
王
朝
文
学
文
化
研
究
会 

土
曜
部
会 

二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
三
日 

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
春
歌
上
三
四
、
三
五
番 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
呂 

香 
三
四
番
歌 

Ⅰ
．
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文 

 
 

（
題
知
ら
ず
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
よ
み
人
し
ら
ず
） 
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や
ど
近
く
梅
の
花
う
ゑ
じ 

 
 
 
 
 

あ
ぢ
き
な
く
ま
つ
人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り 

Ⅱ
．
注
釈 

○
や
ど 

 

こ
こ
は
、
家
で
は
な
く
家
の
戸
口
（
屋
前
）
の
意
。 

○
梅
の
花  

「
恋
人
の
薫
香
」
と
「
梅
の
香
」
を
「
あ
や
ま
つ
」
の
で

 
 

あ
る
か
ら
、「
梅
の
木
」
で
は
な
く
「
梅
の
花
」
と
詠
ん
だ
。 

○
う
ゑ
じ  

ワ
下
二
「
植
う
」
＋
打
消
意
志
「
じ
」。（
梅
の
木
を
）
植

 
 

え
ま
い
。 

○
あ
ぢ
き
な
く 

『
古
今
集
』
中
の
「
あ
じ
き
な
し
」
は
、
当
該
歌
以
外
に

 
 

仮
名
序
（
十
二
頁
四
行
）、
一
四
三
、
四
五
五
の
三
例
。
す

 
 

る
意
味
が
な
く
む
な
し
い
気
持
ち
に
な
る
意
で
用
い
ら
れ

 
 

る
。
直
下
の
「
待
つ
」
で
は
な
く
、「
あ
や
ま
た
れ
け
り
」

 
 

を
修
飾
す
る
。 

○
ま
つ
人
の
香 

詠
者
で
あ
る
女
の
所
に
通
っ
て
来
て
い
る
男
の
衣
に
た
き

 
 

し
め
て
あ
る
香
の
匂
い
。 

○
あ
や
ま
た
れ
け
り 

自
発
「
る
」
＋
詠
嘆
「
け
り
」。
自
然
に
間
違
っ
て
し
ま
う

 
 

こ
と
で
あ
る
よ
。 

Ⅲ
．
現
代
語
訳 

 

家
の
戸
口
近
く
に
は
梅
の
花
な
ど
植
え
る
ま
い
。
む
な
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま

う
、
待
っ
て
い
る
あ
の
人
の
香
と
間
違
っ
て
し
ま
う
か
ら
。 

Ⅳ
．
余
釈 

 

「
梅
」
と
「
や
ど
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
『
万
葉
集
』
に
十
二
首
あ
り
、
平
安
期
に

も
二
百
首
以
上
を
数
え
る
な
ど
、
取
り
合
わ
せ
と
し
て
は
、
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は

な
い
。『
万
葉
集
』
で
は
、
資
料
１
に
示
し
た
よ
う
に
、「
我
が
や
ど
」
と
「
梅
」
の
取

り
合
わ
せ
が
目
立
ち
、
詠
者
自
身
の
家
（
の
周
辺
）
の
「
梅
」
を
題
材
と
す
る
歌
が
多

い
。
ま
た
宴
の
歌
が
多
く
「
梅
」
を
観
賞
し
つ
つ
詠
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
平
安
期
に
は
い
る
と
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
。
三
代
集
に
そ
の
例
を
求
め
て
み
る

と
、
資
料
２
の
よ
う
に
、『
古
今
集
』
中
に
三
首
、『
後
撰
集
』
に
二
首
、『
拾
遺
集
』

四
首
あ
る
。
読
み
人
知
ら
ず
歌
が
五
首
と
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
点
、
詞
書
か
ら
詠

歌
事
情
の
判
明
す
る
歌
が
全
て
屏
風
歌
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
屏
風
歌
は
、
屏
風

絵
の
上
方
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
色
紙
形
に
書
か
れ
た
歌
の
こ
と
で
あ
り
、『
古
今
集
』

の
編
纂
を
命
じ
た
醍
醐
天
皇
の
父
、
宇
多
天
皇
の
頃
か
ら
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
屏
風
歌
の
場
合
は
、
屏
風
の
絵
が
歌
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
画
中
の
人
物
と
し

て
歌
を
詠
ず
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
屏
風
歌
を
詠
む
歌
人
と
し
て
評
価
が
高
か
っ
た
の

が
、『
古
今
集
』
の
撰
者
、
紀
貫
之
で
あ
る
。『
貫
之
集
』
に
も
資
料
３
の
よ
う
な
「
梅
」

と
「
や
ど
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
六
首
あ
り
、
そ
の
他
に
も
、
詞
書
か
ら
、
家
の
庭
に

梅
の
木
が
あ
り
、
咲
き
誇
っ
て
い
る
様
子
が
屏
風
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
例
が
あ
る
（
資
料
４
）。
平
安
期
に
は
、
実
景
と
し
て
の
庭
の
梅
で
は
な
く
、
屏
風

歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
観
念
上
の
庭
の
梅
を
詠
む
よ
う
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。 

 

で
は
、
当
該
歌
も
、
こ
の
よ
う
な
屏
風
歌
や
題
詠
を
念
頭
に
置
い
て
解
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
実
は
、
当
該
歌
は
、『
猿
丸
大
夫
集
』
＊
１
に
次
の
詞
書
と
共
に
載
る
。 

前
近
き
梅
の
花
咲
き
た
り
け
る
を
見
て 

宿
近
く
梅
の
花
植
ゑ
じ
あ
ぢ
き
な
く
待
つ
人
の
香
に
誤
た
れ
け
り
（
三
一
） 

『
猿
丸
大
夫
集
』
は
、『
万
葉
集
』
の
歌
と
『
古
今
集
』
の
読
み
人
知
ら
ず
歌
で
構
成

さ
れ
て
い
る
歌
集
で
あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
も
、
猿
丸
大
夫
の
歌
が
、
読
み
人
知
ら
ず

歌
と
し
て
『
古
今
集
』
に
採
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
猿
丸
大
夫
の
歌
と
も
伝
承
さ
れ

る
古
歌
が
採
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
猿
丸
大
夫
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
当

該
歌
は
実
景
の
梅
を
見
て
詠
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
古
今
集
』

以
降
の
平
安
期
の
歌
風
よ
り
も
、『
万
葉
集
』
の
歌
風
に
近
い
。『
猿
丸
大
夫
集
』
に
存

す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、当
該
歌
は
、読
み
人
知
ら
ず
歌
の
時
代
の
歌
、す
な
わ
ち
、

『
万
葉
集
』か
ら『
古
今
集
』へ
の
途
上
に
あ
る
歌
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。 

〈資
料
１ 

『万
葉
集
』の
「梅
」と
「や
ど
」〉＊
２ 

（
藤
原
朝
臣
久
須
麻
呂
の
来
報
ふ
る
歌
二
首
） 

春
雨
を
待
つ
と
に
し
あ
ら
し
我
が
や
ど
の
若
木
の
梅
も
い
ま
だ
含
め
り
（
④
七
九
二
） 

 

（
梅
花
の
歌
三
十
二
首
） 

春
さ
れ
ば
ま
づ
咲
く
や
ど
の
梅
の
花
ひ
と
り
見
つ
つ
や
春
日
暮
ら
さ
む
（
⑤
八
一
八
） 

う
ち
な
び
く
春
の
柳
と
我
が
や
ど
の
梅
の
花
と
を
い
か
に
か
別
か
む
（
⑤
八
二
六
） 

我
が
や
ど
の
梅
の
下
枝
に
遊
び
つ
つ
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
散
ら
ま
く
惜
し
み
（
⑤
八
四
二
） 

冬
十
二
月
十
二
日
に
、
歌
蒐
所
の
諸
の
王
・
臣
子
等
、
葛
井
連
広
成
の
家
に
集

ひ
て
宴
す
る
歌
二
首 

我
が
や
ど
の
梅
咲
き
た
り
と
告
げ
遣
ら
ば
来
と
言
ふ
に
似
た
り
散
り
ぬ
と
も
よ
し 

（
⑥
一
〇
一
一
） 

中
納
言
阿
倍
広
庭
卿
の
歌
一
首 

去
年
の
春
い
掘
じ
て
植
ゑ
し
我
が
や
ど
の
若
木
の
梅
は
花
咲
き
に
け
り
（
⑧
一
四
二
三
） 

 

巨
勢
朝
臣
宿
奈
麻
呂
の
雪
の
歌
一
首 

我
が
や
ど
の
冬
木
の
上
に
降
る
雪
を
梅
の
花
か
と
う
ち
見
つ
る
か
も
（
⑧
一
六
四
五
） 

 

大
伴
宿
祢
家
持
が
雪
梅
の
歌
一
首 

今
日
降
り
し
雪
に
競
ひ
て
我
が
や
ど
の
冬
木
の
梅
は
花
咲
き
に
け
り
（
⑧
一
六
四
九
） 

 

（
柳
を
詠
む
） 

梅
の
花
取
り
持
ち
て
見
れ
ば
我
が
や
ど
の
柳
の
眉
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
⑩
一
八
五
三
） 

 

花
に
寄
す
る 

我
が
や
ど
に
咲
き
た
る
梅
を
月
夜
良
み
夕
々
見
せ
む
君
を
こ
そ
待
て
（
⑩
二
三
四
九
） 

 

二
月
、
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
の
宅
に
し
て
宴
す
る
歌
十
五
首 

恨
め
し
く
君
は
も
あ
る
か
や
ど
の
梅
の
散
り
過
ぐ
る
ま
で
見
し
め
ず
あ
り
け
る 

（
⑳
四
四
九
六
） 

〈資
料
２ 
三
代
集
に
お
け
る
「梅
」と
「や
ど
」〉＊
３ 

『
古
今
集
』（
当
該
歌
以
外
に
二
首
） 

（
題
知
ら
ず
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

（
よ
み
人
し
ら
ず
） 

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ
た
が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も
（
三
三
） 

 

も
と
や
す
の
み
こ
の
七
十
の
賀
の
う
し
ろ
の
屏
風
に
よ
み
て
か
き
け
る 

 
  

き
の
つ
ら
ゆ
き 

春
く
れ
ば
や
ど
に
ま
づ
さ
く
梅
の
花
き
み
が
千
歳
の
か
ざ
し
と
ぞ
見
る
（
三
五
二
） 

 

『
後
撰
集
』（
二
首
） 

（
題
知
ら
ず
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

（
よ
み
人
し
ら
ず
） 

き
て
見
べ
き
人
も
あ
ら
じ
な
わ
が
や
ど
の
梅
の
は
つ
花
を
り
つ
く
し
て
む
（
二
三
） 

わ
が
や
ど
の
梅
の
は
つ
花
ひ
る
は
雪
よ
る
は
月
と
も
見
え
ま
が
ふ
か
な
（
二
六
） 

 

『
拾
遺
集
』（
四
首
） 

題
知
ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
よ
み
人
し
ら
ず 

わ
が
や
ど
の
梅
に
な
ら
ひ
て
み
よ
し
の
の
山
の
雪
を
も
花
と
こ
そ
見
れ
（
九
） 

 

冷
泉
院
御
屏
風
の
ゑ
に
、
梅
の
花
あ
る
家
に
ま
ら
う
ど
き
た
る
所 
平
兼
盛 

わ
が
や
ど
の
梅
の
た
ち
え
や
見
え
つ
ら
ん
思
ひ
の
外
に
君
が
き
ま
せ
る
（
一
五
） 

 

題
し
ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

中
納
言
安
倍
広
庭 

い
に
し
年
ね
こ
じ
て
う
ゑ
し
わ
が
や
ど
の
わ
か
木
の
梅
は
花
さ
き
に
け
り
（
一
〇
〇
八
） 

 

清
和
の
七
の
み
こ
六
十
賀
の
屏
風
に 

 
 
 
 

   

つ
ら
ゆ
き 

か
ぞ
ふ
れ
ど
お
ぼ
つ
か
な
き
を
わ
が
や
ど
の
梅
こ
そ
春
の
か
ず
を
し
る
ら
め （

一
〇
一
二
） 

〈資
料
３ 

御
所
本
『貫
之
集
』の
「梅
」と
「や
ど
」〉＊
４ 

（
延
長
三
年
左
大
臣
殿
北
方
御
賀
屏
風
哥
） 

む
め
の
は
な 

む
め
の
は
な
お
ほ
か
る
や
と
に
う
く
ひ
す
や
ふ
ゆ
こ
も
り
し
て
は
る
を
ま
つ
ら
む 

（
二
三
四
） 

〈資
料
４ 

御
所
本
『貫
之
集
』の
屏
風
歌
の
「梅
」と
「や
ど
」〉 

延
喜
十
六
年
斎
院
屏
風
の
わ
か
う
ち
の
仰
に
て 

人
の
い
ゑ
の
女
と
も
に
は
の
ま
へ
に
い
て
ゝ
む
め
の
は
な
み
あ
る
は
の
こ
れ
る

ゆ
き
を
み
る 

む
め
の
は
な
さ
く
と
し
ら
す
や
み
よ
し
の
ゝ
や
ま
に
と
も
ま
つ
雪
の
み
ゆ
ら
む
（
六
五
） 

 

お
な
し
四
年
正
月
右
大
将
殿
の
御
屏
風
の
哥 

元
日
人
の
家
に
ま
ら
う
と
お
ほ
く
き
た
り
あ
る
は
や
の
う
ち
に
き
た
り
あ
る
は

庭
に
お
り
た
ち
て
む
め
の
は
な
を
み
る 

は
る
た
ゝ
は
さ
か
ん
と
お
も
ひ
し
む
め
の
は
な
め
つ
ら
し
ひ
に
や
ひ
と
の
お
る
ら
む 

（
四
六
五
） 



三
五
番
歌 
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（
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ず
） 
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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 

Ⅱ
．
注
釈 

○
立
ち
よ
る
ば
か
り 

「
ば
か
り
」
は
、
中
古
以
後
に
用
い
ら
れ
た
限
定
の
意
を

 
 

表
わ
す
副
詞
。
ほ
ん
の 
… 
だ
け
の
意
。
こ
こ
は
、
ほ
ん

 
 

の
少
し
立
ち
寄
る
程
度
の
意
。 

○
よ
り 

 

時
間
的
起
点
を
示
す
格
助
詞
。
…
時
か
ら
の
意
。 

○
人
の
と
が
む
る
香 

「
人
」
は
、
詠
者
の
男
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
女
。
そ
の
女

 
 

が
、
他
の
女
の
移
り
香
か
と
嫉
妬
し
て
不
審
に
思
う
匂
い
。 

○
し
み
ぬ
る 

マ
四
自
動
詞
「
し
む
」（
香
が
し
み
つ
く
）
＋
完
了
「
ぬ
」

 
 

連
体
形
。
染
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
意
。 

Ⅲ
．
現
代
語
訳 

 

梅
の
花
の
も
と
を
ほ
ん
の
少
し
立
ち
寄
る
程
度
に
い
た
時
か
ら
、
あ
の
人
が
不
審
に

思
う
ほ
ど
の
（
梅
の
）
香
が
染
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
。 

Ⅳ
．
余
釈 

 

当
該
歌
は
、
梅
の
花
の
す
ば
ら
し
さ
に
立
ち
寄
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
に
、
恋
人
に

詮
索
さ
れ
る
ほ
ど
の
移
り
香
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
、
梅
の
花
の
香
り
を
賞
美
す
る
歌
と

解
釈
で
き
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
女
性
の
嫉
妬
と
い
う
恋
愛
の
要
素
が
あ
る
が
、
あ
く

ま
で
梅
の
香
り
の
す
ば
ら
し
さ
に
重
点
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
歌
は
、『
兼
輔
集
』

＊
５
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

い
と
し
の
び
た
る
う
つ
り
香
の
人
し
る
ば
か
り
に
あ
り
け
れ
ば
、
そ
の
を

ん
な
に 

梅
の
花
立
よ
る
ば
か
り
あ
り
し
よ
り
人
の
と
が
む
る
か
に
ぞ
し
み
ぬ
る
（
四
〇
） 

  

『
兼
輔
集
』の
詞
書
に
よ
れ
ば
、兼
輔
が
密
か
に
関
係
を
持
っ
た
女
性
の
移
り
香
が
、

他
の
人
か
ら
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
秘
密
の
恋
人
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
の
「
梅
の
花
」
と
は
、
植
物
で
は
な
く
、
兼
輔

の
秘
密
の
恋
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
は
か
な
い
逢
瀬
で
あ
っ
た
の
に
、
人

が
と
が
め
る
ほ
ど
の
、
あ
な
た
の
移
り
香
が
し
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
よ
と
い
う
、
恋
の

歌
に
な
っ
て
し
ま
う
。
藤
原
兼
輔
（
八
七
七
～
九
三
三
）
は
、
京
極
中
納
言
、
堤
中
納

言
と
も
呼
ば
れ
る
。
紀
貫
之
の
庇
護
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
三
十
六
歌
仙
の
一
人

で
も
あ
る
な
ど
歌
人
と
し
て
も
名
高
い
。『
古
今
集
』
に
も
四
首
が
入
集
し
て
い
る
（
三

九
一
・
四
一
七
・
七
四
九
・
一
〇
一
四
）。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
該
歌
が
、
兼
輔
の
歌
を
何

ら
か
の
理
由
で
、
読
み
人
知
ら
ず
と
し
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
（
貫
之
と
の
関
係
で

言
え
ば
、
む
し
ろ
積
極
的
に
名
前
を
記
し
そ
う
な
も
の
）。 

 

そ
の
点
に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一
＊
６
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 

 
 

『
古
今
集
』
の
よ
み
人
知
ら
ず
歌
を
、
兼
輔
が
そ
の
ま
ま
に
現
実
の
恋
愛
の

場
に
利
用
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
空
諍
の
巻

で
空
諍
が
『
伊
勢
集
』
に
見
え
る
「
う
つ
せ
み
の
羽
に
お
く
露
の
こ
が
く
れ
て

し
の
び
し
の
び
に
濡
る
る
袖
か
な
」
と
い
う
歌
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
た
の
と
同

じ
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、『
古
今
集
』
の
「
よ
み
人
知
ら

ず
」
と
い
う
表
記
も
生
き
、『
兼
輔
集
』
の
詞
書
も
そ
の
ま
ま
に
生
き
る
の
で
あ

る
。『
古
今
集
』
で
は
、
ま
さ
し
く
自
然
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
が
、『
兼

輔
集
』
で
は
人
事
に
つ
い
た
歌
に
な
っ
て
い
る
の
が
大
き
な
相
違
で
あ
る
。『
古

今
集
』
で
は
あ
く
ま
で
梅
が
香
を
賞
実
す
る
歌
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
人

の
と
が
む
る
」
と
言
っ
た
こ
と
に
王
朝
的
風
流
の
世
界
が
髣
髴
さ
れ
る
の
だ
が
、

『
兼
輔
集
』
で
は
具
体
的
日
常
的
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
。
よ
み
人
知
ら
ず
歌
を

日
常
的
の
世
界
に
応
用
し
た
と
こ
ろ
に
兼
輔
の
風
流
を
感
得
す
れ
ば
よ
い
と
思

う
の
で
あ
る
。 

 
 

『
源
氏
物
語
』
の
例
が
、
そ
の
証
拠
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
＊
７
が
、
兼
輔
が
当
該
歌
を
恋
歌
と
し
て
利
用
し
た
と
見
る
点
は
首
肯
で
き
る
。

恋
の
部
で
は
な
く
、春
の
部
に
配
列
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
れ
ば
、少
な
く
と
も『
古

今
集
』
の
撰
者
は
（
貫
之
は
）、
当
該
歌
を
恋
の
歌
で
は
な
く
、
梅
の
香
り
を
讃
美
す

る
歌
と
し
て
入
集
さ
せ
て
い
る
。『
兼
輔
集
』
の
例
は
、
当
該
歌
の
享
受
の
一
端
と
受

け
と
め
て
置
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
撰
者
の
意
図
に
従
っ
て
、
当
該
歌
は
、
梅
の
花

の
香
り
を
賞
美
す
る
歌
と
解
し
て
お
き
た
い
。 

 

な
お
、
梅
の
香
を
人
の
「
と
が
む
る
香
」
と
す
る
歌
は
少
な
い
。 

 

Ⅴ
．
配
列 

題
知
ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
み
人
知
ら
ず 

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ 

梅
の
花
あ
り
や
と 

こ
ゝ
に
鶯
の
鳴
く
（
三
二
） 

 

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ 

た
が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も
（
三
三
） 

 

や
ど
近
く
梅
の
花
う
ゑ
じ 

あ
ぢ
き
な
く
ま
つ
人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り
（
三
四
） 

 

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
（
三
五
） 

 

む
め
の
花
を
を
り
て
よ
め
る 

 
 
 
 

東
三
条
の
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み 

鶯
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
の
花 

折
り
て
か
ざ
さ
む 

老
か
く
る
や
と
（
三
六
） 

  

三
二
番
歌
か
ら
は
じ
ま
る
梅
歌
群
の
冒
頭
四
首
は
、
と
も
に
題
知
ら
ず
、
読
み
人
知

ら
ず
と
し
て
梅
の
香
を
詠
む
歌
で
あ
る
。
三
二
番
歌
か
ら
三
三
番
歌
へ
は
「
袖
」
が
、

三
三
番
歌
か
ら
三
四
番
歌
へ
は
「
や
ど
」
が
、
三
四
番
歌
か
ら
三
五
番
歌
へ
は
「
人
の

香
」（
薫
香
）
が
共
通
し
て
お
り
、
連
続
性
を
支
え
て
い
る
。 

 

三
二
番
歌
で
は
、
香
り
が
梅
か
ら
袖
へ
、
三
三
番
歌
で
は
、
袖
か
ら
梅
へ
と
移
っ
て

お
り
、
あ
る
種
の
対
応
が
見
出
せ
る
。
一
方
、
三
四
番
歌
、
三
五
番
歌
は
、
と
も
に
恋

の
感
情
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
梅
の
香
を
讃
美
し
て
い
る
が
、
三
四
番
歌
は
、
梅
の
香
を

恋
し
い
男
の
薫
香
を
誤
る
女
の
歌
、
三
五
番
歌
は
、
梅
の
移
り
香
を
女
、
の
移
り
香
と

疑
わ
れ
る
男
の
歌
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
、
男
と
女
の
対
応
が
見
出
せ
る
。
四
首
に
連
関

性
を
も
た
せ
つ
つ
、
二
首
ご
と
に
対
応
さ
せ
て
お
り
、
大
変
に
考
え
ら
れ
た
配
列
と
言

え
る
だ
ろ
う
。 

 

た
だ
し
、
こ
の
連
続
性
は
こ
こ
で
途
切
れ
る
。
次
の
三
六
番
歌
か
ら
は
、
梅
を
折
る

歌
が
続
き
、
嗅
覚
か
ら
視
覚
へ
と
転
じ
て
行
く
。 

 

【
注
記
】 

＊
１ 

『
猿
丸
大
夫
集
』
本
文
は
、
鈴
木
宏
子
［
校
注
］『
和
歌
文
学
大
系 

猿
 

丸
集
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
っ
た
。 

＊
２ 

『
万
葉
集
』
本
文
は
、
佐
竹
昭
広
ほ
か
『
萬
葉
集
訳
文
篇
』（
塙
書
房
、

 

一
九
七
二
年
初
版
、
二
〇
〇
二
年
初
版
二
十
一
刷
）
に
よ
っ
た
。 

＊
３ 

『
古
今
集
』
本
文
は
テ
キ
ス
ト
に
、『
後
撰
集
』
と
、『
拾
遺
集
』
は
、『
新

 

編 

国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。 

＊
４ 

御
所
本
『
貫
之
集
』
本
文
は
、
新
藤
協
三
「
翻
刻
『
御
所
本
貫
之
集
』

 

付
初
句
索
引 

―
三
十
六
人
家
集
叢
稿
（
一
）
―
」
（
「
調
査
研
究
報

 

告
」
18
、
国
文
学
研
究
資
料
館
文
献
資
料
部
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
っ

 

た
。 

＊
５ 

『
兼
輔
集
』
本
文
は
、
平
田
喜
信
［
ほ
か
］『
合
本 

三
十
六
人
集
』（
三

 

弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
っ
た
。 

＊
６ 

『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
上
）』（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）、
四
五
八
頁
。 

＊
７ 

片
桐
が
指
摘
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
歌
で
あ
る
が
、『
伊
勢
集
』
の
全
て

 

の
系
統
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。『
伊
勢
集
』
の
歌
が
、『
源
氏
物

 

語
』
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
の
歌
が
『
伊
勢
集
』

 

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

  


