時
代
に
お
い
て
は
梅
の
香
を
詠
む
の
は
す
で
に
新
し
い
取
材
で
は
な
く
、

梅
の
香
の
芳
し
さ
を
い
か
な
る
趣
向
で
い
ひ
表
は
す
べ
き
か
に
着
想
や
修
辞
の

工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
、
こ
の
や
う
に
知
巧
性
の
勝

っ
た
歌
が
現
は
れ
た
も
の
と

見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
最
後
の
歌
は
人
と
梅
花
と
を
対
照
し
て
、
昔
に
変
ら
ず

花
が
咲
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
を

「花
ぞ
む
か
し
の
香
に
に
は
ひ
け
る
」
と
詠

ん
だ
の
が
、
新
時
代
風
の
表
現
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
時

代
の
教
養
あ
る
人
た
ち
は
、
梅
と
い
へ
ば
花
の
色
と
と
も
に
、
必
ず
そ
の
香
を

思
ひ
浮
か
べ
た
に
相
違
な
い
。
右
の
四
首
の
前
に
は
梅
の
色
香
を
詠
ん
だ
歌
二

首

（三
七

・
三
八
）
が
並
ん
で
ゐ
る
。

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師

よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
見
し
梅
の
花
あ
か
ぬ
色
香
は
折
り
て
な
り
け
り

梅
の
花
を
折
り
て
人
に
お
く
り
け
る
　
　
　
　
友
　
則

君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る

窪
田
空
穂
氏
は

『古
今
和
歌
集
評
釈
』
に
お
い
て
右
の
第

一
首
を
評
し
た
中

で
、
―

「色
香
」
と
は
い
っ
て
ゐ
る
が
、
身
に
近
く
見
る
事
に
よ
っ
て
新
た
に

発
見
さ
れ
る
も
の
は

「香
」
で
あ
ら
う
か
ら
、香
を
主
と
し
て
の
心
と
取
れ
る
。

―
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
第
二
首
は
人
に
梅
の
花
を
贈
る
時
の
挨
拶
と
し
て
、

相
手
の
趣
味
を
ほ
め
讃
へ
た
歌
で
あ
る
。
当
時
の
教
養
人
は
梅
の
花
の
色
を
も

香
を
も
味
解
し
得
べ
き
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

梅
の
歌

一
聯
の
初
め
に
あ
る
四
首

（三
二
―
三
五
）
は
題
知
ら
ず
読
人
し
ら

ず
の
歌
で
比
較
的
古
い
時
代
の
作
と
思
は
れ
、
香
を
詠
ん
で
は
ゐ
て
も
そ
の
趣



向
は
延
喜
時
代
の
作
よ
り
も
素
朴
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
は
へ
梅
の
花
あ
り
と
や
こ
こ
に
鴬
の
鳴
く

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ
誰
が
袖
ふ
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も

宿
近
く
梅
の
花
植
ゑ
じ
あ
ぢ
き
な
く
待
つ
人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り

梅
の
花
立
ち
よ
る
ば
か
り
あ
り
し
よ
り
人
の
と
が
む
る
香
に
ぞ
し
み
ぬ
る

四
首
み
な
薫
物
の
香
の
聯
想
か
ら
梅
の
香
を
誇
張
し
て
詠
ん
で
ゐ
る
。
第

一

首
は
梅
の
香
に
触
れ
て
袖
が
匂
ふ
と
い
ひ
、
第
二
首
は
袖
の
香
に
触
れ
て
梅
が

匂
ふ
と
い
ふ
や
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
因
果
関
係
で
趣
向
を
構
へ
た
も
の
で

あ
る
。
第
二
首
は
梅
の
香
を
待
つ
人
の
袖
の
香
に
な
ぞ
ら
へ
、
第
四
首
は
梅
の

香
が
衣
に
染
ん
で
人
の
と
が
め
る
香
と
な
っ
た
と
い
っ
て
、
と
も
に

「人
」
を

恋
人
と
解
し
て
も
意
味
の
通
ず
る
人
事
を
背
景
に
し
た
歌
に
な
っ
て
ゐ
る
。
さ

う
し
て
四
首
い
づ
れ
も
梅
の
香
は
誇
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の
、
衣
の
薫
物
と

い
ふ
当
時
の
情
趣
生
活
の
一
内
包
の
聯
想
か
ら
成

っ
て
ゐ
る
点
に
お
い
て
、
前

記
の
貫
之
や
窮
恒
の
梅
の
香
の
歌
と
は
異
な
り
、
実
際
の
生
活
に
根
ざ
し
た
美

意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
梅
が
香
を
詠
ん
だ
歌
を
考
察
す
る
に
あ
た

っ
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
契
機
と
な
る
で
あ
ら
う
ｃ

梅
の
歌

一
聯
の
最
後
に
あ
る
三
首
の
香
を
詠
ん
だ
歌

（四
六
―
四
八
）
も
、

衣
を
薫
き
染
め
る
と
い
ふ
現
実
の
美
的
生
活
に
立
っ
た
詩
的
空
想
か
ら
生
ま
れ

て
ゐ
る
。

寛
平
の
御
時
后
の
官
の
歌
合
の
歌
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

梅
が
香
を
袖
に
う
つ
し
て
と
ど
め
て
ば
春
は
過
ぐ
と
も
か
た
み
な
ら
ま
し

素
性
法
師

散
る
と
見
て
あ
る
べ
き
も
の
を
梅
の
花
う
た
て
に
は
ひ
の
袖
に
と
ま
れ
る

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

散
り
ぬ
と
も
香
を
だ
に
残
せ
梅
の
花
恋
し
き
時
の
思
ひ
い
で
に
せ
む

第

一
首
と
第
二
首
と
は
、
梅
の
香
を
薫
物
の
香
に
見
立
て
る
と
い
ふ
思
想
を

根
幹
と
し
て
趣
向
を
立
て
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
第
二
首
目

に
つ
い
て
景
樹
は

『古
今
和
歌
集
正
義
』
に
「残
せ
は
其
枝
に
残
せ
と
い
ふ
也
。

さ
き
ハ
ヽ
の
袖
な
ど
に
う
つ
る
類
ひ
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。」

と
述
べ
て
ゐ
て
、

字
の
表
面
に
即
し
て
見
れ
ば
そ
の
意
味
に
違
ひ
な
い
が
、
こ
の
歌
に
つ
き
窪
田

空
穂
氏
の

『古
今
和
歌
集
評
釈
』
の
評
に
は
、
―
香
は
衣
の
薫
物
の
香
を
聯
想

さ
せ
る
物
で
、
人
事
の
上
で
人
を
思
ひ
出
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
。
今
は

梅
の
香
で
あ
る
が
、
こ
の
心
が
関
係
し
て
ゐ
る
ｃ
ｌ
と
あ
っ
て
、
こ
の
歌
の
香

も
薫
物
の
香
を
聯
想
す
る
心
が
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ら
う
。
『古
今
集
』
の
夏
歌

（
一
三
九
）
に
は
、

さ
月
待
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

と
い
ふ
歌
が
あ
り
、
後
の
文
学
に
震
ば
引
用
せ
ら
れ
て
有
名
で
あ
る
。
橘
も
ま

た

『
万
葉
集
』
で
は
香
が
詠
ま
れ
て
を
ら
ず
、

『古
今
集
』
に
至

っ
て
衣
の
薫

物
の
聯
想
か
ら
右
の
や
う
に
歌
は
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
梅
の
香
に
つ
い
て
も
同

様
の
聯
想
の
あ

っ
た
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
ｃ

『
源
氏
物
語
』
早
蕨
の
巻
の
、
大

君
の
亡
き
後
、
ま
が
宇
治
に
中
の
君
を
訪
ね
て
、
庭
先
き
の
紅
梅
の
花
近
く
語

り
合
ふ
所
に
、

風
の
さ
と
吹
き
入
る
る
に
、
花
の
香
も
ま
ら
う
ど
の
御
匂
ひ
も
、
橘
な
ら

ね
ど
昔
思
ひ
出
で
ら
る
る
つ
ま
な
り
。

と
あ
る
の
は
、
後
文
か
ら
見
て
、
亡
き
大
君
の
袖
の
香
を
思
ひ
出
す
意
味
と
は

解
し
難
い
が
、
『徒
然
草
』
第
十
九
段
に
、

花
橘
は
名
に
こ
そ
お
へ
れ
、
な
ほ
梅
の
匂
ひ
に
ぞ
、
い
に
し
へ
の
事
も
立

ち
か
へ
り
恋
し
う
思
ひ
い
で
ら
る
る
。

と
あ
る
の
は
、
梅
の
香
に
よ
っ
て

「音
の
人
の
袖
の
香
」
を
思
ひ
出
す
意
味
で



あ
ら
う
か
。

五

さ
て
、
こ
こ
で
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
梅
が
香
の
歌
は
衣
の
薫
物

の
聯
想
に
よ
っ
て
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
既
述
の
通

り
、

『古
今
集
』
の
梅
の
歌

一
聯
の
最
初
に
あ
る
読
人
し
ら
ず
の
四
首
は
比
較

的
古
い
時
代
の
作
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
み
な
梅
の
香
に
因
り
薫
物
の
香
を

聯
想
し
て
趣
向
を
構
へ
た
歌
で
あ
る
。　
一
聯
の
終
り
の
方
に
あ
る
寛
平
御
時
后

官
歌
合
の
歌
二
首
は
そ
れ
よ
り
も
年
代
が
新
し
い
と
思
は
れ
る
が
、
や
は
り
薫

物
の
香
の
聯
想
に
よ
っ
て
成

っ
て
ゐ
る
。
か
う
し
て
薫
物
の
聯
想
に
よ
っ
て
馴

致
せ
ら
れ
た
梅
が
香
の
歌
は
、
薫
物
の
聯
想
を
表
面
か
ら
隠
し
て

「散
り
ぬ
と

も
香
を
だ
に
残
せ
」
の
や
う
な
歌
と
な
り
、
遂
に
は

「闇
に
越
ゆ
れ
ど
じ
る
く

ぞ
あ
り
け
る
」、
「色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
る
」
の
ご
と
き
延
喜
風
の
歌

と
も
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

羅
大
経
は
前
記

『鶴
林
玉
露
』
巻
十
六
の
文
中
で
、

『詩
経
』
に
梅
の
実
や

材
の
み
を
詠
ん
で
花
に
及
ん
で
ゐ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後

「或
者
育
之
梅
花
。

其
色
香
之
奇
。
未
三
必
如
二後
世
↓
亦
未
レ
可
レ知
也
。」
と
論
じ
て
ゐ
る
。　
然
し

万
葉
時
代
の
梅
の
花
に
香
が
な
か
っ
た
と
い
ふ
訳
で
は
な
く
、　
一
首
で
は
あ
る

が
、

「梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
」
と
い
ふ
歌
の
あ
る
こ
と
は
前
に
記
し
た
所

で
あ
る
。
鴻
巣
盛
広
氏
は

『
万
葉
花
譜
』
で
、
梅
の
該
郁
た
る
薫
り
を
詠
ん
だ

歌
が

一
首
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、　
コ
」れ
は
上
代
人
が
花
の
香
に
対
し

て
、
比
較
的
鈍
感
で
あ

っ
た
為
と
も
言
ひ
得
な
い
こ
と
は
な
い
。」
（
四
九
頁
）

と
評
し
て
を
ら
れ
る
。
は
た
し
て
万
葉
人
は
花
の
香
に
対
し
て
鈍
感
で
あ

っ
た

の
だ
ら
う
か
。
わ
た
く
し
は

『古
今
集
』
に
至
っ
て
梅
の
歌
で
香
を
詠
ん
だ
も

の
が
多
き
を
占
め
て
ゐ
る
の
は
、
梅
花
が
進
化
し
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
万
葉

人
が
特
に
鈍
感
で
あ

っ
た
と
い
ふ
た
め
で
も
な
く
、
上
述
の
通
り
、
薫
物
の
発

達
と
い
ふ
文
化
現
象
に
依
存
す
る
所
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
る
。

薫
物
の
歴
史
に
関
し
て
わ
た
く
し
の
知
識
は
極
め
て
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、

梅
花
の
薫
物
は
比
較
的
早
く
か
ら
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
藤

原
定
長
す
な
は
ち
寂
蓮
の
著

『薫
集
類
抄
』
巻
上
に
は
諸
家
の
薫
物
の
処
方
が

記
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
最
初
に
薫
物
の

「梅
花
」
に
つ
い
て
閑
院
左
大
臣
以
下

十
八
家
の
処
方
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
そ
の
う
ち
延
喜
の
頃
に
至
る
ま
で
の
伝
方
の

諸
家
の
名
の
み
を
注
記
を
附
し
て
挙
げ
る
と
、
閑
院
左
大
臣

（藤
原
冬
嗣
。
贈

太
政
大
臣
正

一
位
）

・
賀
陽
宮

（賀
陽
親
王
。
二
品
治
部
卿
。
桓
武
帝
皇
子
）

・
滋
宰
相

（滋
野
貞
主
。
参
議
宮
内
卿
正
四
位
下
）

。
四
条
大
納
言

（源
定
ｃ

正
三
位
大
納
言
左
近
大
将
。
嵯
峨
帝
皇
子
）。
八
条
宮

（本
康
親
王
。
　
一
品
式

部
卿
。
仁
明
帝
皇
子
）
。
小
野
宮

（惟
高
親
王
。
文
徳
帝
皇
子
）
。
染
殿
宮

（貞

保
親
王
。
二
品
式
部
卿
。
清
和
帝
皇
子
）

。
大
和
常
生

（延
喜
御
時
御
蔵
小
舎

人
）
ら
が
あ
る
。
薫
物
の

「梅
花
」
の
注
に
は

「擬
二梅
花
之
香
一也
。
春
尤
可
レ

用
レ之
。」

，
Ｆ記
さ
れ
て
、
閑
院
左
大
臣
藤
原
冬
嗣
の
伝
方
を
例
に
あ
げ
る
と
、

沈
八
両
三
分
。
占
唐

一
分
三
朱
。
甲
香
三
両
三
分
。
甘
松

一
分
。
白
檀
二

分
三
朱
。
丁
子
二
両
三
分
。
薦
香
三
分
。
薫
陸

一
分
。

と
見
え
て
ゐ
る
。
他
の
人
た
ち
の
処
方
も
こ
れ
と
大
同
小
異
で
、
滋
宰
相
に
は

三
様
の
、
四
条
大
納
言
に
は
二
様
の
伝
方
が
記
さ
れ
て
ゐ
て
、
古
今
風
の
歌
が

酸
酵
し
つ
つ
あ

っ
た
時
代
に
は
、
諸
家
の

「梅
花
」
の
薫
物
が
相
次
い
で
趣
向

を
争

っ
て
ゐ
た
の
で
あ

っ
た
。

藤
原
冬
嗣
は
淳
和
天
皇
の
天
長
三
年
（
八
二
六
）
七
月
に
五
十
三
歳
で
売
じ
た

平
安
初
頭
の
人
で
あ

っ
て
、
「梅
花
」
の
薫
香
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
次
第

に
人
々
の
間
に
愛
用
せ
ら
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
ら
う
。も
と
よ
り
薫
物
の
「梅

花
」
が
造
ら
れ
た
の
は
、
天
然
の
梅
の
花
が
有
す
る
芳
香
を
愛
賞
す
る
心
か
ら



出
た
も
の
に
相
違
な
い
が
、
薫
物
の

「梅
花
」
の
香
は
天
然
の
梅
花
の
香
よ
り

も
芳
烈
で
あ

っ
た
と
思
は
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
梅
の
花
の
香
に
対
す
る

関
心
は
高
め
ら
れ
た
こ
と
が
考

へ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
梅
の
花
を
歌
に
詠
ま
う

と
す
る
人
た
ち
は
お
の
づ
か
ら
新
し
い
美
の
領
域
を
取
り
上
げ
ず
に
は
を
ら
れ

な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

「折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
は
へ
」、
「誰
が
袖
ふ
れ
し
宿

の
梅
ぞ
も
」
と
い
ひ
、
「待
つ
人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り
」、

「人
の
と
が
む

る
香
に
ぞ
し
み
ぬ
る
」
と
い
ふ
梅
の
香
を
誇
張
し
た
詠
嘆
は
、薫
物
の

「梅
花
」

の
香
を
体
認
し
た
人
た
ち
の
情
感
に
基
づ
く
趣
向
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

わ
が
国
の
漢
詩
で
梅
が
香
の
詠
ま
れ
た
の
も
唐
上
の
詩
の
影
響
で
は
な
く
、

や
は
り
薫
物
の

「梅
花
」
と
関
係
が
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
前
に
挙
げ
た

『経

国
集
』
の
紀
長
江
の
紅
梅
を
看
る
詩
に

「香
は
羅
衣
に
雑
は
り
猶
誤
る
可
く
」

と
い
ふ
の
は
衣
の
薫
物
の
聯
想
で
あ
り
、

『菅
家
文
草
』
巻
五
の

「塔
風
豊
に

菅
に
花
の
吹
き
出
す
の
み
な
ら
ん
や
、
半
ば
は
是
れ
清
涼
殿
裏
の
煙
」
と
あ
る

の
は
、
空
薫
き
の
香
な
ど
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ら
う
と
解
せ
ら
れ
、
い
づ
れ
も
現

実
に
薫
物
の

「梅
花
」
の
調
合
せ
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
の
作
で
あ
る
。
ま
た
道
真

の
詩
に
梅
の
香
を
形
容
し
て

「香
剤
の
廣
」、
「房
剤
」
な
ど
の
語
が
見
ら
れ
る

の
は
、
「薦
」
を

一
般
的
に
香
料
を
指
し
た
語
と
見
て
、　
必
ず
し
も
正
直
に
廃

香
と
解
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
薫
物
の

「梅
花
」
か
ら
の
聯
想

が
考
へ
ら
れ
る
。
『薫
集
類
抄
』
の
伝
へ
る
十
八
家
の

「梅
花
」
の
処
方
に
は
、

い
づ
れ
も
み
な
薦
香
が
入
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
梅
の
歌
で
香
を
詠
ん
だ
も
の
が
目
立

っ

て
来
た
の
は
、
彼
の
地
の
詩
か
ら
の
影
響
で
は
な
い
。
薫
物
を
愛
す
る
生
活
感

覚
か
ら
自
然
に
梅
が
香
へ
の
関
心
が
強
ま
り
、

『古
今
集
』
で
は
梅
が
香
の
歌

が
主
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
こ
の
小
稿
は
そ
の
消
息
を

幾
分
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
１

『
賀
茂
翁
家
集
』
巻
四
。
∩
梅
合
』
の
文
を
訂
正
し
た
も
の
）
。

２
例
へ
ば
吉
沢
義
則
著

『
国
語
史
』
六
五
頁

。
小
林
好
日
著

『
国
語
学
通

論
』
二
二
七
頁

・
岩
淵
悦
太
郎
著

『
国
語
概
説
』

一
〇
三
頁
な
ど
。

３

『
万
葉
植
物
と
古
代
人
の
科
学
性
』
三
六
頁
。

４
同
右
、
五
四
頁
。

５
巻
三

・
三
九
九
番
お
よ
び
巻
入

。
一
四
四
五
番
は
梅
の
実
を
詠
ん
だ
歌

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
直
接
に
梅
の
実
を
詠
ん
で
ゐ
な
い
。

６
巻
二
〇

・
四
三
二
四
番
の

「
等
倍
多
保
美
」
の
歌
の
注
。

７

『
詩
経
集
伝
』
召
南
の

「
標
有
梅
」
の
注
参
照
。

８
鴻
巣
盛
広
著

『
万
葉
花
譜
』
五
二
頁
参
照
ｃ

９
小
島
憲
之

「
懐
風
藻
よ
り
天
平
万
葉
の
詩
序

へ
」

（
国
語
国
文
昭
和
三

二
年

一
〇
月
）
ｏ
「
落
梅
之
篇
」
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
三
四
年
六
月
Ｙ

倉
野
憲
司
「
万
葉
集
巻
五
梅
花
歌
序
の
詩
紀
落
梅
之
篇
に
つ
い
て
六
同
、

昭
和
三
四
年
二
月
）
・
古
沢
未
知
男

「
万
葉

『
詩
紀
落
梅
之
篇
』
続
狙
」

（
同
、
昭
和
三
六
年
五
月
）
。

１０
小
沢
正
夫

「
古
今
調
の
歴
史
的
考
察
」

（
国
語
と
国
文
学
昭
和
三
六
年

五
月
）
参
照
。

ｎ
流
布
本

『
和
漢
朗
詠
集
』
の

「
梅
」
に
菅
三
品
の
詩
句
と
あ
る
の
は
、

『
千
載
佳
句
』
春
の

「
早
春
」
に
も
あ
る
戴
叔
倫
の
句
で
あ
る
。

・２
金
子
彦
次
郎
著

『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
』

（
句
題
和
歌

・
千
載

佳
句
研
究
篇
）
第
三
の
第
四
章
第
六
節
参
照
。

―
三
六

・
五

。
二
三
―




