
藤
原
定
家
「
花
月
百
首
」
覚
書

加

藤

睦

は
じ
め
に

さ
く
ら
ば
な
さ
き
に
し
日
よ
り
吉
野
山
そ
ら
も
ひ
と
つ
に
か
を
る
し
ら

雲

（
花
・
六
〇
一
）

吹
風
も
ち
る
も
惜
し
む
も
年
ふ
れ
ど
こ
と
わ
り
し
ら
ぬ
花
の
う
へ
哉

（
花
・
六
五
〇
）

秋
は
き
ぬ
月
は
こ
の
ま
に
も
り
そ
め
て
お
き
ど
こ
ろ
な
き
袖
の
露
哉

（
月
・
六
五
一
）

長
月
の
月
の
あ
り
あ
け
の
時
雨
ゆ
ゑ
あ
す
の
も
み
ぢ
の
色
も
う
ら
め
し

（
月
・
七
〇
〇
）

藤
原
定
家
が
詠
ん
だ
「
花
月
百
首
」
の
う
ち
、
花
五
十
首
は
、
桜
の
開
花

の
歌
か
ら
開
始
さ
れ
、
桜
へ
の
思
い
を
総
括
す
る
歌
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
月
五
十
首
は
、
秋
の
到
来
の
歌
か
ら
始
ま
り
、
九
月
末

の
時
雨
の
歌
で
終
わ
っ
て
い
る
。

花
と
月
は
同
じ
く
季
節
を
代
表
す
る
景
物
で
あ
り
、
本
百
首
に
お
い
て
一

対
を
な
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
春
三
か
月
の
う
ち
わ
ず

か
な
間
し
か
咲
か
な
い
桜
花
と
、
秋
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
夜
空
を
彩
る

月
と
で
は
、
個
々
の
歌
と
し
て
も
、
五
十
首
の
連
作
と
し
て
も
、
そ
の
詠
み

方
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

以
下
、
花
五
十
首
、
月
五
十
首
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
両
者
の
差
異
に

適
宜
注
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
発
想
・
表
現
の
特
徴
を
拾
い
上
げ

て
概
観
す
る
こ
と
と
す（

１
）る。

１
さ
く
ら
ば
な
さ
き
に
し
日
よ
り
吉
野
山
そ
ら
も
ひ
と
つ
に
か
を
る
し
ら

雲

（
六
〇
一
）

あ
し
ひ
き
の
山
の
は
ご
と
に
さ
く
花
の
に
ほ
ひ
に
か
す
む
春
の
あ
け
ぼ

の

（
六
〇
二
）

花
ざ
か
り
外
山
の
春
の
か
ら
に
し
き
霞
の
た
つ
も
を
し
き
こ
ろ
哉

（
六
〇
三
）

か
す
み
た
つ
峯
の
桜
の
朝
ぼ
ら
け
紅
く
く
る
あ
ま
の
か
は
な
み

（
六
〇
四
）
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さ
く
ら
花
ち
ら
ぬ
こ
ず
ゑ
に
風
ふ
れ
て
て
る
日
も
か
を
る
志
賀
の
山
ご

え

（
六
〇
五
）

花
の
の
ち
や
へ
た
つ
く
も
に
そ
ら
と
ぢ
て
春
に
う
づ
め
る
み
吉
野
の
そ

こ

（
六
〇
六
）

右
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
花
五
十
首
の
冒
頭
近
く
に
は
、
満
開
の
桜
と
広

い
空
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
広
い
空
間
設
定
の

も
と
に
桜
を
詠
ん
だ
歌
は
、
た
と
え
ば
、

桜
花
さ
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
白
雲

（
古
今
集
・
春
上
・
五
九
・
貫
之
・「
歌
た
て
ま
つ
れ
と
仰
せ
ら
れ
し

時
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
」）

の
よ
う
に
、
概
し
て
遠
く
の
桜
を
眺
望
し
た
歌
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
歌
々
に
関
し
て
い
え
ば
、
単
な
る
遠
望
の
歌
ば
か

り
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

六
〇
六
番
歌
は
、『
古
今
集
』
の
貫
之
詠
と
同
様
に
、
花
を
雲
に
見
立
て

た
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
雲
は
「
そ
ら
と
ぢ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
上
空
に
見
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
詠
者
は
四
方
の
桜
に
取
り
囲
ま
れ
、「
春
に
う
づ
め
る
み

吉
野
の
そ
こ
」
に
い
る
の
で
あ
る
。

六
〇
二
番
歌
の
詠
者
は
、「
や
ま
の
は
ご
と
に
」
咲
く
四
方
の
桜
に
囲
ま

れ
た
空
間
に
身
を
置
き
、桜
の
「
に
ほ
ひ
」
を
感
じ
な
が
ら
詠
歌
し
て
い
る
。

六
〇
一
番
歌
の
「
そ
ら
も
ひ
と
つ
に
か
を
る
」、
六
〇
五
番
歌
の
「
て
る

日
も
か
を
る
」
も
、
詠
者
か
ら
か
け
離
れ
た
遠
い
空
で
は
な
く
、
詠
者
が
感

覚
的
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
空
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
後
者
の
歌
で
は
、
詠
者
が
志
賀
の
山
越
え
を
し
て
お
り
、「
ち
ら
ぬ
こ

ず
ゑ
に
」
触
れ
る
穏
や
か
な
風
を
じ
か
に
感
じ
て
い
る
。「
て
る
日
も
か
を

る
」
と
い
う
大
き
な
空
間
把
握
と
、「
ち
ら
ぬ
こ
ず
ゑ
に
風
ふ
れ
て
」
と
い

う
繊
細
で
感
覚
的
な
描
写
が
、
一
首
の
中
に
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。

右
に
挙
げ
た
四
首
の
空
間
の
質
と
同
時
に
、
時
の
設
定
の
し
か
た
に
も
注

意
を
払
い
た
い
。

「
さ
く
花
の
に
ほ
ひ
に
か
す
む
春
の
あ
け
ぼ
の
」（
六
〇
二
）、「
か
す
み

た
つ
峯
の
桜
の
朝
ぼ
ら
け
」（
六
〇
四
）
は
、
明
け
方
と
い
う
時
分
に
桜
に

よ
っ
て
染
め
ら
れ
た
春
の
時
空
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
さ
く
ら
ば
な
さ
き
に
し
日
よ
り
」（
六
〇
一
）、「
花
の
の
ち
」（
六
〇
六
）

は
、
ま
だ
花
が
咲
い
て
い
な
か
っ
た
過
去
と
の
関
係
で
、
咲
き
始
め
、
満
開

を
迎
え
た
今
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
ち
ら
ぬ
こ
ず
ゑ
に
風
ふ
れ

て
」（
六
〇
五
）
は
、
数
日
後
に
は
風
が
桜
を
散
ら
す
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、

ま
だ
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
現
在
の
情
景
を
捉
え
て
い
る
。「
花
の
の
ち
」

は
、
俟
後
抄
が
「
此
五
文
字
如
何
。
花
咲
て
後
と
云
心
歟
、
又
、
花
と
み
し

後
の
事
に
や
」
と
記
す
よ
う
に
、
圧
縮
さ
れ
た
わ
か
り
に
く
い
表
現
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
や
や
無
理
の
あ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
時
の
経
過

の
中
で
現
在
を
示
そ
う
と
す
る
志
向
の
表
れ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
う
。

六
〇
三
番
歌
の
「
霞
の
た
つ
も
を
し
き
こ
ろ
哉
」
と
い
う
結
び
方
に
も
注

意
し
た
い
。
冬
の
間
は
霞
が
立
つ
の
が
待
ち
望
ま
れ
、
春
の
到
来
と
と
も
に

霞
が
立
つ
の
を
喜
び
を
も
っ
て
眺
め
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
霞
が
満
開
の
桜
を

隠
す
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
季
節
の
推
移
と
心
境
の
変
化
を
発
想

の
根
幹
に
据
え
て
、
一
首
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
ち
も
う
し
昔
も
つ
ら
し
桜
花
う
つ
ろ
ふ
そ
ら
の
春
の
山
か
ぜ

（
六
三
七
）

こ
の
歌
の
上
の
句
に
つ
き
、
俟
後
抄
の
朱
記
注
は
、「
但
、「
後
」
と
は
、
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我
み
ぬ
後
世
、「
昔
」
と
は
、
花
に
吹
そ
め
し
往
古
の
風
を
い
へ
る
歟
。
往

古
、後
世
ま
で
う
く
つ
ら
し
と
云
歟
」
と
迷
い
な
が
ら
解
を
試
み
て
い
る
が
、

「
こ
う
い
う
自
然
の
定
め
が
で
き
た
昔
も
つ
ら
く
思
わ
れ
、
今
後
も
憂
く
思

わ
れ
る
」
と
い
う
訳
注
の
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
残
る
問
題
は
、
下
の
句
の

示
す
情
景
の
意
味
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
す
る

に
は
、「
今
」
と
い
う
時
を
解
釈
に
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
今
、

桜
の
花
は
春
の
山
風
に
よ
っ
て
空
に
舞
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
詠
者
は
ど
う
眺

め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
切
な
い
思
い
な
が
ら
も
美
し
い
と
眺

め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
後
（
将
来
）
と
昔
を
思
い
な
が
ら
、

現
在
の
春
の
時
空
に
詠
者
は
身
を
浸
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
々
に
お
い
て
、
詠
者
は
、
花
に
満
た
さ
れ
た
空
間
の
み
な

ら
ず
、
春
と
い
う
季
節
の
推
移
の
中
に
も
身
を
置
き
、
春
の
時
空
の
中
で
詠

歌
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
詠
者
と
春
の
時
空
の
関
係
は
、「
春
に
う
づ
め
る
み
吉
野
の

そ
こ
」（
六
〇
六
）
と
い
う
表
現
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
花

が
春
と
同
一
視
さ
れ
、
花＝

春
に
満
た
さ
れ
た
空
間
の
中
に
詠
者
は
身
を
浸

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

槇
の
と
は
の
き
ば
の
花
の
か
げ
な
れ
ば
と
こ
も
枕
も
春
の
あ
け
ぼ
の

（
六
一
九
）

花
の
ふ
ち
さ
く
ら
の
そ
こ
と
た
づ
ぬ
れ
ば
い
は
も
る
水
の
こ
ゑ
ぞ
か
は

ら
ぬ

（
六
二
四
）

枝
か
は
す
松
の
み
あ
り
し
梢
に
て
く
も
と
浪
と
に
た
ど
る
春
か
な

（
六
二
五
）

六
一
九
番
歌
の
下
句
に
つ
い
て
、
俟
後
抄
は
「
…
床
も
枕
も
さ
な
が
ら
花

の
色
香
な
る
春
の
曙
と
い
へ
る
心
歟
。
又
、
ま
だ
曙
な
ら
ぬ
床
も
枕
も
、
花

の
光
に
曙
の
や
う
な
る
心
な
る
べ
き
歟
」
と
解
し
、
訳
注
は
「
開
け
る
と
床

に
も
枕
に
も
花
が
散
り
敷
く
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
俟
後
抄
の
前

者
の
解
釈
を
と
り
た
い
。
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
空
間
は
広
く
は
な
い
が
、「
春

（＝

花
）
の
あ
け
ぼ
の
」
の
時
空
が
示
さ
れ
、
そ
こ
に
詠
者
が
身
を
浸
し
て

い
る
点
に
お
い
て
、
今
ま
で
見
て
来
た
歌
と
共
通
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。

六
二
四
番
歌
は
、
満
開
の
桜
を
淵
に
見
立
て
て
、
そ
の
中
を
歩
み
な
が
ら
、

水
底
は
ど
こ
か
と
探
し
歩
く
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。「
い
は
も
る
水
の
こ
ゑ

ぞ
か
は
ら
ぬ
」
は
、
花
が
咲
く
以
前
に
そ
こ
を
訪
れ
た
時
を
思
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

六
二
五
番
歌
の
末
句
「
た
ど
る
春
か
な
」
の
「
た
ど
る
」
は
、「
迷
い
な

が
ら
進
む
」
の
意
。
俟
後
抄
が
、「
…
…
花
の
雲
と
浪
と
に
山
は
あ
ら
ぬ
や

う
に
な
り
た
れ
ば
、「
た
ど
る
」
と
い
へ
る
に
や
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
満

開
の
桜
の
雲
と
浪
に
満
た
さ
れ
た
春
の
時
空
を
迷
い
な
が
ら
歩
む
さ
ま
を
示

し
て
い
る
。

ふ
り
き
ぬ
る
雨
も
し
づ
く
も
に
ほ
ひ
け
り
花
よ
り
は
な
に
う
つ
る
山
み

ち

（
六
一
〇
）

そ
ら
は
雪
庭
を
ば
月
の
ひ
か
り
と
て
い
づ
こ
に
花
の
あ
り
か
た
づ
ね
ん

（
六
二
六
）

六
一
〇
番
歌
は
、
ど
こ
ま
で
も
満
開
の
桜
の
下
、
雨
中
の
山
道
を
歩
む
さ

ま
を
詠
み
、
六
二
六
番
歌
は
、
散
り
か
う
桜
を
雪
に
、
庭
に
散
り
敷
く
桜
を

月
光
に
、
そ
れ
ぞ
れ
錯
視
し
た
上
で
、
ど
こ
に
花
の
あ
り
か
を
尋
ね
れ
ば
よ

い
の
か
と
歌
っ
た
も
の
。花
が
錯
視
さ
せ
る
冬
と
秋
と
を
借
景
と
し
な
が
ら
、

桜
の
花
び
ら
に
満
た
さ
れ
た
春
の
時
空
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
定
家
の
花
五
十
首
に
お
い
て
、
花
は
春
と
等
置
さ
れ
、
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詠
者
は
花＝

春
の
時
空
に
身
を
置
き
、
そ
こ
に
進
ん
で
閉
じ
込
め
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
花
五
十
首
は
、
春
の
歌
の
連
作
と
し
て
も
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
。

２
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
花
よ
り
ほ
か
の
な
が
め
か
は
霞
に
く
ら
す
み
吉
野
の

春

（
六
〇
七
）

こ
の
歌
の
「
花
よ
り
ほ
か
の
な
が
め
か
は
」
は
、

○
か
す
み
を
も
花
の
外
と
は
み
ま
じ
き
と
也
。（
俟
後
抄
）

○
花
以
外
の
眺
め
な
ど
あ
ろ
う
か
。（
訳
注
）

○
花
の
趣
が
感
じ
ら
れ
な
い
眺
め
で
あ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の

だ
。（
全
釈
）

と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
な
が
め
」
は
、「
物
思
い
に
ふ

け
り
な
が
ら
眺
め
る
こ
と
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
霞
を
一
日
中
眺
め
て
い
る
の

も
、
花
ゆ
え
の
物
思
い＝

眺
望
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
花
の
「
な
が
め
」
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
花
の
見
え
な
い
「
霞
に
く
ら
す
み
吉

野
の
春
」
と
い
う
時
空
の
中
で
、
詠
者
は
自
ら
を
花
と
の
閉
じ
た
関
係
に
置

こ
う
と
し
て
い
る
。

山
ざ
く
ら
ま
て
と
も
い
は
じ
ち
り
ぬ
と
て
思
ひ
ま
す
べ
き
花
し
な
け
れ

ば

（
六
四
三
）

こ
の
歌
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
散
っ
た
後
で
も
、
桜
花
を
一
番
愛
す
る

と
い
う
宣
言
で
あ
る
。
霞
で
隠
れ
て
い
て
も
花
の
「
な
が
め
」
な
の
だ
と
い

う
前
の
歌
に
通
底
す
る
、
桜
至
上
主
義
と
で
も
言
え
そ
う
な
思
い
が
詠
ま
れ

て
い
る
。

め
か
れ
せ
ず
い
と
ど
さ
く
ら
ぞ
を
し
ま
る
る
打
も
ま
ぎ
れ
ぬ
春
の
山
里

（
六
二
一
）

こ
の
歌
の
「
め
か
れ
せ
ず
」「
う
ち
も
ま
ぎ
れ
ぬ
」
に
も
、
花
の
こ
と
ば

か
り
を
思
い
続
け
て
い
る
詠
者
の
桜
に
対
す
る
愛
着
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

思
い
る
ゆ
く
へ
は
花
の
う
へ
に
し
て
こ
け
に
や
ど
か
る
春
の
う
た
た
ね

（
六
二
八
）

ち
り
ま
が
ふ
木
の
も
と
な
が
ら
ま
ど
ろ
め
ば
さ
く
ら
に
む
す
ぶ
春
の
よ

の
ゆ
め

（
六
三
〇
）

こ
の
二
首
は
、
想
念
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
の
桜
を
詠
む
こ
と
で
、

花
へ
の
恋
着
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
桜
と
詠
者
の
間
の
閉
じ
た
関
係

性
が
看
取
さ
れ
る
。

い
か
許
の
ち
も
わ
す
れ
ぬ
つ
ま
な
ら
ん
桜
に
な
る
る
や
ど
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

（
六
二
〇
）

こ
の
歌
で
は
、「
な
る
（
馴
る
）」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
春
の
夕
暮
れ

の
数
日
間
、
桜
を
し
み
じ
み
と
見
続
け
て
き
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ

の
現
在
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
桜
が
散
っ
た
後
も
、
夕
暮
れ
時
に
家
に
い
る

と
、
今
見
て
い
る
夕
暮
れ
の
桜
の
情
景
が
思
い
だ
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と

詠
者
は
考
え
て
い
る
。
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
す
る
桜
と
の
関
係
性
が
示
さ

れ
て
い
る
。

な
に
と
な
く
う
ら
み
な
れ
た
る
夕
か
な
や
よ
ひ
の
そ
ら
の
花
の
ち
る
こ

ろ

（
六
三
九
）

こ
の
歌
に
も
補
助
動
詞
的
な
用
法
な
が
ら
「
馴
る
」
が
用
い
ら
れ
、
夜
に

な
る
と
花
が
見
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
怨
め
し
さ
と
と
も
に
、
花
が
散
る
時

期
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
こ
と
の
怨
め
し
さ
を
、
日
々
感
じ
て
き
た
こ
と
を

暗
示
し
て
い（

２
）る。
こ
こ
に
も
持
続
す
る
花
と
詠
者
と
の
関
係
性
が
表
現
さ
れ
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て
い
る
。

玉
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
み
つ
る
さ
く
ら
花
又
は
い
づ
れ
の
春
か
あ
ふ
べ
き

（
六
三
二
）

や
ま
ざ
く
ら
い
か
な
る
花
の
契
り
に
て
か
ば
か
り
人
の
思
そ
め
け
む

（
六
三
三
）

山
桜
心
の
色
を
た
れ
見
て
む
い
く
世
の
花
の
そ
こ
に
や
ど
ら
ば

（
六
三
六
）

こ
の
三
首
で
詠
者
は
、
過
去
や
将
来
を
思
い
な
が
ら
、
現
在
の
花
と
の
関

係
性
を
反
芻
し
て
い
る
。

六
三
六
番
歌
に
つ
い
て
は
、

○
「
心
の
色
」
は
、
み
る
人
の
心
の
色
な
る
べ
き
歟
。
花
を
お
も
ふ
こ
こ

ろ
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
、そ
の
我
心
を
ば
た
れ
か
自
身
み
る
べ
き
ぞ
と
也
。

そ
の
心
の
色
は
、
幾
世
の
花
の
色
香
の
お
く
に
い
た
り
、
そ
こ
に
住
し

て
な
ら
で
は
、自
身
の
ふ
か
き
心
の
色
の
か
ぎ
り
は
み
ゆ
ま
じ
け
れ
ば
、

我
心
の
色
を
も
誰
か
し
る
べ
き
ぞ
と
い
へ
る
心
な
る
べ
き
歟
。（
俟
後

抄
）

○
山
桜
の
木
に
、
も
し
幾
代
も
の
花
が
着
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
寄
せ
る

人
の
心
の
愛
情
の
深
さ
を
、
誰
が
見
る
だ
ろ
う
。（
訳
注
）

○
幾
年
も
の
春
、（
西
行
法
師
の
よ
う
に
）
山
桜
の
花
の
奥
深
く
に
宿
っ

た
な
ら
ば
、
私
の
心
の
色
も
花
に
染
ま
る
だ
ろ
う
が
、
誰
が
そ
れ
を
見

て
く
れ
よ
う
か
。（
全
釈
）

と
い
う
よ
う
に
、
多
様
な
解
釈
が
行
わ
れ
、
定
解
を
見
な
い
状
態
で
あ
る
が
、

「
心
の
色
」
は
、
山
桜
に
寄
せ
る
詠
者
自
身
の
思
い
の
深
さ
を
、「
い
く
世

の
花
」
は
、
こ
れ
ま
で
詠
者
が
毎
年
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
見
続
け
て
来
た
年
々

の
花
を
意
味
し
て
い
る
と
判
断
し
、
一
首
を
、

山
桜
に
寄
せ
る
私
の
思
い
の
深
さ
を
、
私
以
外
の
誰
が
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
ま
で
私
が
こ
の
桜
を
訪
ね
て
眺
め
た
年
々
の
花
が

こ
の
桜
の
木
に
宿
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
花
た
ち
が
私
の
心
の
色
を

知
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
が
。

と
解
す
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。「
心
の
色
を
た
れ
見
て
む
」
と
他
者
を
排

し
、
自
分
の
桜
へ
の
思
い
は
、
自
分
と
桜
だ
け
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う

に
、
桜
と
自
身
と
の
閉
じ
た
関
係
性
に
お
い
て
詠
歌
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
。

あ
け
は
て
ず
夜
の
ま
の
花
に
こ
と
と
へ
ば
山
の
は
し
ろ
く
雲
ぞ
た
な
び

く

（
六
一
八
）

ま
だ
な
れ
ぬ
花
の
に
ほ
ひ
に
た
び
ね
し
て
こ
だ
ち
ゆ
か
し
き
春
の
よ
の

や
み

（
六
三
一
）

こ
の
二
首
に
お
い
て
も
、
春
の
時
空
の
中
で
、
花
と
詠
者
が
一
対
一
で
向

き
合
う
よ
う
な
構
図
が
看
取
さ
れ
、
そ
の
関
係
性
の
中
に
自
ら
閉
じ
こ
め
ら

れ
よ
う
と
す
る
志
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
か
に
し
て
風
の
つ
ら
さ
を
わ
す
れ
な
ん
さ
く
ら
に
あ
ら
ぬ
桜
た
づ
ね

て

（
六
四
四
）

わ
び
つ
つ
は
花
を
う
ら
む
る
春
も
が
な
風
の
ゆ
く
へ
に
心
ま
よ
は
で

（
六
四
六
）

吹
風
も
ち
る
も
惜
し
む
も
年
ふ
れ
ど
こ
と
わ
り
し
ら
ぬ
花
の
う
へ
哉

（
六
五
〇
）

六
四
四
番
歌
、
六
四
六
番
歌
は
、「
さ
く
ら
に
あ
ら
ぬ
桜
た
づ
ね
て
」「
花

を
う
ら
む
る
春
も
が
な
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
実
の
桜
と
の
関
係
性
か
ら
逃

れ
よ
う
と
す
る
思
い
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
詠
み
方
が
、
逆
に
詠
者
が

桜
と
の
関
係
性
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
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六
五
〇
番
歌
は
、
花
五
十
首
の
最
終
歌
。
詠
者
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
散
る
花
の
定
め
と
花
へ
の
思
い
を
省
み
て
、
自
身
と
花
と
の
関
係
性

を
確
認
・
反
芻
し
な
が
ら
、
連
作
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

３
秋
は
き
ぬ
月
は
こ
の
ま
に
も
り
そ
め
て
お
き
ど
こ
ろ
な
き
袖
の
露
哉

（
六
五
一
）

さ
え
の
ぼ
る
月
の
ひ
か
り
に
こ
と
そ
ひ
て
秋
の
い
ろ
な
る
ほ
し
あ
ひ
の

そ
ら

（
六
五
二
）

こ
れ
ぞ
こ
の
ま
た
れ
し
秋
の
ゆ
ふ
べ
よ
り
ま
づ
く
も
は
れ
て
い
づ
る
月

か
げ

（
六
五
三
）

か
ぞ
ふ
れ
ば
秋
き
て
の
ち
の
月
の
い
ろ
を
お
ぼ
め
か
し
く
も
し
ぼ
る
袖

哉

（
六
五
四
）

秋
と
い
へ
ば
そ
ら
す
む
月
を
契
り
置
て
光
ま
ち
と
る
萩
の
し
た
露

（
六
五
五
）

月
五
十
首
の
冒
頭
五
首
は
、「
秋
は
き
ぬ
」
と
詠
み
出
さ
れ
て
い
る
六
五

一
番
歌
に
端
的
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
秋
と
い
う
季
節
の
到
来
と
の
関
係

の
も
と
に
詠
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
花
五
十
首
の
よ
う
に
、
桜
と
い

う
主
題
に
作
品
世
界
の
時
空
が
埋
め
尽
く
さ
れ
る
よ
う
な
趣
は
見
ら
れ
ず
、

秋
と
い
う
季
節
や
他
の
景
物
、
ま
た
詠
者
の
心
境
が
、
月
と
調
和
を
も
っ
て

組
み
合
わ
せ
ら
れ
、
一
首
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

六
五
一
番
歌
は
、
秋
の
到
来
、
木
の
間
の
月
、
袖
の
涙
が
、
自
然
な
順
序

で
配
置
さ
れ
、
初
秋
の
月
の
情
景
を
巧
ま
ず
し
て
詠
出
し
て
い
る
。

同
様
に
六
五
三
番
歌
で
は
、
待
ち
遠
し
く
思
っ
て
い
た
秋
の
夕
暮
れ
が
よ

う
や
く
お
と
ず
れ
、
同
じ
く
待
た
れ
る
も
の
で
あ
る
雲
に
隠
れ
た
月
が
姿
を

現
す
と
い
う
順
序
で
歌
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い（

３
）る。
こ
こ
で
は
、
秋
の
到
来

と
月
の
登
場
を
自
然
な
序
列
の
も
と
に
結
び
付
け
る
こ
と
自
体
が
一
首
の
眼

目
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
五
二
番
歌
は
、
星
あ
い
の
空
に
興
趣
を
添
え
る
も
の
と
し
て
「
さ
え
の

ぼ
る
月
」
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
を
、
花
五
十
首
中
の
、

も
も
し
き
や
た
ま
し
く
庭
の
桜
花
て
ら
す
朝
日
も
ひ
か
り
そ
ひ
け
り

（
六
一
二
）

と
比
較
す
る
と
、
六
一
二
番
歌
で
は
朝
日
の
輝
き
を
増
す
ほ
ど
の
桜
花
の
美

し
さ
が
逆
説
的
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
六
五
二
番
歌
の
月
は
七

夕
の
夜
空
の
一
要
素
と
し
て
穏
や
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。六

五
四
番
歌
は
、
秋
の
到
来
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
秋
の
月
に
よ
っ
て
涙

を
流
し
て
い
た
こ
と
を
詠
む
。
こ
こ
で
は
秋
の
月
の
趣
を
強
調
す
る
の
で
は

な
く
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
秋
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
そ
れ
に
伴
う
心
情
と
が

示
さ
れ
て
お
り
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
進
行
す
る
季
節
の
推
移
と
心
境

の
変
化
に
主
眼
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

六
五
五
番
歌
は
、
月
と
萩
の
露
の
関
係
を
「
契
り
」
と
い
う
語
で
示
し
て

い
る
。
同
じ
言
葉
を
用
い
た
花
五
十
首
の
歌
、

や
ま
ざ
く
ら
い
か
な
る
花
の
契
り
に
て
か
ば
か
り
人
の
思
そ
め
け
む

（
六
三
三
）

に
見
ら
れ
る
人
（
詠
者
）
と
花
の
「
契
り
」
に
比
べ
て
、
開
か
れ
た
関
係
性

の
中
に
月
を
置
い
て
眺
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
花
五
十
首
に
散
見
し
た
花

と
春
と
の
同
一
視
、
花
と
詠
者
の
閉
じ
た
関
係
性
と
は
異
な
り
、
秋
と
い
う
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季
節
な
ら
び
に
そ
の
推
移
と
月
と
の
関
連
づ
け
は
自
然
で
あ
り
、
詠
者
と
月

と
の
関
係
性
も
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

月
五
十
首
に
は
、
も
と
よ
り

よ
も
の
そ
ら
ひ
と
つ
ひ
か
り
に
み
が
か
れ
て
な
ら
ぶ
も
の
な
き
秋
の
よ

の
月

（
六
八
八
）

峯
の
あ
ら
し
う
ら
の
浪
か
ぜ
雪
さ
え
て
み
な
白
妙
の
秋
の
よ
の
月

（
六
九
四
）

の
よ
う
に
、
月
の
み
に
焦
点
を
当
て
広
い
空
間
に
位
置
づ
け
た
歌
も
見
出
せ

る
が
、
そ
の
数
は
少
な
く
、
月
を
秋
と
い
う
季
節
、
秋
の
他
の
景
物
と
調
和

さ
せ
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
の
ほ
う
が
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

松
む
し
の
こ
ゑ
の
ま
に
ま
に
と
め
く
れ
ば
草
葉
の
露
に
月
ぞ
や
ど
れ
る

（
六
五
七
）

見
る
ゆ
め
は
荻
の
葉
風
に
と
だ
え
し
て
思
も
あ
へ
ぬ
閨
の
月
か
げ

（
六
七
四
）

六
五
七
番
歌
で
は
、
も
と
も
と
松
虫
の
声
に
誘
わ
れ
て
歩
ん
で
い
く
と
月

に
遭
遇
し
た
こ
と
が
詠
ま
れ
、
六
七
四
番
歌
で
は
、
荻
の
葉
風
の
音
で
夢
か

ら
目
覚
め
る
と
思
い
が
け
ず
閨
に
月
光
が
差
し
込
ん
で
い
た
こ
と
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
月
を
訪
ね
た
の
で
も
な
く
、
月
を
見
よ
う
と
起
き
て
い
た
わ
け
で

も
な
い
。
他
の
景
物
と
の
関
係
に
お
け
る
自
然
な
推
移
に
よ
っ
て
月
と
出

会
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
づ
ね
き
て
き
く
だ
に
さ
び
し
お
く
山
の
月
に
さ
え
た
る
松
風
の
こ
ゑ

（
六
七
〇
）

月
き
よ
み
羽
う
ち
か
は
し
と
ぶ
雁
の
こ
ゑ
あ
は
れ
な
る
秋
風
の
そ
ら

（
六
八
四
）

六
七
〇
番
歌
で
は
、
一
首
が
松
風
の
声
に
収
斂
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
、

月
は
、
そ
の
趣
を
増
す
も
の
と
し
て
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
八
四

番
歌
で
も
本
歌
に
よ
り
な
が
ら
、
月
・
雁
・
秋
風
が
ほ
ぼ
対
等
に
か
つ
調
和

的
に
夜
空
の
情
景
を
構
成
し
て
い
る
。

あ
づ
ま
や
の
ま
や
の
あ
ま
り
の
露
か
け
て
月
の
光
も
そ
で
ぬ
ら
し
け
り

（
六
六
三
）

わ
け
が
た
き
む
ぐ
ら
の
や
ど
の
露
の
う
へ
は
月
の
あ
は
れ
も
し
く
も
の

ぞ
な
き

（
六
六
七
）

こ
の
二
首
も
本
歌
取
の
歌
で
あ
る
が
、「
月
の
光
も
」「
月
の
あ
は
れ
も
」

と
い
っ
た
言
葉
遣
い
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
歌
の
世
界
を
そ
の

ま
ま
長
く
引
用
し
て
、
そ
こ
に
調
和
す
る
よ
う
に
月
を
添
え
る
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
本
歌
の
情
景
に
加
え
て
月
を
配
す
る
作
歌
法
は
、
次
の
三

首
に
も
共
通
し
て
看
取
さ
れ
る
。

あ
か
ざ
り
し
山
井
の
清
水
手
に
く
め
ば
し
づ
く
も
月
の
か
げ
ぞ
や
ど
れ

る

（
六
五
八
）

深
草
の
さ
と
の
ま
が
き
は
あ
れ
は
て
て
野
と
な
る
露
に
月
ぞ
や
ど
れ
る

（
六
五
九
）

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

（
六
六
〇
）

こ
れ
ら
の
歌
々
で
、
月
は
そ
れ
だ
け
が
突
出
せ
ず
、
本
歌
に
基
づ
き
つ
つ

組
み
立
て
ら
れ
た
作
品
世
界
に
無
理
な
く
調
和
的
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。

「
秋
は
き
ぬ
…
」（
六
五
一
）、「
秋
と
い
へ
ば
…
」（
六
五
五
）
の
よ
う
に
、

季
節
の
推
移
と
の
関
連
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
月
歌
と
し
て
は
、
他
に
、

つ
き
か
げ
は
秋
よ
り
お
く
の
霜
お
き
て
こ
ぶ
か
く
見
ゆ
る
山
の
と
き
は

木

（
六
七
一
）
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あ
け
ば
又
秋
の
な
か
ば
も
す
ぎ
ぬ
べ
し
か
た
ぶ
く
月
の
を
し
き
の
み
か

は

（
六
七
八
）

つ
ゆ
し
ぐ
れ
し
た
ば
の
こ
ら
ぬ
山
な
れ
ば
月
も
夜
を
へ
て
洩
り
ま
さ
り

け
り

（
六
九
七
）

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
七
一
番
歌
は
、
月
を
霜
に
見
立
て
る
こ
と
に

よ
り
冬
を
、「
こ
ぶ
か
く
見
ゆ
る
山
の
と
き
は
木
」
か
ら
夏
を
、
と
い
う
よ

う
に
、
秋
の
前
後
の
季
節
を
そ
れ
ぞ
れ
暗
示
し
な
が
ら
、
秋
の
月
を
詠
じ
て

い
る
。
六
七
八
番
歌
は
八
月
十
五
夜
、
六
九
七
番
歌
は
晩
秋
の
時
節
を
、
そ

れ
ぞ
れ
設
定
し
て
月
を
詠
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
も
う
少
し
長
い
歳
月
の
経
過
を
背
景
と
す
る
歌
と
し
て
は
、

な
に
と
な
く
す
ぎ
こ
し
秋
の
か
ず
ご
と
に
の
ち
み
る
月
の
あ
は
れ
と
ぞ

な
る

（
六
六
一
）

ま
た
、
一
夜
の
時
の
経
過
の
中
で
詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た

新
古
今
集
入
集
歌
、

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

（
六
六
〇
）

に
加
え
て
、

な
が
む
れ
ば
松
よ
り
に
し
に
な
り
に
け
り
か
げ
は
る
か
な
る
あ
け
が
た

の
月

（
六
七
五
）

衣
う
つ
ひ
び
き
に
月
の
か
げ
ふ
け
て
み
ち
ゆ
き
人
の
音
も
き
こ
え
ず

（
六
八
九
）

の
二
首
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

六
六
一
番
歌
・
六
七
五
番
歌
の
二
首
は
、
説
明
的
な
詠
み
ぶ
り
で
、
歌
自

体
を
高
く
評
価
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
時
の
推
移
の
中
で
月
の
興
趣

が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
志
向
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
の
景
物
を
含
む
情
景
の
中
に
月
を
調
和
的
に
詠
み
こ
む

と
と
も
に
、
季
節
や
時
の
推
移
の
中
に
も
月
を
自
然
に
位
置
づ
け
て
い
る
歌

が
多
い
こ
と
に
、
月
五
十
首
の
一
つ
の
顕
著
な
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。定

家
が
『
新
勅
撰
集
』『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
に
自
撰
し
た
、

あ
け
ば
又
秋
の
な
か
ば
も
す
ぎ
ぬ
べ
し
か
た
ぶ
く
月
の
を
し
き
の
み
か

は

（
六
七
八
）

は
、
八
月
十
五
夜
の
月
が
西
に
傾
く
こ
と
を
秋
の
推
移
と
関
係
づ
け
、
月
へ

の
思
い
を
秋
へ
の
思
い
と
自
然
に
重
ね
合
わ
せ
て
お
り
、
右
に
見
出
し
た
傾

向
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
秀
歌
で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

４
秋
の
夜
の
あ
り
あ
け
の
月
の
月
か
げ
は
こ
の
世
な
ら
で
も
猶
や
し
の
ば

む

（
六
八
〇
）

あ
く
が
る
る
心
は
き
は
も
な
き
も
の
を
山
の
は
ち
か
き
月
の
か
げ
か
な

（
六
九
一
）

わ
す
れ
じ
よ
月
も
あ
は
れ
と
思
い
で
よ
わ
が
身
の
の
ち
の
ゆ
く
末
の
秋

（
六
九
二
）

山
の
は
の
お
も
は
む
こ
と
も
は
づ
か
し
く
月
よ
り
ほ
か
の
秋
は
な
が
め

じ

（
六
九
八
）

こ
れ
ら
の
歌
で
詠
者
は
、月
へ
の
思
い
（
愛
）
を
率
直
に
表
明
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
耽
溺
は
そ
う
深
く
は
な
い
。

六
八
〇
番
歌
、
六
九
二
番
歌
は
、
自
身
の
来
世
ま
で
見
越
し
た
長
い
時
の
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ス
パ
ン
の
中
に
、
自
身
と
月
の
関
係
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
六
九
一
番
歌
は

事
理
趣
向
の
歌
で
、
自
身
の
心
の
「
き
は
も
な
き
」
あ
り
か
た
と
、
山
の
端

に
近
づ
い
た
月
が
ま
も
な
く
沈
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
対
比
し
て
示
し
て

い
る
。
六
九
八
番
歌
は
、
月
以
外
の
秋
、
た
と
え
ば
山
の
紅
葉
を
眺
め
て
し

ま
う
の
が
自
然
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
月
へ
の
心

ざ
し
を
や
や
自
省
的
に
表
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
自
身
の
思
い
を
客
観
的
・
反
省
的
に
と
ら
え
て
詠
ず
る
傾
向

は
、
月
五
十
首
に
散
見
す
る
も
の
で
あ
る
。

月
ゆ
ゑ
に
あ
ま
り
も
つ
く
す
心
哉
お
も
へ
ば
つ
ら
し
秋
の
よ
の
そ
ら

（
六
七
七
）

あ
く
る
そ
ら
入
山
の
は
を
う
ら
み
つ
つ
い
く
た
び
月
に
も
の
思
ふ
ら
む

（
六
八
五
）

袖
の
う
へ
枕
の
し
た
に
や
ど
り
き
て
い
く
と
せ
な
れ
ぬ
秋
の
夜
の
月

（
六
八
六
）

し
か
り
と
て
月
の
心
も
ま
だ
し
ら
ず
お
も
へ
ば
う
と
き
秋
の
ね
覚
を

（
六
九
三
）

六
七
七
番
歌
、
六
九
三
番
歌
は
、「
お
も
へ
ば
つ
ら
し
」「
お
も
へ
ば
う
と

き
」
と
い
う
表
現
で
わ
か
る
よ
う
に
、
反
省
的
に
自
ら
の
月
に
対
す
る
思
い

や
月
と
自
身
の
関
係
を
捉
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
六
八
五
番
歌
、

六
八
六
番
歌
で
は
、「
い
く
た
び
…
」「
い
く
と
せ
…
」
と
い
う
疑
問
表
現
の

形
で
、
や
は
り
自
分
の
心
や
自
身
と
月
と
の
関
係
を
過
去
・
現
在
・
将
来
を

視
野
に
収
め
つ
つ
捉
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

あ
き
を
へ
て
心
に
う
か
ぶ
月
か
げ
を
さ
な
が
ら
む
す
ぶ
や
ど
の
真
清
水

（
六
五
六
）

秋
の
夜
は
月
と
も
わ
か
ぬ
な
が
め
ゆ
ゑ
そ
で
に
こ
ほ
り
の
か
げ
ぞ
み
ち

ぬ
る

（
六
七
三
）

六
五
六
番
歌
は
、
毎
年
の
秋
に
眺
め
た
美
し
い
月
へ
の
追
憶
を
、
手
に
す

く
っ
た
清
水
に
浮
か
ん
だ
月
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
形
象
化
し
て
表
現
し
て

い
る
。

六
七
三
番
歌
の
第
二
句
・
三
句
に
つ
い
て
は
、

○
秋
の
よ
の
物
が
な
し
け
れ
ば
、
雨
に
も
や
み
に
も
な
が
め
す
る
を
、「
月

と
も
わ
か
ぬ
」
と
い
へ
り
。（
俟
後
抄
）

○
月
と
も
氷
と
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
眺
め
ゆ
え
、（
訳
注
）

○
月
の
光
が
あ
た
か
も
氷
と
判
別
で
き
な
い
ほ
ど
冴
え
冴
え
と
眺
め
ら
れ

る
ゆ
え
に
、（
全
釈
）

と
い
う
よ
う
に
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
な
が
め
」
は
、
眺
望

で
は
な
く
、
俟
後
抄
の
い
う
よ
う
に
物
思
い
の
意
を
表
し
て
い
る
と
解
す
る

の
が
正
し
い
。
た
だ
し
、「
月
と
も
わ
か
ぬ
」
は
俟
後
抄
の
よ
う
に
解
す
る

の
で
な
く
、
物
思
い
に
よ
っ
て
涙
が
流
れ
、
空
の
月
が
は
っ
き
り
見
え
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。そ
の
涙
が
袖
を
濡
ら
し
、

そ
こ
に
月
が
映
じ
て
い
る
の
を
改
め
て
氷
に
見
立
て
た
の
が
、「
そ
で
に
こ

ほ
り
の
か
げ
ぞ
み
ち
ぬ
る
」
と
い
う
下
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
詠
者
の
思

い
は
袖
の
氷
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。

月
は
桜
花
と
異
な
り
訪
ね
る
こ
と
も
手
折
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
定
家
の

月
五
十
首
に
、
花
五
十
首
ほ
ど
の
対
象
へ
の
耽
溺
が
見
ら
れ
ず
、
客
観
的
・

反
省
的
な
詠
み
ぶ
り
が
目
立
つ
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
月
と

の
距
離
感
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

し
の
の
め
は
月
も
か
は
ら
ぬ
わ
か
れ
に
て
く
も
ら
ば
暮
の
た
の
み
な
き

哉

（
六
七
六
）

「
月
も
か
は
ら
ぬ
わ
か
れ
」
は
、「
恋
人
と
変
ら
ず
月
と
の
別
れ
で
も
あ
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る
」（
訳
注
）
の
意
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
月
と
詠
者
の
関
係
は
、
恋

人
と
そ
の
訪
れ
を
待
つ
女
と
の
関
係
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
の
う
へ
の
ひ
か
り
に
月
の
む
す
び
き
て
や
が
て
さ
え
ゆ
く
秋
の
た

ま
く
ら

（
六
八
三
）

袖
の
う
へ
枕
の
し
た
に
や
ど
り
き
て
い
く
と
せ
な
れ
ぬ
秋
の
夜
の
月

（
六
八
六
）

右
の
よ
う
に
、
詠
者
の
閨
に
差
し
込
む
も
の
と
し
て
月
が
詠
ま
れ
て
い
る

歌
に
あ
っ
て
も
、詠
者
は
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
り
あ
う
。

特
に
「
宿
り
来
て
」「
馴
れ
ぬ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
六
八
六

番
歌
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

し
か
り
と
て
月
の
心
も
ま
だ
し
ら
ず
お
も
へ
ば
う
と
き
秋
の
ね
覚
を

（
六
九
三
）

こ
の
歌
で
は
、「
馴
る
」
と
対
に
な
る
「
疎
し
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
毎
夜
毎
夜
眠
ら
ず
に
月
を
眺
め
続
け
て
い
て
も
、
月
の
心
は
わ
か
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
の
距
離
感
が
「
う
と
き
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

あ
く
る
そ
ら
入
山
の
は
を
う
ら
み
つ
つ
い
く
た
び
月
に
も
の
思
ふ
ら
む

（
六
八
五
）

空
を
行
く
月
は
、
手
の
届
か
な
い
存
在
で
あ
り
、
月
の
出
を
待
ち
、
月
の

入
り
を
惜
し
む
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
月
に
対
す
る
反

省
的
な
思
い
は
、
女
の
恋
歌
に
見
ら
れ
る
受
動
的
な
姿
勢
や
無
力
感
に
自
然

に
重
な
り
合
う
。

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

（
六
六
〇
）

こ
の『
新
古
今
集
』入
集
歌
は
、
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
月
へ
の
思
い
を

詠
ん
だ
歌
の
傾
向
と
は
か
け
は
な
れ
た
歌
の
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、

「
袖
の
う
へ
…
」（
六
八
六
）、「
し
か
り
と
て
…
」（
六
九
三
）
と
い
っ
た
歌
に

内
包
さ
れ
る
一
人
称
の
詠
者
が
、
三
人
称
の「
宇
治
の
橋
姫
」に
転
ぜ
ら
れ
、

同
時
に
、
詠
者
が
月
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
擬
似
的
な
恋
の
心
が
、
恋
人
を

待
つ
橋
姫
に
詠
み
変
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
直
す
時
、当
該
歌
が
、月
五
十

首
の
中
で
読
み
出
さ
れ
た
必
然
性
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
定
家
の
「
花
月
百
首
」
か
ら
の
引
用
は
、
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定

家
全
歌
集
』（
一
九
八
五
年
、
河
出
書
房
新
社
）
に
よ
る
。
同
書
へ
の

言
及
に
際
し
て
は
、「
訳
注
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。
ま
た
他
の
注

釈
書
へ
の
言
及
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
略
称
を
用
い
る
。

・『
拾
遺
愚
草
俟
後
抄
』（
石
川
常
彦
『
拾
遺
愚
草
古
注
（
下
）』、
一
九

八
九
年
、
三
弥
井
書
店
）
↓
俟
後
抄

・
水
垣
久
『
花
月
百
首
全
釈
』（
二
〇
一
三
年
、
や
ま
と
う
た
ｅ
ブ
ッ

ク
ス
）
↓
全
釈

（
２
）
訳
注
は
、
六
三
九
番
歌
の
上
句
を
「
何
と
い
う
こ
と
な
く
、
怨
め
し

い
気
分
を
味
わ
い
な
れ
た
夕
だ
」
と
解
し
、
俟
後
抄
は
、「
…
花
鳥
の

な
ご
り
の
こ
り
す
く
な
き
は
る
の
別
、
く
れ
ゆ
く
け
ふ
の
な
ご
り
、
ま

た
、
わ
が
身
の
沈
淪
し
て
は
る
も
く
れ
ゆ
く
う
ら
み
、
何
と
は
な
く
ゆ

ふ
べ
の
そ
ら
に
と
し
ど
し
う
ら
み
な
れ
た
る
な
る
べ
し
」
と
解
し
て
い

る
。
と
も
に
、「
馴
る
」
の
意
味
の
把
握
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。

（
３
）
「「
待
た
れ
し
」
は
ま
ず
「
秋
の
夕
べ
」
に
か
か
り
、
さ
ら
に
「
月
か

げ
」
に
ま
で
も
か
か
る
気
持
で
あ
ろ
う
」（
全
釈
）
と
い
う
解
に
従
う
。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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