
Lesson oz

王
朝
和
歌
初
学
び

―

‥
『古
今
集
』
を
中
心
に

加
藤
睦

は
じ
め
に
　
王
朝
和
歌
を
読
み
解
き
、
理
解
す
る
際
の
基
本
的
な
姿
勢

・
方
法
に
つ
い
て
解
説
し
て
み
た

い
。
ひ
と
口
に
王
朝
和
歌
と
い
っ
て
も
、
『古
今
和
歌
集
』
か
ら

『新
古
今
和
歌
集
』
に
い
た
る
長
い
歴
史

が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
解
説
し
つ
く
す
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、
解
説
の
対
象
と
す
る
作
品
を
、
基
本
的
に

『古
今
和
歌
集
』
（以
下

『古
今
集
』
と
略
す
）
に
収
め
ら
れ

た
和
歌
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
引
用
で
、
効
率
よ
く
解
説
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

平
安
時
代
末
期
の
歌
人
、
藤
原
俊
成

（
一
一
一
四
上

二
〇
四
年
）
は
、
そ
の
著

『古
来
風
体
抄
』
の
中
で
、

「歌
の
本
体
に
は
、
た
だ
古
今
集
を
仰
ぎ
信
ず
べ
き
こ
と
な
り

（＝
和
歌
の
理
想
と
し
て
は
、
た
だ
古
今
集
を
仰
ぎ

信
仰
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
代
短
歌
の
革
新
の
旗
手
で
あ
っ
た
正
岡
子
規

（
一
人
六
七
―
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●一
九
〇
二
年
）
は
、
近
世
以
前
の
和
歌

（古
共
和
歌
）
を
批
判
す
る
に
あ
た
り
、
『古
今
集
』
を
特
に
槍
玉
に
挙

デ

、

貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
古
今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
ふ
。
そ
の
貫
之
や
古
今
集
を
崇
拝
す
る

は
誠
に
気
の
知
れ
ぬ
こ
と
な
ど
と
申
す
も
の
の
、
実
は
か
く
申
す
生

（＝
私
）
も
、
数
年
前
ま
で
は
古
今

集
崇
拝
の

一
人
に
て
候
ひ
し
か
ば
、
今
日
世
人
が
古
今
集
を
崇
拝
す
る
気
見
合
い
は
よ
く
存
じ
申
し
候
ふ
。

（「再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」）

コラム
ー

基飾 語

王朝和歌 王朝和歌は、王朝期 (平

安時代)の貴族によつて詠まれた和

歌のことで、平安和歌、古代後期の

和歌などとも言われる。また、王朝

期には八つの勅撰和歌集 (古今集・後

撰集・拾遺集・後拾遺集・金葉集・詞花集・

千載集・新古今集の八代集)が編まれた

ので、八代集時代の和歌という呼び

方も存在する。和歌史の時代区分と

しては、王朝和歌に先立つものとし

て、古代和歌 (奈良時代の和詢 があり、

後のものとして、中世和歌 鎌倉～室

町時代の和歌)、 近世和歌 (江戸時代の和

歌 )、 そ して 近 代 短 歌 (明治時代以降の

短恥 がある。このうち、中世和歌・

近世和歌は、王朝和歌の知的な発想

や技巧的な表現方法を基本的に受け

継いでいるが、近代短歌は、自己や

対象を深く把握しようとする姿勢や、

技巧を排する表現意識において、そ

れ以前の和歌 (古典和歌)とは大きく

異なる。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
崇
拝
す
る
に
せ
よ

批
判
す
る
に
せ
よ
、
後
代
の
歌
人
に
と

っ
て

『古
今

集
』
の
存
在
は
大
き
く
、
王
朝
和
歌
ひ
い
て
は
古
典

和
歌
の
大
半
は
、
『古
今
集
』
の
歌
風
の
影
響
の
下

に
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も

『古
今
集
』
所
収

歌
を
中
心
に
扱
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
解
説
の

一
つ
の
目
標
と
し
て
、
訳
読
と
い

う
読
解
法
か
ら
の
脱
却
を
掲
げ
た
い
。
こ
れ
を
平
た

く
言
え
ば
、
和
歌
を
現
代
語
訳
す
る
こ
と
は
な
ん
と

か
で
き
る
け
れ
ど
、
歌
の
内
容
は
さ

っ
ぱ
り
わ
か
ら

な
い
と
い
う
状
態
か
ら
、　
一
歩
で
も
二
歩
で
も
前
進

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『古
今
集
』
仮
名
序
を
め
ぐ

っ
て
　
訳
読
か
ら
の
脱

却
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
の
処
方
箋
を

一
口
で

図版1 紀貫之画像 (上畳本三十六歌仙切、五島美術館所蔵)
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言
い
表
す
な
ら
、

詠
歌
と
い
う
行
為
を
追
体
験
せ
よ
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
個
々
の
和
歌
は
最
初
か
ら
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
誰
か
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
の
で

あ
る
。
訳
読
は
、
そ
の
詠
歌
の
過
程
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
単
に
詠
歌
の
結
果
と
し
て
の
作
品
を
な

ぞ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
る
和
歌
を
読
み
解
く
際
に
、
そ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

詠
ま
れ
た
の
か
を
考
え
な
が
ら
読
み
解
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

詠
歌
の
追
体
験
を
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
王
朝
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
か
を
、
そ
の
大
筋
だ
け

で
よ
い
か
ら
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
理
解
を
大
い
に
助
け
て
く
れ
る
記
述

が
、
『古
今
集
』
の
仮
名
序
に
あ
る
。
仮
名
序
の
冒
頭
に
お
い
て
筆
者
紀
貫
之

（生
年
末
詳
―
九
四
五
年
頃
。
『古

今
集
』
撰
者
の
一
人
）
は
、
和
歌
を
詠
む
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ

と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
だ
せ
る
な

り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
す
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
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図版2 古今和歌集仮名序
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け
る
。

［訳
］
和
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
数
多
く
の
言
葉
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
存
在
す
る

人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
関
わ
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
そ
の
つ
ど
、
心
に
思
う
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞

く
も
の
に
託
し
て
、
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
生

き
物
の
う
ち
、
歌
を
詠
ま
な
い
も
の
な
ど
あ
り
は
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
発
言
は
、
王
朝
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
し
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
う

読
み
解
け
ば
よ
い
の
か
を
知
る
上
で
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
「心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も

の
間
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
だ
せ
る
な
り
」
と
い
う
部
分
は
、
「心
に
思
ふ
こ
と
」
（＝
心
情
・
心
理
）
と

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
（＝
対
象
・
景
物
）
と
を
結
び
付
け
て
詠
む
こ
と
の
多
い
王
朝
和
歌
の
あ
り
方
を
、
端

的
に
言
い
あ
て
て
い
る
。
今
、
そ
の
結
び
付
け
の
典
型
的
な
例
を
引
い
て
、
確
認
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

題
知
ら
ず

秋
風
に
山
の
本
の
葉
の
う
つ
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

［訳
］
秋
風
に
よ
っ
て
山
の
木
の
葉
が
色
変
わ
り
し
て
ゆ
く
の
を
見
る
と
、
あ
の
人
の
心
も
同
じ
よ
う
に

変
わ

っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
だ
。
（古
今
・
恋
四
・七
一
四
・
素
性
法
師
）
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こ
の
歌
の
場
合
、
「秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
う

つ
ろ
へ
ば
」
と
い
う
上
の
句
が
、
仮
名
序
に
い
う

「見
る

も
の
間
く
も
の
」
に
あ
た
り
、
「
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ
」
と
い
う
下
の
句
が

「心
に
思
ふ
こ
と
」
に

あ
た
る
。
歌
人
は
、
そ
の
両
者
を
結
び
付
け
て
、
心
情
を
優
美
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『古
今
集
』
の
仮
名
序
は
、
王
朝
和
歌
の
詠
歌
法
の
重
要
な

一
面
を
的
確
に
示
し
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の

一
方
で
、
そ
こ
に
は
事
実
と
異
な
る
単
純
化
や
誇
張
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
貫
之
は
、
種
と
葉
の
喩
え
を
用
い
て
、
あ
た
か
も
人
の
心
か
ら
自
然
に
和
歌
が
発
生
す
る
か
の
よ

う
に
述
べ
る
と
と
も
に
、
鶯
や
蛙
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
が
本
能
的
に
和
歌
を
詠
ず
る
よ

う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
王
朝
和
歌
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
意
識
的
か
つ
知
的
に

製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
種
か
ら
葉
が
生
え
る
よ
う
な
自
然
な
生
成
過
程
を
と
る
も
の
は
少
な
い
。
ま
た

王
朝
貴
族
の
す
べ
て
が
和
歌
を
詠
め
た
わ
け
で
も
な
く
、
巧
み
に
和
歌
を
詠
む

（作
る
）
こ
と
の
で
き
た
人

間
と
な
る
と
、
そ
う
多
く
は
い
な
か

っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

そ
う
し
た
王
朝
和
歌
の
実
態
の

一
端
を
、
『今
昔
物
語
集
』
所
収
の
説
話
に
よ

っ
て
確
認
し
て
み
た
い
。

あ
る
男
と
二
人
の
妻
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
。
主
人
公
の
男
は
、
丹
波
の
国

（現
在
の
京
都
府
中
部
と
兵
庫
県
東
部

に
あ
た
る
）
に
妻
と
仲
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
た
が
、
新
た
に
都
か
ら
二
人
目
の
妻
を
迎
え
、
も

つ
ぱ
ら
そ

の
新
し
い
妻
を
愛
し
、
も
と
の
妻
を
冷
遇
し
て
い
た
。
秋
の
あ
る
日
、
裏
山
で
鹿
が
鳴
く
。
鹿
の
鳴
き
声
は
、
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王
朝
貴
族
に
と

つ
て
、
秋
の
哀
れ
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
恋
情
を
も
募
ら
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
る
間
、
秋
、
北
の
方
に
、
山
里
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
後
ろ
の
山
の
方
に
い
と
あ
は
れ
げ
な
る
声
に

て
鹿
の
鳴
き
け
れ
ば
、
男
、
今
の
妻
の
家
に
居
た
り
け
る
時
に
て
、
妻
に
、
「
こ
は
い
か
が
聞
き
た
ま
ふ

か
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
今
の
妻
、
「煎
物
に
て
も
う
ま
し
。
焼
物
に
て
も
う
ま
き
奴
ぞ
か
し
」
と
言
ひ
け

れ
ば
、
（中
略
）
た
だ
も
と
の
妻
の
家
に
行
き
て
、
男
、
「
こ
の
鳴
き
つ
る
鹿
の
声
は
聞
き
た
ま
ひ
つ
か
」

と
言
ひ
け
れ
ば
、
も
と
の
妻
か
く
な
む
言
ひ
け
る
、

わ
れ
も
し
か
鳴
き
て
ぞ
君
に
恋
ひ
ら
れ
し
今
こ
そ
声
を
よ
そ
に
の
み
聞
け

と
。
男
こ
れ
を
聞
き
て
、
い
み
じ
く
哀
れ
と
思
ひ
て
、
今
の
妻
の
言
ひ
つ
る
こ
と
、
思
ひ
合
さ
れ
て
、
今

の
妻
の
志
う
せ
に
け
れ
ば
、
京
に
送
り
て
け
り
。
さ
て
も
と
の
妻
と
な
む
住
み
け
る
。

［訳
］
そ
う
し
て
い
る
う
ち
、
秋
、
家
の
北
の
方
角
に
、
山
里
で
あ

っ
た
の
で
、
後
ろ
の
山
の
方
角
に
と

て
も
悲
し
い
声
で
鹿
が
鳴
い
た
の
で
、
男
は
、
新
し
い
妻
の
家
に
い
た
時
で
、
そ
の
妻
に
、
「
こ
の
鹿
の

鳴
き
声
は
ど
う
お
聞
き
に
な
る
か
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
、
新
し
い
妻
は
、
「煮
付
け
に
し
て
も
お
い
し
い
。

焼
物
で
も
お
い
し
い
奴
で
す
よ
」
と
言

っ
た
の
で
、
（中
略
）
す
ぐ
に
も
と
の
妻
の
家
に
行

っ
て
、
男
は
、

「
こ
の
鳴
い
た
鹿
の
声
は
お
聞
き
に
な
っ
た
か
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
、
も
と
の
妻
は
こ
の
よ
う
に
言

っ
た
。

私
も
あ
の
よ
う
に
あ
な
た
か
ら
泣
い
て
求
愛
さ
れ
た
も
の
で
す
。
今
は
そ
の
求
愛
の
声
を
よ
そ
に
聞
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く
ば
か
り
で
す
が
。

と
言

っ
た
。
男
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
た
い
そ
う
い
じ
ら
し
い
と
思
い
、
新
し
い
妻
の
言

っ
た
こ
と
が
思
い

合
わ
さ
れ
て
、
新
し
い
妻
へ
の
愛
情
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
都
に
送
り
返
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
し
て
も

と
の
妻
と
暮
ら
し
た
。
（今
昔
物
語
集
・
巻
三
〇
の
一
二
）

こ
の
説
話
は
、
「も
と
の
妻
」
が
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
夫
の
愛
を
取
り
戻
し
、
幸
せ
を
勝
ち
取

っ
た
と
い
う
話
で
あ
る

（こ
の
よ
う
に
詠
歌
に
よ
つ
て
幸
福
を
得
、
あ
る
い
は
窮
地
を
脱
す
る
説
話
を
、
歌
徳
説
話
と
い

う
）。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

①

「も
と
の
妻
」
の
詠
ん
だ
歌
が
、
思
い
が
口
を
つ
い
て
出
た
と
い
う
よ
う
な
自
然
発
生
的
な
歌
で
は
な

く
、
修
辞
技
法
を
用
い
た
意
識
的

・
知
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
。

②

「も
と
の
妻
」
の
詠
歌
行
為
が
、
歌
を
詠
め
な
か

っ
た

「今
の
妻
」
の
即
物
的

。
現
実
的
な
発
言
と
対

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

「
わ
れ
も
し
か
…
」
の
歌
で
は
、
鹿
の
鳴
き
声
が
、
仮
名
序
に
い
う

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
に
あ
た
り
、

夫
の
愛
を
失

っ
た
悲
し
み
が

「
心
に
思
ふ
こ
と
」
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
結
び
付
け
て
い
る
の

が
、
「
し
か
」
（＝
あ
の
よ
う
に
。
そ
の
よ
う
に
）
と
い
う
副
詞
と
、
「鹿
」
と
い
う
名
詞
を
重
ね
た
掛
詞
の
技
法

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
言
ひ
出
だ
」
す
と
い
う
行
為

LcssOn 02:王朝和歌初学び43



は
、
多
く
の
場
合
、
表
現
の
意
識
的
な
工
夫
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「も
と
の
妻
」
の
詠
歌
行
為
が
、
「今
の
妻
」
の
即
物
的

・
現
実
的
な
返
答
と
対
比
的
に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
和
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
だ
れ
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
優
美
な
行
な
い
と
し

て
、　
一
定
の
価
値
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
仮
名
序
の
記
述
は
、
そ
の
す
べ
て
を
真
に
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
「心
に
思
ふ

こ
と
を
、
見
る
も
の
間
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
だ
せ
る
な
り
」
と
い
う
詠
歌
の
規
定
は
、
工
朝
歌
人
た

ち
が
、
ど
の
よ
う
に
歌
を
作

っ
て
い
た
の
か
を
知
り
、
同
時
に
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
追
体
験
し
な
が
ら
読
み

解
け
ば
よ
い
か
を
理
解
す
る
際
に
、
き
わ
め
て
有
効
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
参
考
に
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、
次
に
や
や
詳
し
く
述
べ
て
み
よ
う
。

人
事
詠
と
自
然
詠
　
「心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
間
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
だ
せ
る
な
り
」
と
い

う
仮
名
序
の
記
述
が
、
「心
に
思
ふ
こ
と
」
と

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
と
を
結
び
付
け
る
、
王
朝
和
歌
の

基
本
的
な
詠
歌
法
の

一
端
を
的
確
に
言
い
あ
て
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
実
は
、

そ
の
結
び
付
け
方
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
、

人
事
詠
と
自
然
詠
と
い
う
王
朝
和
歌
の
グ
ル
ー
プ
分
け
に
お
お
む
ね
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

人
事
詠
と
は
、
人
が
生
き
て
い
く
に
と
も
な

っ
て
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

へ
の
感
慨
を
詠
む
歌
で
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あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
恋
歌
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
賀
歌

・
離
別
歌

・
旅
歌

・
哀
傷
歌
な
ど
が
こ
れ
に

属
す
る
。
こ
の
人
事
詠
の
場
合
は
、
恋
の
苦
し
み

・
祝
意

・
別
れ
の
悲
し
み

。
旅
の
心
細
さ

・
親
し
い
も

の
の
死
へ
の
嘆
き
な
ど
、
「心
に
思
ふ
こ
と
」
が
先
に
存
在
し
、
そ
れ
を

「見
る
も
の
間
く
も
の
に
つ
け
て
」

工
夫
し
て
詠
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
人
事
詠
を
読
み
解
く
場
合
は
、

①
　
ど
う
い
う
思
い
を
懐
い
た
の
か
＝
要
す
る
に
何
が
言
い
た
い
の
か

を
ま
ず
把
握
し
、
つ
い
で
、

②
　
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
に
結
び
付
け
て
表
現
し
た
の
か

を
考
え
な
が
ら
、
詠
歌
の
追
体
験
を
試
み
る
の
が
効
果
的
で
あ
る
。

一
方
、
自
然
詠
と
は
、
季
節
の
推
移
や
さ
ま
ざ
ま
な
景
物
へ
の
感
慨
を
詠
む
歌
を
指
す
。
自
然
詠
の
場
合

は
、
「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
（＝
対
象
・
景
物
）
に
接
す
る
経
験
が

「心
に
思
ふ
こ
と
」
に
先
行
す
る
こ
と
が

イア　、　Ｏ

ス
ク
ン
し
ｖし

た
が
っ
て
、
自
然
詠
を
読
み
解
く
場
合
は
、
ま
ず
、

①
　
何
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
の
か

を
確
認
し
、
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

②
　
何
を
思
っ
た
か
、
考
え
た
か
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を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
手
順
を
踏
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『古
今
集
』
の
歌
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
人
事
詠
、
自
然
詠
の
順
に
、
そ
の
読
み
解
き
の
基

本
的
な
方
法
や
姿
勢
を
、
具
体
的
に
解
説
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

人
事
詠
を
読
む
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
事
詠
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
恋

歌
を
そ
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

題
知
ら
ず

Ａ
葦
鴨
の
さ
わ
ぐ
入
江
の
自
波
の
知
ら
ず
や
人
を
か
く
恋
ひ
む
と
は

［訳
］
あ
の
人
は
知
ら
な

い
の
か
、
私
が
あ
の
人
を
こ
の
よ
う
に
恋

い
慕

っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
は
。
（古

今

・
恋

Ｔ
五
三
三
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

題
知
ら
ず

Ｂ
飛
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
奥
山
の
深
き
心
を
人
は
知
ら
な
む

［訳
］
飛
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
な
い
奥
山
の
よ
う
に
深
い
私
の
思
い
を
、
あ
の
人
は
知

っ
て
ほ
し
い
。

（古
今
・
恋
一
・五
二
五
・
詠
み
人
知
ら
ず
）



題
知
ら
ず

Ｃ
浮
き
草
の
上
は
茂
れ
る
淵
な
れ
や
深
き
心
を
知
る
人
の
な
き

［訳
］
私
の
恋
は
浮
き
草
が
水
面
に
茂

っ
て
い
る
淵
な
の
だ
ろ
う
か
。
深
い
心
を
知
る
人
が
い
な
い
こ
と

で
あ
る
よ
。
（古
今
・
恋
一
・五
三
人
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

右
に
引
い
た
三
首
の
恋
歌
に
つ
い
て
、
先
に
示
し
た
手
順
、
す
な
わ
ち
、

①
　
ど
う
い
う
思
い
を
懐
い
た
の
か
＝
要
す
る
に
何
が
言
い
た
い
の
か

を
ま
ず
把
握
し
、
つ
い
で
、

②
　
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
に
結
び
付
け
て
表
現
し
た
の
か

を
考
え
な
が
ら
、
詠
歌
の
追
体
験
を
試
み
る
、
と
い
う
手
順
で
読
み
解
い
て
み
よ
う
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
比
較
的
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
Ａ
歌
で
は
、
「知

ら
ず
や
人
を
か
く
恋
ひ
む
と
は
」
、
Ｂ
歌
で
は
、
「深
き
心
を
人
は
知
ら
な
む
」
、
Ｃ
歌
で
は
、
「深
き
心
を
知

る
人
の
な
き
」
の
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
者
の
思
い
を
直
接
的
に
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

わ
か
る
の
は
、
こ
の
三
首
が
、
相
手
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
片
思
い
の
つ
ら
さ
を
、
共
通
に
詠
ん
で
い
る

こ
と
で
あ
る
。
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次
に
②
に
つ
い
て
、　
一
首
ず
つ
解
説
を
加
え
て
み
よ
う
。

Ａ
歌
は
、
「
葦
鴨
の
さ
わ
ぐ
入
江
の
自
波
の
」
が

「
知
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
導
く
序
詞
と
な

っ
て
い

る
。
序
詞
と
は
、
主
題
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
景
物
描
写
を
用
い
て
、
主
題
の
表
現
を
導
く
修
辞
技
法
を
い

い
、
こ
こ
で
は

「知
ら
ず
」
と
い
う
表
現
と
共
通
の
音

「
し
ら
」
を
も
つ

「白
波
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

「知
ら
ず
」
を
導
き
出
し
て
い
る
。

Ｂ
歌
は
、
「
飛
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
奥
山
の
」
が

「深
き
」
を
導
く
序
詞
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
序
詞

は
、
「深
き
心
」
の
深
さ
の
比
喩
と
な

っ
て
い
る
。

Ｃ
歌
は
、
「深
き
心
を
知
る
人
の
な
き
」
と
い
う
状
況
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
「浮
き
草
の
上
は
茂

れ
る
淵
」
を
提
示
し
て
い
る
。

右
に
記
し
た
の
は
、
い
わ
ば
学
習
参
考
書
的
解
説
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら

れ
て
い
る
か
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
う
い
う
傍
観
者
的
な
観
察
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
工

夫

（う
ま
さ
）
が
、
あ
ま
り
ぴ
ん
と
こ
な
い
。
次
に
、
あ
な
た
自
身
が
、
片
思
い
の
つ
ら
さ
を
詠
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
と
い
う
立
場
で
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

Ａ
歌
の
場
合
。
あ
な
た
は

「知
ら
ず
や
人
を
か
く
恋
ひ
む
と
は
」
と
い
う
主
部
を
思
い
つ
き
、
そ
れ
を

「
し
ら
○
○
の
」
と
い
う
音
で
終
わ
る
同
音
の
序
詞
で
導
こ
う
と
考
え
た
と
す
る
。
「
し
ら
〇
〇
の
」
に
あ
て

は
ま
る
も
の
と
し
て
は
、
「白
波
の
」
の
ほ
か
、
「白
雪
の
」
「白
雲
の
」
「白
鷺
の
」
な
ど
も
使
用
可
能
だ
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ろ
う
。
次
に
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
「白
波
」
を
ど
こ
に
立
た
せ
る
か
、
「白
雪
」
を
ど
こ
に
降
ら

せ
る
か
、
「自
雲
」
を
ど
こ
に
浮
か
べ
る
か
、
「自
鷺
」
を
ど
こ
に
飛
ば
せ
る
か

（あ
る
い
は
立
た
せ
る
か
）
を

考
え
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
自
分
が
歌
を
作
る
と
い
う
主
体
的
な
態
度
で
検
討
を
加
え
る
と

き
、
Ａ
歌
の

「葦
鴨
の
さ
わ
ぐ
入
江
の
白
波
の
」
と
い
う
序
詞
は
、
な
か
な
か
細
か
く
工
夫
さ
れ
た
、
こ
だ

わ
り
の
序
詞
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
Ｂ
歌
。
「
深
き
心
を
人
は
知
ら
な
む
」
と
い
う
主
部
を
、
比
喩
的
な
序
詞
で
導
く
と
い
う
方
針
を
立

て
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
「深
さ
」
の
比
喩
と
な
り
う
る
も
の
を
い
ろ
い
ろ
考
え
、
五
・七
・五
の
十
七
文

字
を
費
や
し
て
組
み
立
て
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
序
詞
は
、
作
者
の
独
創
性
が
問
わ
れ
る
の
で
、
「深
い
」

も
の
な
ら
何
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
「飛
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
奥

山
の
」
と
い
う
序
詞
も
ま
た
、
か
な
リ
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
序
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

Ｃ
歌
の
場
合
。
「深
き
心
を
知
る
人
の
な
き
」
と
い
う
主
部
を
思
い
つ
き
、
そ
れ
を

「
…
…
な
れ
や
―

‐
」

と
い
う
構
成
で
詠
も
う
と
し
た
と
す
る
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
だ
。
序
詞
の
場
合
は
、
主
部
の
最
初
の
表
現
を

導
け
ば
す
む
の
だ
が
、
「
…
…
な
れ
や
―

」
は
、
「
…
…
」
と

「―

―
」
と
が
内
容
的
に
き
ち
ん
と
対
応
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

「実
際
は
深
い
の
だ
が
、
そ
の
深
さ
に
人
が
気
づ
か
な
い
も
の
」
を
、　
一
生

懸
命
考
え
出
す
こ
と
と
な
る
。
Ｃ
歌
の
作
者
が
思
い
つ
い
た

「浮
き
草
が
水
面
に
茂

っ
て
い
る
淵

（＝
深
い

水
）」
は
、
グ
ツ
ド

・
ア
イ
デ
イ
ア
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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題
知
ら
ず

Ｄ
自
玉
と
見
え
し
涙
も
年
ふ
れ
ば
か
ら
紅
に
う

つ
ろ
ひ
に
け
り

［訳
］
恋
を
し
始
め
た
こ
ろ
に
は
白
玉
と
見
え
た
涙
も
、
逢
え
な
い
ま
ま
年
月
が
経
つ
と
紅
色
に
色
変
わ

り
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
だ
よ
。
（古
今
・
恋
二
・五
九
九
・
紀
貫
之
）

右
の
恋
歌
の
場
合
は
、
Ａ
～
Ｃ
歌
と
は
異
な
り
、
「心
に
思
ふ
こ
と
」
が
い
ま

一
つ
把
握
し
づ
ら
い
。
こ

こ
か
ら
が

「心
に
思
ふ
こ
と
」
で
、
こ
こ
ま
で
が

「
見
る
も
の
聞
く
も
の
」
と
い
う
ふ
う
に
構
成
さ
れ
て

お
ら
ず
、
両
者
が
歌
全
体
に
わ
た

っ
て
か
ら
み
合

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
現
代
語
訳
す
る
と
、

「白
か
っ
た
涙
が
年
が
経
つ
と
紅
に
変
わ

つ
た
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
読

解
を
や
め
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
詠
ん
で
い
る
の
か
、
要
す
る
に
何
が
言
い
た
い

の
か
を
、
粘
り
強
く
読
み
取
ろ
う
と
試
み
よ
う
。
こ
こ
は
実
は
古
典
常
識
が
必
要
で
、
「心
底
つ
ら
い
と
き

に
は
血
の
涙

（紅
涙
）
が
流
れ
る
」
と
古
人
は
考
え
て
い
た
。
そ
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
年
の
経
過
と
と
も
に

恋
の
つ
ら
さ
が
増
す
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
で
、
①

「心
に
思
ふ
こ
と
」
の
把
握
が
完
了
す
る
。

次
に
②
表
現
の
工
夫
を
理
解
し
よ
う
。
も
し
あ
な
た
が
、
し
だ
い
に
恋
の
つ
ら
さ
が
ま
さ
る
、
と
い
う
状

5。



態
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
「
だ
ん
だ
ん
つ
ら
く
な

っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
よ
」
な
ど
と
素

朴
な
表
現
を
用
い
て
は
い
け
な
い
。
「
思

っ
た
ま
ま
を
素
直
に
表
現
す
る
」
と
い
う
の
は
、
王
朝
歌
人
に
は

通
用
し
な
い
考
え
方
だ
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
に
主
体
的
に
自
分
が
歌
を
作
る
立
場
で
読
み
解
こ
う
と
す
る
と

き
、
涙
の
色
の
変
化

（自
↓
紅
）
に
よ

っ
て
、
つ
ら
さ
が
増
す
こ
と
を
暗
示
し
た
、
こ
の
歌
の
作
者
で
あ
る

紀
貫
之
が
、
や
は
り
豊
か
な
着
想
の
も
ち
主
で
あ

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
合
点
が
い
く
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
わ
ず
か
四
首
で
あ
る
が
、
人
事
詠
を
読
み
解
く
際
の
基
本
的
な
姿
勢
は
理
解
し
て
も
ら
え
た
と
思

う
。
そ
の
姿
勢
と
は
、
ま
ず
歌
か
ら
作
者
の
心
情

（要
す
る
に
ど
う
い
う
気
持
ち
な
の
か
）
を
読
み
取
り
、
次
に

作
者
が
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
て
歌
を
詠
ん
だ
の
か
を
、
実
際
に
歌
を
作
り
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
立
場
か

ら
追
体
験
す
る
、
と
い
う
手
順
で
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、　
一
つ
大
事
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
仮
に
、
人
事
詠
に
お
い
て
、
「
心
に
思
ふ
こ
と
」

と

「見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
肝
要
か
と
問
わ
れ
た
と
す

る
。
前
者
は
、
内
容

・
主
題
に
あ
た
る
部
分
、
後
者
は
、
装
飾
的
要
素
で
あ
る
。
「外
見
よ
り
は
中
身
だ
」

「形
式
よ
り
は
内
容
だ
」
と
い
う
よ
う
な
近
代
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
が
疑
い
な
く
重
要
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
王
朝
和
歌
の
場
合
は
、
判
断
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
後
者
の
ほ
う
に
、
む
し

ろ
個
々
の
作
品
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の

（作
品
の
命
）
が
宿

っ
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
恋

歌
に
即
し
て
言
え
ば
、
「逢
い
た
い
」
「別
れ
た
く
な
い
」
「見
捨
て
ら
れ
て
悲
し
い
」
な
ど
と
い
う
気
持
ち
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（主
題
）
自
体
は
、
実
は
個
人
差
の
少
な
い
共
通
の
思
い
に
な

っ
て
し
ま
う
。
Ａ
～
Ｃ
歌
の
場
合
、
主
題
は

「片
思
い
の
つ
ら
さ
」
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
別
個
の
も
の
と
し
て
成
り
立
た

せ
て
い
た
の
は
、
序
詞
な
ど
表
現
の
工
夫
で
あ

つ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。

さ
ら
に
、
補
足
を

一
つ
。
人
事
詠
の
す
べ
て
が
、
「心
に
思
ふ
こ
と
」
と

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
と
の

結
び
付
け
に
よ
っ
て
、
詠
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

心
替

へ
す
る
も
の
に
も
が
片
恋
は
苦
し
き
も
の
と
人
に
知
ら
せ
む

［訳
］
心
を
交
換
で
き
る
も
の
な
ら
よ
い
の
に
。
片
思
い
は
苦
し
い
も
の
と
あ
の
人
に
知
ら
せ
よ
う
。

（古
今
・
恋
一
・五
四
〇
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

の
よ
う
に
、
「心
に
思
ふ
こ
と
」
の
み
を
表
現
し
た
歌
も
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
う

い
う
歌

の
場
合
も
、
思
い
を
素
直
に
表
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
「
相
手
と
心
を
交
換
で
き
た
ら
よ
い

の
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
不
可
能
な
こ
と
を
こ
と
さ
ら
望
む
形
を
取

つ
て
、
自
分
の
切
な
さ
を
効
果
的
に
表

現
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

自
然
詠
を
読
む
　
次
に
、
『古
今
集
』
の
自
然
詠
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
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ど
の
よ
う
に
読
み
解
け
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、
実
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
も
、
『古
今
集
』

仮
名
序
の
記
述
に
し
た
が

っ
て
、

①
　
何
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
の
か

を
確
認
し
、
次
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

②
　
何
を
思

っ
た
か
、
考
え
た
か

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
、
読
み
解
き
を
試
み
た
い
。

自
然
詠
の
対
象
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
詠
み
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
テ
ー
マ
を
桜
の
歌

に
絞
り
、
そ
の
中
で
も

『古
今
集
』
な
い
し
王
朝
和
歌
の
発
想
法
が
よ
く
窺
え
る
歌
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と

す
る
。

桜
の
花
の
散
る
を
詠
め
る

Ａ
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

［訳
］
光
の
の
ど
か
な
春
の
日
に
、
ど
う
し
て
あ
わ
た
だ
し
く
花
が
散
ち

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
（古
今

・
春

下
・
八
四
・
紀
友
則
）

こ
の
歌
で
、
①
に
あ
た
る
の
は
、
の
ど
か
な
春
の
日
に
桜
の
花
が
散
る
情
景
で
あ
り
、
②
に
あ
た
る
の
は
、
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な
ぜ
の
ど
か
な
春
の
日
に
花
が
あ
わ
た
だ
し
く
散
る
の
か
と
い
ぶ
か
る
思
い
で
あ
る
。
末
尾
の

「ら
む
」
と

い
う
助
動
詞
は
、
こ
こ
で
は

「な
ぜ
…
…
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
原
因
推
量
を
表
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
、
そ
こ
に
謎
や
矛
盾
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
王
朝
の
歌
人
た
ち

が
非
常
に
好
ん
だ
発
想
法
で
あ
る
。

題
知
ら
ず

Ｂ
春
の
色
の
至
り
至
ら
ぬ
里
は
あ
ら
じ
咲
け
る
咲
か
ざ
る
花
の
見
ゆ
ら
む

［訳
］
春
の
色
が
到
来
す
る
里
と
到
来
し
な
い
里
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し

て
咲
い
て
い
る
花
と
咲
か
な
い
花
が
見
え
る
の
だ
ろ
う
。
（古
今
・
春
下
・
九
二
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

こ
の
歌
は
、
現
代
語
訳
し
た
だ
け
で
は
、
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
わ
か
り
づ
ら
い
歌
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

①
②
の
手
順
で
読
み
解
け
ば
、
Ａ
歌
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。
①

「見
る
も
の
聞
く
も
の
」
に
あ
た
る
の
は
、
「咲
け
る
咲
か
ざ
る
花
の
見
ゆ
」
と
い
う
部
分
に
示
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、
咲
い
て
い
る
花
と
咲
い
て
い
な
い
花
が
見
え
る
情
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
は
、
春

の
色
は
す
べ
て
の
里
に
訪
れ
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
桜
の
花
が
咲
い
て
い
る
所
と
咲
い
て
い
な
い
所
が

あ
る
の
か
と
い
ぶ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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寛
平
の
御
時
の
后
官
の
歌
合
の
歌

Ｃ
み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

［訳
］
吉
野
の
山
辺
に
咲
い
て
い
る
桜
の
花
は
、
雪
な
の
か
と
ば
か
り
見
誤

っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
（古

今
・
春
上
。
六
〇
・
紀
友
則
）

こ
の
歌
で
は
、
作
者
の

「見
た
も
の
」
は
、
「
み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

桜
の
花
を
、
ま
る
で
雪
が

一
面
に
積
も

っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
も
の

を
別
の
も
の
に
見
誤
る
技
法
を

「見
立
て
」
と
い
う
。
こ
れ
も
王
朝
歌
人
に
た
い
へ
ん
愛
好
さ
れ
た
詠
み
方

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
花
を
雪
に
見
誤
る
わ
け
な
ど
実
際
は
な
い
。
そ
こ
を
故
意
に
見
誤
る
と
こ
ろ
が
優
雅
で

風
流
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

雲
林
院
に
て
桜
の
花
の
散
り
け
る
を
見
て
詠
め
る

Ｄ
桜
散
る
花
の
と
こ
ろ
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る

［訳
］
桜
が
散
る
花
の
辺
り
は
春
で
あ
る
の
に
、
雪
が
降
り
な
が
ら
そ
の
雪
は
消
え
な
い
こ
と
だ
。
（古

今

・
春
下

・
七
五

・
承
均
法
師
）
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東
宮
の
雅
院
に
て
桜
の
花
の
御
溝
水
に
散
り
て
流
れ
け
る
を
見
て
詠
め
る

Ｅ
枝
よ
り
も
あ
だ
に
散
り
に
し
花
な
れ
ば
落
ち
て
も
水
の
泡
と
こ
そ
な
れ

［訳
］
枝
か
ら
も
は
か
な
く
散

っ
て
し
ま

っ
た
花
な
の
で
、
散
り
落
ち
て
も
水
の
泡
と
な
る
の
だ
。
（古

今
集
・
春
下
・
八
一
・
菅
野
高
世
）

こ
れ
ら
二
首
の
歌
は
、
『古
今
集
』
の
中
で
も
最
も
難
解
な
部
類
に
属
す
る
歌
で
あ
る
。
そ
の
難
解
さ
は
、

言
葉
の
用
い
方
や
構
文
の
難
し
さ
で
は
な
く
、
複
数
の
知
的
趣
向
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す

る
難
し
さ
で
あ
る
。

Ｄ
歌
に
つ
い
て
、
作
者
が
何
を
見
聞
き
し
た
の
か
を
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
歌
に
は
、
「
桜
散
る
」

と

「
雪
ぞ
降
り
つ
つ
」
と
い
う
二
つ
の
景
物
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
並
立
し
が
た
い
現
象
だ
か

ら
、
片
方
が
実
景

（作
者
の
見
た
も
の
）
で
あ
り
ｆ
片
方
が
見
立
て

（意
図
的
に
見
誤
っ
た
も
の
）
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。
こ
の
歌
が
、
春
下
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
「春
な
が
ら
」
（＝
春
で
あ
る
の
に
）
と
い
う
表

現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「桜
散
る
」
が
実
景
で
、
「雪
ぞ
降
り
つ
つ
」
が
見
立
て
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
が

妥
当
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
作
者
は
桜
の
散
る
の
を
見
て
、
ま
る
で
雪
が
降

っ
て
い
る
よ
う
だ
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
の
思
考
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
見
立
て
た
結
果
と
し
て
の
雪
に
こ
だ
わ
り
、
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春
に
雪
が
降
れ
ば
す
ぐ
消
え
て
し
ま
う
は
ず
な
の
に
、
こ
の
雪
は
消
え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
に
矛
盾
を
感
じ
、

そ
れ
に
興
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
、
Ｃ
歌
に
見
ら
れ
た
見
立
て
の
詠
法
に
、
Ａ
Ｂ
歌

に
見
ら
れ
た
、
「
見
た
も
の
聞
い
た
も
の
」
に
矛
盾
や
疑
間
を
感
じ
る
パ
タ
ー
ン
を
複
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
歌
に
も
、
見
立
て
の
詠
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
は
詞
書
が
あ

つ
て
、
東
官
の
雅
院

（皇
太

子
の
儀
式
用
の
官
殿
）
に
流
れ
る
御
溝
水
に
、
桜
の
花
が
散

っ
た
の
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
「落
ち
て
も
水
の
泡
と
こ
そ
な
れ
」
と
あ
る
の
は
、
散
り
落
ち
た
桜
の
花
を
、
水
の
泡
に
見
立
て
た
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
立
て
の
技
法
に
加
え
て
、
こ
の
歌
に
は
も
う

一
つ
知
的
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

作
者
は
、
花
を
水
の
泡
と
見
立
て
た
そ
の
結
果
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
発
想
を
推
し
進
め
、
桜
の
花
が
水

の
泡
と
な

っ
た
原
因
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
枝
か
ら
は
か
な
く
散
ち
た
花
だ
か
ら
、
同
じ

よ
う
に
は
か
な
い
水
の
泡
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
解
答
を
、
自
ら
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
王
朝
和
歌
の
自
然
詠
に
お
い
て
は
、
深
い
感
動
を
表
出
す
る
よ
り
も
、
「見
た
も
の
聞
い
た
も
の
」

に
つ
い
て
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
、
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
多
い
。
Ｃ
歌
、
Ｄ
歌
が
、
花
を

雪
や
水
の
泡
に
見
立
て
た
上
で
、
さ
ら
に
、
「春
な
の
に
雪
が
降

っ
て
消
え
な
い
こ
と
だ
」
と
い
ぶ
か

っ
た

り
、
「枝
か
ら
は
か
な
く
散
ち
た
花
だ
か
ら
、
は
か
な
い
水
の
泡
と
な

っ
た
の
だ
」
な
ど
と
、
自
分
で
納
得

し
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
『古
今
集
』
な
い
し
王
朝
和
歌
の
知
的
な
詠
風
の
、
最
も
洗
練
さ
れ
た
形
を
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見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
知
的
趣
向
を
重
ん
ず
る
王
朝
和
歌
に
あ

つ
て
は
、
自
然
の
美
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
描
写
す

る
と
い
う
発
想
は
、
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

白
雲
に
羽
う
ち
か
は
じ
飛
ぶ
雁
の
数
さ

へ
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月

［訳
］
白
雲
に
羽
を
交
わ
し
な
が
ら
飛
ぶ
雁
の
数
ま
で
も
が
見
え
る
秋
の
夜
の
月
で
あ
る
よ
。
（古
今

・
秋

上

・
一
九
一
・
詠
み
人
知
ら
ず
）

は
、
月
夜
に
雁
の
飛
ぶ
美
し
い
情
景
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
た
作
品
の
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ

の
歌
を
、
同
じ

『古
今
集
』
に
と
ら
れ
た
、

秋
の
月
山
辺
さ
や
か
に
照
ら
せ
る
は
落
う
る
も
み
ぢ
の
数
を
見
よ
と
か

［訳
］
秋
の
月
が
山
辺
を
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
の
は
、
落
ち
る
紅
葉
の
数
を
見
ろ
と

い
う
こ
と
な
の
か
。

（古
今

・
秋
下
・
二
人
九

・
詠
み
人
知
ら
ず
）

と
い
う
歌
や
、
後
の
時
代
に
詠
ま
れ
た
、

58



月
清
み
今
宵
ぞ
見
つ
る
水
底
の
王
藻
に
す
だ
く
さ
ゐ
の
数
さ
へ

［訳
］
月
が
明
る
い
の
で
今
夜
は
見
た
こ
と
だ
。
水
底
の
美
し
い
藻
に
集
ま
る
魚
の
数
ま
で
も
。
（頼
政

集
・
二
〇
二
）

い
か
ば
か
り
照
る
月
な
れ
や
ま
葛
は
ふ
森
の
下
草
数
見
ゆ
る
ま
で

［訳
］
ど
れ
ほ
ど
明
る
く
照
る
月
な
の
だ
ろ
う
か
。
葛
の
這
う
森
の
下
草
の
数
が
見
え
る
ほ
ど
。
（六
条
宰

相
家
歌
合
・
八
番
右
。
一
六
・
藤
原
顕
輔
）

と
並
べ
て
み
る
と
き
、
「自
雲
に
…
」
の
歌
が
、
単
な
る
叙
景
蹴
で
は
な
く
、
月
の
明
る
さ
を
ど
う
す
れ
ば

効
果
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
意
を
用
い
た
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
、
「白
雲
に
羽
う
ち
か
は
じ
飛
ぶ
雁
」
「落
つ
る
も
み
ぢ
」
「水
底
の
玉
藻
に
す
だ
く
さ
ゐ
」

「ま
葛
は
ふ
森
の
下
草
」
の
よ
う
に
、
数
え
に
く
い
も
の
、
あ
る
い
は
数
え
る
の
が
不
可
能
な
も
の
の
数
が

わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
も

っ
て
、
月
の
明
る
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
美
し
い

情
景
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
卑
俗
な
も
の
を
引
き
合
い
に
出
し

て
、
明
る
さ
を
強
調
し
て
み
せ
た
、
『竹
取
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
精
神
に
あ
ふ
れ
た
描
写
、
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●
か
か
る
程
に
、
宵
う
ち
過
ぎ
て
、
子
の
時
ば
か
り
に
、
家
の
あ
た
り
、
昼
の
明
さ
に
も
過
ぎ
て
、
光
り

た
り
。
望
月
の
明
さ
を
十
合
せ
た
る
ば
か
り
に
て
、
在
る
人
の
毛
の
穴
さ

へ
見
ゆ
る
ほ
ど
な
り
。

［訳
］
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
宵
も
過
ぎ
て
、
子
の
時

（
＝
夜
中
の
十
二
時
）
ご
ろ
に
、
家
の
辺
り
が
、

昼
の
明
る
さ
に
も
ま
し
て
、
光
り
輝

い
た
。
満
月
の
明
る
さ
を
十
倍
し
た
ほ
ど
で
、
そ
こ
に
い
る
人
の
毛

穴
ま
で
も
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
（竹
取
物
語
）

コラム
ー 鞭 術語

叙景歌 叙景とは、自然の風景を客

観的に描写することをいう。王朝和

歌の自然詠に叙景歌が少ないという

ことは、三朝歌人たちが自然を主観

的に眺めていたこと、すなわち、自

然にきまざまな意味を見出して歌を

詠もうとしていたことの反映と考え

られる。いま、中学でも高校でも、

美術の時間に屋外に出て、風景をそ

のまま絵に描く (写生)ということ

を普通のこととして行つているが、

.このように対象を客観的に描写する

.と
し`う行為 (意味を見出そうとせず、単

に対象を描くという行為)は、基本的に

は近代以降に発生したもので、和歌

の歴史においても、対象としての自

然を主観を排して描くという態度は、

正岡子規以降の近代短歌において初

めて生じたものである。王朝歌人た

ちが、自然にさまざまな疑間を投げ

かけたり、自分の心と結びつけたり

することにもつぱら意を用いて、叙

景歌を詠もうとしなかつたのは、彼

らが自然をそのまま描写するという

発想自体をもつていなかつたためな

のである。
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と
対
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
美
し
い
景
物
は
、
そ
れ
を
描
く
こ
と
自
体
に

目
的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
月
の
明
る
さ
を
示
す
こ
と
に
寄
与
す
る
知
的
趣
向
な
の
だ
と
い
う

こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

図版3 竹取物語絵 (立教大学所蔵)
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古
典
を
理
解
す
る
と
は
　
こ
れ
ま
で
見
た

『古
今
集
』
の
人
事
詠

。
自
然
詠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
数
首
ず

つ
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
王
朝
和
歌
に
お
け
る
知
的
趣
向
の
ウ
エ
イ
ト
の
重
さ
は
よ
く
理
解
し
て
も

ら
え
た
と
思
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
『古
今
集
』
仮
名
序
が
、
種
と
葉
の
喩
え
を
用
い
て
、
あ
た
か

も
人
の
心
か
ら
自
然
に
和
歌
が
発
生
す
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
の
に
反
し
、
実
際
の
王
朝
和
歌
は
、
意

識
的
か
つ
知
的
な
製
作
物
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
知
的
製
作
物
と
し
て
の
王
朝
和
歌
を
、
詠
歌
行
為
の
追
体
験
を
通
し
て
理
解
す
る

方
法
を
解
説
し
て
き
た
。
こ
こ
で
最
後
に
、
古
典
を

「
理
解
」
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て

お
き
た
い
。

正
岡
子
規
は
、
先
に
引
用
し
た
文
章
の
直
後
に
お
い
て
、

崇
拝
し
て
ゐ
る
間
は
、
誠
に
歌
と
い
ふ
も
の
は
優
美
に
て
古
今
集
は
殊
に
そ
の
粋
を
抜
き
た
る
も
の
と

の
み
存
じ
候
ひ
し
も
、
三
年
の
恋

一
朝
に
醒
め
て
み
れ
ば
、
あ
ん
な
意
気
地
の
な
い
女
に
今
ま
で
ば
か
さ

れ
て
居
つ
た
こ
と
か
と
、
く
や
し
く
も
腹
立
た
し
く
あ
い
な
り
候
ふ
。

と
記
し
て
い
る
。
子
規
の
目
に
は
、
『古
今
集
』
的
な
知
的
趣
向
が
、
あ
る
と
き
以
降
、
現
実
か
ら
遊
離
し

た
、
く
だ
ら
ぬ
遊
び
に
見
え
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
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図版4 子規「自画像」
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わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
も
、
王
朝
和
歌
の
知
的
趣
向
に
心
か
ら
共
感
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
ま
た
そ
の
必

要
も
な
い
。
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
子
規
の
よ
う
に
む
き
に
な

っ
て
否
定
す
る
に
も
及
ば
な
い
。
古
典
は
わ
れ

わ
れ
に
と

っ
て
異
文
化
の

一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
単
な
る
尊
重
や
同
調
と

は
異
な
る
の
で
あ
る
。
王
朝
和
歌
に
即
し
て
言
え
ば
、
三
朝
和
歌
の
知
的
発
想
を
理
解
し
た
上
で
、
わ
れ
わ

れ
の
文
化
と
の
差
異

（距
離
）
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
む
し
ろ
重
要
だ
ろ
う
。
王
朝
和
歌
の
発
想
に
心
か
ら

共
感
で
き
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
観

・
文
学
観
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
共
感
で
き
な
く
な

っ
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
考
え
て
み
る
べ
き
課
題
は
多
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
を
見

つ
け
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。
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