
藤
原
定
家
「
皇
后
宮
大
輔
百
首
」
覚
書

加

藤

睦

は
じ
め
に

藤
原
定
家
の
「
皇
后
宮
大
輔
百
首
」
に
関
し
て
は
、注
釈
的
研
究
の
面
で
、

浅
岡
雅
子
氏
、
神
谷
敏
成（
１
）氏、
久
保
田
淳（
２
）氏、
水
垣
久（
３
）氏に
よ
る
成
果
が

豊
富
に
蓄
積
さ
れ
て
い（
４
）るの
に
比
し
て
、
そ
の
和
歌
の
全
体
的
傾
向
や
個
々

の
和
歌
の
特
質
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な（
５
）い。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
、
本
百
首
に
、

春
き
ぬ
と
霞
は
色
に
見
す
れ
ど
も
年
を
こ
む
る
は
梅
の
は
つ
花

（
春
・
二
〇
二
）

白
雲
と
ま
が
ふ
さ
く
ら
に
さ
そ
は
れ
て
心
ぞ
か
か
る
山
の
は
ご
と
に

（
春
・
二
〇
九
）

い
か
に
し
て
し
づ
心
な
く
散
る
花
の
の
ど
け
き
春
の
色
と
見
ゆ
ら
む

（
春
・
二
一
二
）

九
重
の
雲
の
う
へ
と
は
さ
く
ら
花
ち
り
し
く
春
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

（
春
・
二
一
三
）

の
よ
う
に
、事
理
を
求
め
知
的
趣
向
を
構
え
た
歌
が
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
て
、

定
家
の
斬
新
な
歌
風
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
研
究

者
の
関
心
・
期
待
に
、
な
か
な
か
応
え
て
く
れ
な
い
た
め
で
は
な
い
か
と
思

う
。久

保
田
氏
は
、
同
じ
機
会
に
大
輔
の
勧
進
に
応
じ
て
百
首
歌
を
詠
ん
だ
、

公
衡
・
家
隆
・
定
家
の
百
首
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
依
拠
し
た
本
歌
・
先
行
歌

の
傾
向
を
概
観
し
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
口
に
言
っ
て
、
公
衡
の
拠
っ
て
い
る
世
界
は
、
中
古
風
諸
歌
人
、
特

に
六
条
藤
家
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
古
語
尊
重
の
傾
向
の
強
い
も
の
で

あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
の
定
家
に
お
い
て
は
、
耳
遠
い
古
語

へ
の
意
識
は
む
し
ろ
希
薄
で
あ
る
。
か
れ
は
耳
馴
れ
、
洗
練
さ
れ
た
王

朝
の
古
典
語
を
駆
使
し
、
そ
こ
に
物
語
の
世
界
を
重
ね
合
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
お
の
が
情
感
を
盛
ろ
う
と
す
る
。
定
家
に
は
及
ば
な
い
け
れ

ど
も
、
家
隆
の
追
い
求
め
て
い
た
も
の
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
世
界
で
あ
っ

た
。
大
体
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
新
古
今
歌
風
を
形
成
す
る
に
至
る
新

風
和
歌
の
志
向
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
認
識
に
特
に
異
論
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
王
朝
の
古
典
語
を
駆
使

し
物
語
の
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
「
情
感
」
の
表
現
で
は
な
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く
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
歌
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
三
代
集
的
な
知
的
趣
向

の
枠
組
み
の
中
で
詠
ま
れ
た
、
守
旧
的
と
も
見
え
稚
拙
と
も
評
価
さ
れ
る
よ

う
な
歌
を
、
定
家
が
本
百
首
に
お
い
て
数
多
く
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
焦
点
を

当
て
、
そ
の
詠
歌
法
の
実
態
を
概
観
し
て
み
た
い
。
四
季
歌
五
十
首
と
、
恋

歌
五
十
首
と
を
一
括
し
て
扱
う
の
は
難
し
い
の
で
、
四
季
歌
に
つ
い
て
概
観

し
た
後
、
そ
こ
で
看
取
さ
れ
た
傾
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
通
底
す
る

も
の
を
中
心
に
恋
歌
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

１
い
か
に
し
て
し
づ
心
な
く
散
る
花
の
の
ど
け
き
春
の
色
と
見
ゆ
ら
む

（
春
・
二
一
二
）

こ
の
落
花
を
詠
ん
だ
歌
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

（
古
今
集
・
春
下
・
八
四
・
紀
友
則
）

を
本
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
本
歌
の
季
節
も
主
題
も
変
更
せ
ず
、「
し

づ
心
な
し
」「
の
ど
け
し
」
と
い
う
矛
盾
す
る
二
語
に
よ
る
基
本
構
成
も
、

そ
の
ま
ま
取
り
用
い
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。

こ
の
、
本
歌
取
り
の
歌
と
し
て
は
稚
拙
と
も
言
い
う
る
定
家
詠
と
本
歌
と

の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

定
家
詠
は
、
あ
わ
た
だ
し
く
桜
が
散
る
情
景
（
見
ら
れ
る
も
の
）
が
「
の

ど
け
き
春
の
色
と
見
ゆ
」
る
こ
と
（
ど
う
見
え
る
か
）
に
対
し
な
ぜ
そ
う
な

の
か
と
い
ぶ
か
る
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
。
情
景
も
い
ぶ
か
る
気
持
ち
も
本

歌
と
共
通
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
ど
う
見
え
る
か
」
の
部
分
に
関
わ
る

「
色
」
と
い
う
要
素
を
付
与
し
た
と
こ
ろ
が
、
定
家
詠
の
眼
目
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
ろ
び
と
の
袖
を
つ
ら
ぬ
る
紫
の
庭
に
や
春
も
た
ち
は
そ
む
ら
ん

（
春
・
二
〇
一
）

春
き
ぬ
と
霞
は
色
に
見
す
れ
ど
も
年
を
こ
む
る
は
梅
の
は
つ
花

（
春
・
二
〇
二
）

峯
の
松
た
に
の
ふ
る
す
に
雪
消
え
て
あ
さ
日
と
と
も
に
い
づ
る
鶯

（
春
・
二
〇
三
）

梅
花
に
ほ
ひ
の
色
は
な
け
れ
ど
も
か
す
め
る
ま
ま
を
ゆ
く
へ
と
ぞ
見
る

（
春
・
二
〇
四
）

い
ろ
ま
さ
る
松
の
み
ど
り
の
一
し
ほ
に
春
の
日
数
の
ふ
か
さ
を
ぞ
し
る

（
春
・
二
〇
五
）

右
に
列
挙
し
た
の
は
、
本
百
首
の
冒
頭
の
五
首
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三

首
に
「
色
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
う
ち
、
二
〇

四
番
歌
は
、「
色
は
な
け
れ
ど
も
」
と
い
っ
た
ん
「
色
」
を
消
し
て
お
き
な

が
ら
、「
か
す
め
る
ま
ま
を
ゆ
く
へ
と
ぞ
見
る
」
と
し
て
、
別
の
視
覚
イ
メ

ー
ジ
を
示
し
、
そ
れ
を
「
見
る
」
話
者
の
行
為
を
合
わ
せ
て
詠
み
込
ん
で
い

る
。「

色
」
を
用
い
て
い
な
い
二
首
の
う
ち
、
二
〇
一
番
歌
は
、「
紫
の
庭
」

と
い
う
色
彩
を
伴
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
、
二
〇
三
番
歌
は
春
の
到
来
と
と

も
に
雪
の
消
え
た
古
巣
か
ら
朝
日
と
と
も
に
飛
び
立
つ
、
鶯
の
姿
を
詠
ん
で

い
る
。

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
は
、
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
重
視
す

る
姿
勢
が
端
的
に
看
取
さ
れ
る
。
同
じ
姿
勢
は
、
右
の
五
首
に
続
く
二
〇
六

〜
二
一
〇
番
歌
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
さ
み
ど
り
つ
ゆ
ぬ
き
み
だ
る
春
雨
に
し
た
さ
へ
ひ
か
る
た
ま
柳
哉
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（
春
・
二
〇
六
）

秋
霧
を
わ
け
し
か
り
が
ね
立
ち
か
へ
り
霞
に
き
ゆ
る
あ
け
ぼ
の
の
そ
ら

（
春
・
二
〇
七
）

し
る
か
ら
む
こ
れ
ぞ
そ
れ
と
は
い
は
ず
と
も
花
の
み
や
こ
の
春
の
け
し

き
は

（
春
・
二
〇
八
）

白
雲
と
ま
が
ふ
さ
く
ら
に
さ
そ
は
れ
て
心
ぞ
か
か
る
山
の
は
ご
と
に

（
春
・
二
〇
九
）

か
す
み
と
も
花
と
も
わ
か
ず
菅
原
や
伏
見
の
里
の
春
の
あ
け
ぼ
の

（
春
・
二
一
〇
）

こ
の
五
首
に
お
い
て
も
、一
首
の
根
幹
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
、視
覚
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
た
情
景
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
う
し
た
視
覚
に
基
づ
く
歌

が
本
百
首
の
四
季
歌
の
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２
も
ろ
び
と
の
袖
を
つ
ら
ぬ
る
紫
の
庭
に
や
春
も
た
ち
は
そ
む
ら
ん

（
春
・
二
〇
一
）

こ
の
立
春
歌
は
、
次
の
赤
染
衛
門
詠
を
本
歌
と
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。紫

の
袖
を
つ
ら
ね
て
き
た
る
か
な
春
立
つ
こ
と
は
こ
れ
ぞ
う
れ
し
き

（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
一
四
・
赤
染
衛
門
）

久
保
田
氏
は
、定
家
詠
「
も
ろ
び
と
の
…
」
と
、そ
の
本
歌
と
の
関
係
（
差

異
）
に
つ
い
て
、

赤
染
衛
門
の
作
で
は
「
紫
の
袖
」
で
あ
っ
た
に
対
し
、
定
家
の
作
で
は

「
紫
の
庭
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
歌
は
詞
書
に

も
あ
る
よ
う
に
臨
時
客
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
対
し
、
そ
の
本
歌

取
の
定
家
の
歌
は
元
日
宴
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
状
況
は
近
似
し

て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
そ
し
て
又
、
本
歌
下
句
の

主
観
的
な
表
現
を
斥
け
て
、
客
観
的
な
詠
風
に
終
始
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。「
注
釈
」
は
こ
れ
を
肯
定
し
つ
つ
、

こ
れ
は
こ
の
百
首
歌
の
随
所
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
定
家
は
意
識

的
に
主
情
的
あ
る
い
は
主
観
的
な
表
現
を
排
そ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

と
、
本
百
首
の
全
体
的
な
傾
向
に
敷
衍
し
て
い
る
。

定
家
詠
が
、
本
歌
の
下
の
句
「
春
た
つ
こ
と
は
こ
れ
ぞ
う
れ
し
き
」
の
よ

う
な
感
情
を
表
出
し
て
い
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
か
ら
一

足
飛
び
に
一
首
を
客
観
的
な
詠
風
に
終
始
し
て
い
る
と
評
し
う
る
か
は
疑
問

で
あ
る
。

定
家
詠
の
下
の
句
「
庭
に
や
春
も
た
ち
は
そ
む
ら
ん
」
に
つ
い
て
、
注
釈

は
、

「
も
」
は
人
々
が
立
ち
集
う
の
み
な
ら
ず
の
意
を
添
え
て
い
る
。「
立

つ
」「
初
む
」
は
、
袖
の
縁
語
の
「
裁
つ
」「
染
む
」
を
掛
け
て
い
る
。

と
い
う
よ
う
に
、「
も
」
の
含
意
す
る
知
的
趣
向
と
縁
語
・
掛
詞
の
修
辞
技

法
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
趣
向
な
い
し
修
辞

技
法
は
、
定
家
詠
の
話
者
が
元
日
宴
に
臨
ん
で
覚
え
た
感
興
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
詠
は
、
元
日
宴
の
情
景
と
話
者
が
そ
こ
に
感

じ
た
思
い
を
趣
向
を
構
え
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
客
観
的
な

詠
風
と
評
す
る
の
は
正
確
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
百
首
の
四
季
歌
の
中
で
、
客
観
的
叙
景
歌
と
評
し
う
る
歌
は
少
な
く
、

あ
え
て
挙
げ
れ
ば
次
の
四
首
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
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あ
さ
み
ど
り
つ
ゆ
ぬ
き
み
だ
る
春
雨
に
し
た
さ
へ
ひ
か
る
た
ま
柳
哉

（
春
・
二
〇
六
）

秋
霧
を
わ
け
し
か
り
が
ね
立
ち
か
へ
り
霞
に
き
ゆ
る
あ
け
ぼ
の
の
そ
ら

（
春
・
二
〇
七
）

紅
の
つ
ゆ
に
あ
さ
ひ
を
う
つ
し
も
て
あ
た
り
ま
で
照
る
な
で
し
こ
の
花

（
夏
・
二
二
三
）

さ
ざ
な
み
や
志
賀
の
う
ら
ぢ
の
朝
霧
に
ま
ほ
に
も
み
え
ぬ
沖
の
と
も
舟

（
秋
・
二
三
一
）

こ
の
四
首
に
し
て
も
、
二
〇
六
番
歌
で
は
「
つ
ゆ
ぬ
き
み
だ
る
」「
ひ
か

る
」
と
「
た
ま
（
柳
）」
が
縁
語
関
係
に
あ
り
、
二
〇
七
番
歌
で
は
霧
を
分

け
て
訪
れ
て
来
た
こ
と
と
霞
に
消
え
て
行
く
こ
と
の
対
照
へ
の
感
懐
が
詠
ま

れ
て
い
る
。
二
二
三
番
歌
で
は
、
上
の
句
に
や
や
擬
人
法
的
な
趣
が
感
じ
ら

れ
、
二
三
一
番
歌
に
は
、「
ま
ほ
に
も
」
と
い
う
掛
詞
・
縁
語
が
用
い
ら
れ

て
い
て
、
と
も
に
完
全
に
客
観
的
な
歌
と
は
言
え
な
い
。

い
ろ
ま
さ
る
松
の
み
ど
り
の
一
し
ほ
に
春
の
日
数
の
ふ
か
さ
を
ぞ
し
る

（
春
・
二
〇
五
）

白
雲
と
ま
が
ふ
さ
く
ら
に
さ
そ
は
れ
て
心
ぞ
か
か
る
山
の
は
ご
と
に

（
春
・
二
〇
九
）

と
な
せ
が
は
玉
ち
る
せ
ぜ
の
月
を
見
て
心
ぞ
秋
に
う
つ
り
は
て
ぬ
る

（
秋
・
二
三
五
）

右
の
三
首
で
は
、
ま
ず
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
情
景
が
提
示
さ
れ
、

そ
れ
を
見
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
話
者
の
心
が
変
化
し
て
い
く
過
程
や
得
ら

れ
た
認
識
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
〈
見
る
こ
と
〉
と

〈
思
う
こ
と
・
知
る
こ
と
〉
が
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
行
為
や
思

い
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
歌
も
多
い
。

梅
花
に
ほ
ひ
の
色
は
な
け
れ
ど
も
か
す
め
る
ま
ま
を
ゆ
く
へ
と
ぞ
見
る

（
春
・
二
〇
四
）

あ
ぢ
さ
ゑ
の
し
た
ば
に
す
だ
く
螢
を
ば
四
片
の
か
ず
の
そ
ふ
か
と
ぞ
見

る

（
夏
・
二
二
二
）

い
ろ
い
ろ
に
紅
葉
を
そ
む
る
衣
手
も
秋
の
く
れ
ゆ
く
つ
ま
と
見
ゆ
ら
む

（
秋
・
二
三
九
）

こ
の
三
首
で
は
、「
見
る
」「
見
ゆ
」
が
「
思
ふ
」「
覚
ゆ
」
と
互
換
性
を

も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
情
景
や
景
物
は
単
に
そ
れ
と
し
て

見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
知
的
感
興
を
も
っ
て
別
の
も
の
に
見
立
て
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
視
覚
と
思
惟
は
渾
然
と
な
っ
て
い
る
。

春
き
ぬ
と
霞
は
色
に
見
す
れ
ど
も
年
を
こ
む
る
は
梅
の
は
つ
花

（
春
・
二
〇
二
）

我
の
み
と
声
に
も
鹿
の
た
つ
る
哉
月
は
光
に
見
せ
ぬ
秋
か
は

（
秋
・
二
三
二
）

秋
の
色
を
し
ら
せ
そ
む
と
や
み
か
月
の
光
を
み
が
く
萩
の
し
た
露

（
秋
・
二
二
六
）

右
の
三
首
で
は
、「
見
す
」
と
「
知
ら
す
」
が
互
い
に
通
底
す
る
用
い
ら

れ
方
を
さ
れ
、
一
首
の
知
的
趣
向
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
以
上
見
て
き
た

よ
う
に
、
本
百
首
に
お
い
て
は
、
見
た
り
見
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
思
惟
や

知
的
感
興
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
含
む
歌
が
客
観
的
な
歌
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

３
い
か
に
し
て
し
づ
心
な
く
散
花
の
の
ど
け
き
春
の
色
と
見
ゆ
ら
む
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（
春
・
二
一
二
）

い
ろ
い
ろ
に
紅
葉
を
そ
む
る
衣
手
も
秋
の
く
れ
ゆ
く
つ
ま
と
見
ゆ
ら
む

（
秋
・
二
三
九
）

本
百
首
に
は
助
動
詞
「
ら
む
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
助
動
詞
に
は

主
な
用
法
と
し
て
、
別
の
場
所
で
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
「
今
ご
ろ

…
…
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
推
量
す
る
現
在
推
量
と
、
眼
前
の
出
来
事
に
つ

い
て
「
ど
う
し
て
…
…
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
推
量
す
る
原
因
推
量
の
二
種
類

が
あ
る
。
本
百
首
で
は
前
者
の
用
例
は
な
く
、
後
者
の
意
味
で
多
用
さ
れ
、

「
今
こ
こ
」
に
生
起
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
話
者
が
身
を
置
い
て
い
る
場
所
で

経
験
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
り
、
感

興
を
覚
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

袖
は
さ
ぞ
秋
は
心
に
露
や
お
く
風
に
つ
け
て
も
ま
づ
く
だ
く
ら
む

（
秋
・
二
二
九
）

冬
き
て
は
野
辺
の
か
り
ね
の
草
枕
く
る
れ
ば
霜
や
ま
づ
む
す
ぶ
覧

（
冬
・
二
四
二
）

ふ
り
し
き
し
木
の
葉
の
庭
に
い
つ
な
れ
て
あ
ら
れ
ま
ち
と
る
音
を
告
ぐ

ら
む

（
冬
・
二
四
四
）

ふ
る
雪
に
さ
て
も
と
ま
ら
ぬ
御
狩
野
を
花
の
衣
の
ま
づ
か
へ
る
ら
む

（
冬
・
二
四
七
）

右
の
歌
の
う
ち
、
三
首
に
「
ま
づ
…
…
ら
む
」
と
い
う
構
文
が
見
ら
れ
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
話
者
自
身
の
心
の
変
化
や
、
草
枕
、
衣
に
生
ず
る
変

化
を
、
そ
れ
が
生
起
す
る
時
点
に
お
い
て
捉
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
を
め

ぐ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
四
四
番
歌
は
、
こ
の
間
ま
で
自
ら
音
を
立
て

て
降
り
し
き
っ
て
い
た
木
の
葉
が
、
今
は
同
じ
よ
う
に
音
を
立
て
て
降
る
霰

を
待
ち
受
け
る
側
に
回
っ
て
い
る
と
い
う
変
化
に
気
づ
い
て
、
い
つ
の
ま
に

木
の
葉
は
庭
に
な
じ
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
い
ぶ
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
過

去
か
ら
の
持
続
を
踏
ま
え
て
現
在
の
様
子
を
示
す
の
に
「
ら
む
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

本
百
首
で
は
、「
ら
む
」
と
と
も
に
、
詠
嘆
の
助
動
詞
「
け
り
」
も
多
用

さ
れ
て
い
る
。

九
重
の
雲
の
う
へ
と
は
さ
く
ら
花
ち
り
し
く
春
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

（
春
・
二
一
三
）

い
つ
し
か
と
け
ふ
ぬ
ぐ
袖
よ
花
の
色
の
う
つ
れ
ば
か
は
る
心
な
り
け
り

（
夏
・
二
一
六
）

五
月
雨
の
を
や
ま
ぬ
空
ぞ
も
し
ほ
や
く
う
ら
の
け
ぶ
り
の
は
れ
ま
な
り

け
る

（
夏
・
二
二
〇
）

如
何
せ
む
さ
ら
で
う
き
世
は
な
ぐ
さ
ま
ず
た
の
み
し
月
も
涙
お
ち
け
り

（
秋
・
二
三
四
）

秋
ふ
か
き
岸
の
し
ら
ぎ
く
風
ふ
け
ば
匂
ひ
は
そ
ら
の
も
の
に
ぞ
あ
り
け

る

（
秋
・
二
三
七
）

さ
び
し
さ
は
お
き
そ
へ
て
け
り
萩
の
え
の
秋
の
末
葉
に
ま
よ
ふ
初
霜

（
秋
・
二
三
八
）

詠
嘆
の
「
け
り
」
は
、
そ
れ
ま
で
に
気
づ
か
な
か
っ
た
事
実
に
気
づ
い
た

際
の
感
慨
を
表
す
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
気
づ
き
が
生
じ
た
「
今
」
と

そ
れ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
深
く
関
わ
る
。
右
の
六
首
に
お
い
て
も
、
具
体

的
な
出
来
事
や
情
景
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
気
づ
い
た
事
柄
や
感
慨
と
が
、
詠

歌
の
「
今
」
を
と
も
に
構
成
し
て
お
り
、
二
一
六
・
二
三
四
番
歌
で
は
、
そ

れ
以
前
の
経
緯
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
ら
む
」「
け
り
」
と
同
じ
よ
う
に
、
詠
歌
の
「
今
」
に
関
わ
る
助
動
詞

と
し
て
、
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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た
び
ね
す
る
夢
ぢ
は
た
え
ぬ
須
磨
の
関
か
よ
ふ
千
鳥
の
暁
の
こ
ゑ

（
冬
・
二
四
三
）

つ
も
り
け
る
雪
の
ふ
か
さ
も
し
ら
ざ
り
つ
槙
の
と
あ
く
る
曙
の
そ
ら

（
冬
・
二
四
八
）

年
の
内
に
は
か
な
く
か
は
る
事
も
み
な
く
れ
ぬ
る
け
ふ
ぞ
お
ど
ろ
か
れ

ぬ
る

（
冬
・
二
五
〇
）

こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
詠
歌
の
現
在
を
示
す
「
暁
」「
曙
」「
け
ふ
」
と
い
う

言
葉
が
用
い
ら
れ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
含
み
こ
み
な
が
ら
、
完
了

の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」
が
「
今
」
を
構
成
し
て
い
る
。
二
五
〇
番
歌
に
つ

い
て
は
、

○
一
年
の
内
に
い
ろ
い
ろ
と
は
か
な
く
変
わ
っ
た
こ
と
も
、
一
年
は
は
か

な
く
暮
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
も
皆
、
年
の
暮
れ
て
し
ま
う
今
日
に

な
っ
て
初
め
て
は
っ
と
気
づ
か
れ
た
こ
と
だ
。

（
注
釈
）

○
今
年
中
に
起
っ
た
無
常
な
出
来
事
も
皆
、
い
よ
い
よ
今
年
も
暮
れ
よ
う

と
し
て
い
る
歳
晩
の
今
日
、
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。

（
訳
注
）

○
一
年
の
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
あ
っ
け
な
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

―
―
ど
れ
も
こ
れ
も
、
年
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
今
日
に
な
っ
て
、
は
っ

と
気
づ
か
れ
た
こ
と
よ
。

（
全
釈
）

の
よ
う
に
微
妙
に
異
な
る
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
の
「
は
か
な

し
」
は
「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
だ
、
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
」
の
意
で
解
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
小
さ
な
ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
が
絶
え
ず
起
き
て
い

て
も
、
そ
の
時
そ
の
時
に
は
気
づ
か
ず
、
年
末
に
な
っ
て
改
め
て
そ
れ
に
気

づ
く
と
い
う
感
慨
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
な
、「
ら
む
」「
け
り
」「
つ
」「
ぬ
」
の
使
用
が
示
す

の
は
、
定
家
が
詠
歌
が
行
わ
れ
る
〈
今
・
こ
こ
〉
を
組
み
立
て
た
上
で
、
話

者
に
感
慨
や
感
興
を
詠
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
定
家
の
本
百
首
に
見

ら
れ
る
も
の
と
見
る
行
為
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、結
局
こ
の
〈
今
・

こ
こ
〉
の
構
築
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
本
百
首
の
話
者

は
、
い
わ
ば
三
代
集
歌
人
に
倣
う
よ
う
に
、「
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け

て
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
」
詠
出
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
わ
が
恋
よ
き
み
に
も
は
て
は
し
の
び
け
り
何
を
は
じ
め
と
思
そ
め
け
む

（
忍
恋
・
二
五
一
）

こ
の
歌
の
上
の
句
と
下
の
句
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

○
上
、
下
句
と
の
間
に
飛
躍
が
あ
り
、
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
。（
注
釈
）

○
「
は
て
」
の
語
義
・
解
釈
不
審
、「
は
て
」「
は
じ
め
」
の
語
対
応
を
巧

み
す
ぎ
た
一
首
構
成
か
。

（
俟
後
抄
頭
注
、
石
川
常
彦
氏
）

と
い
う
よ
う
に
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
が
、
下
の
句
を
「
い
っ

た
い
何
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
私
は
あ
な
た
を
思
い
初
め
た
の
だ
ろ
う
。」

（
訳
注
）
と
解
し
、
一
首
全
体
か
ら
、
恋
す
る
相
手
に
ま
で
秘
め
て
し
ま
っ

た
恋
を
愚
か
で
無
意
味
な
も
の
で
あ
っ
た
と
自
嘲
す
る
思
い
を
読
み
取
れ

ば
、
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
問
題
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

石
川
氏
が
記
す
よ
う
に
、
確
か
に
「
は
て
」
の
使
用
法
に
は
不
審
が
残
る

が
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
恋
の
状
況
を
設
定
す
る
た
め
に
、「
は
て
」
と
い
う

語
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

本
百
首
の
恋
歌
で
は
、
そ
の
よ
う
な
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
と
し
て
、
死

を
意
識
し
た
状
況
や
心
境
が
複
数
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

お
り
た
ち
て
か
げ
を
も
見
ば
や
わ
た
り
河
し
づ
ま
む
そ
こ
の
お
な
じ
ふ
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か
さ
を

（
忍
恋
・
二
五
六
）

み
だ
れ
じ
と
か
く
て
た
え
な
む
た
ま
の
緒
よ
な
が
き
恨
の
い
つ
か
さ
む

べ
き

（
忍
恋
・
二
五
九
）

ほ
ど
も
な
き
お
な
じ
い
の
ち
を
す
て
は
て
て
君
に
か
へ
つ
る
う
き
身
と

も
が
な

（
雑
恋
・
二
八
一
）

う
し
み
つ
と
き
き
だ
に
は
て
じ
待
ち
え
ず
は
た
だ
あ
け
ぬ
ま
の
命
と
も

が
な

（
雑
恋
・
二
八
六
）

こ
の
う
ち
、
二
五
六
番
歌
は
、

○
い
っ
そ
思
い
き
っ
て
わ
が
思
い
を
伝
え
、
あ
の
人
に
逢
い
た
い
も
の

だ
。
こ
の
恋
の
た
め
に
命
を
失
っ
て
三
途
の
川
に
沈
ん
で
し
ま
う
だ

ろ
う
が
、そ
の
川
底
の
深
さ
と
同
じ
こ
の
深
い
思
い
を
打
ち
明
け
て
。

（
注
釈
）

○
あ
の
人
と
共
に
三
途
の
川
に
降
り
立
っ
て
、
影
を
映
し
て
み
た
い
。

二
人
が
共
に
沈
む
同
じ
奈
落
の
底
の
深
さ
を
見
た
い
。

（
訳
注
）

○
共
に
降
り
立
っ
て
、三
途
の
川
の
水
面
に
映
る
影
を
見
た
い
も
の
だ
。

後
世
に
沈
む
で
あ
ろ
う
罪
の
深
さ
は
同
じ
で
あ
る
と
。

（
全
釈
）

○
影
を
も
み
ぬ
心
、
忍
恋
に
や
。「
わ
た
り
河
」、
三
途
川
な
り
。
影
み

ぬ
と
て
も
恋
に
し
づ
ま
む
、
後
世
の
罪
は
お
な
じ
ふ
か
さ
を
と
云
心

也
。

（
俟
後
抄
）

と
い
う
よ
う
に
定
解
を
見
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
初
二
句
は
、「
忍
恋
」
と

い
う
歌
題
と
の
整
合
性
か
ら
、「
恋
心
を
秘
め
る
の
を
や
め
て
思
い
を
打
ち

明
け
、
せ
め
て
姿
だ
け
で
も
見
た
い
」
と
解
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三

句
以
降
は
、
俟
後
抄
の
解
「
後
世
の
罪
は
お
な
じ
ふ
か
さ
を
と
云
心
也
」
が

妥
当
だ
が
、「
影
み
ぬ
と
て
も
恋
に
し
づ
ま
む
」
の
部
分
は
正
確
で
は
な
く
、

「
こ
の
ま
ま
忍
ん
で
い
て
も
ま
も
な
く
恋
死
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
相
手

の
姿
を
見
て
も
見
な
く
て
も
恋
の
罪
の
深
さ
は
同
じ
だ
か
ら
…
…
」
と
解
す

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
が
分
か
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
追
い
詰

め
ら
れ
て
い
て
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
〈
今
〉
の
状
況
の

設
定
が
、
四
季
歌
の
場
合
よ
り
も
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

二
八
六
番
歌
は
、男
の
訪
れ
を
待
つ
女
の
立
場
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
が
、

一
夜
の
間
の
心
境
と
し
て
は
極
端
す
ぎ
る
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
を
設
定

し
よ
う
と
し
す
ぎ
た
勇
み
足
で
あ
ろ
う
。

恋
ひ
わ
び
ぬ
心
の
お
く
の
し
の
ぶ
山
露
も
時
雨
も
色
に
見
せ
じ
と

（
忍
恋
・
二
六
〇
）

こ
ひ
わ
び
ぬ
花
ち
る
峯
に
や
ど
か
ら
む
か
さ
ね
し
袖
や
さ
て
も
ま
が
ふ

と

（
旅
恋
・
二
九
一
）

こ
の
二
首
で
は
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
を
用
い
て
、
限
界
状
況
に
達
し

た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
て
い
る
。
二
六
〇
番
歌
は
、
恋
心
を
秘
め
て
お

く
の
に
限
界
が
来
た
状
況
、
二
九
一
番
歌
は
故
郷
に
残
し
て
来
た
妻
（
あ
る

い
は
恋
人
）
へ
の
恋
し
さ
に
堪
え
切
れ
な
く
な
っ
た
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
設

定
し
て
い
る
。

み
を
つ
く
し
し
の
ぶ
涙
の
み
ご
も
り
に
此
の
世
を
か
く
て
朽
ち
や
は
て

な
ん

（
忍
恋
・
二
五
二
）

君
の
み
と
わ
き
て
も
今
は
つ
ら
か
ら
ず
か
か
る
も
の
思
ふ
世
を
ぞ
う
ら

む
る

（
雑
恋
・
二
八
四
）

あ
ひ
見
て
も
猶
ゆ
く
へ
な
き
思
ひ
哉
命
や
こ
ひ
の
か
ぎ
り
な
る
ら
む

（
雑
恋
・
二
九
〇
）

な
が
く
し
も
む
す
ば
ざ
り
け
る
契
り
ゆ
ゑ
何
あ
げ
ま
き
の
よ
り
あ
ひ
に

け
ん

（
逢
不
遇
恋
・
二
六
三
）

猶
ぞ
う
き
此
の
世
に
き
き
し
こ
と
の
は
は
か
は
る
も
も
と
の
契
り
と
思
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へ
ど

（
逢
不
遇
恋
・
二
六
六
）

う
き
を
猶
し
た
ふ
心
の
よ
わ
ら
ぬ
や
た
ゆ
る
契
り
の
た
の
み
な
る
ら
ん

（
逢
不
遇
恋
・
二
六
七
）

二
五
二
・
二
八
四
・
二
九
〇
番
歌
は
、
こ
の
世
の
つ
ら
さ
や
自
分
の
寿
命

を
思
っ
た
作
。
二
六
三
・
二
六
六
・
二
六
七
番
歌
は
、
前
世
に
お
け
る
契
り
、

来
世
に
お
け
る
契
り
を
思
い
や
っ
た
作
。
と
も
に
、
前
世
・
現
世
・
来
世
を

思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、〈
今
〉
が
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
な
追
い
詰
め
ら
れ
た
話
者
の
状
況
以
外
に
も
、
定
家

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
を
、
丁
寧
に
設
定
し
て
い
る
。

蘆
垣
の
ひ
と
め
ひ
ま
な
き
ま
ぢ
か
さ
を
わ
け
て
つ
た
ふ
る
ま
ぼ
ろ
し
も

が
な

（
忍
恋
・
二
五
八
）

で
は
、
す
ぐ
近
所
に
住
み
な
が
ら
逢
え
な
い
状
況
を
設
定
、

か
き
な
が
す
た
だ
そ
の
筆
の
あ
と
な
が
ら
か
は
る
心
の
ほ
ど
は
見
え
け

り

（
逢
不
遇
恋
・
二
五
四
）

う
つ
る
な
り
よ
し
さ
て
さ
れ
ば
な
が
ら
へ
よ
さ
の
み
あ
だ
な
る
君
が
名

も
を
し

（
逢
不
遇
恋
・
二
六
九
）

の
二
首
で
は
、「
逢
不
遇
」
に
な
っ
て
か
ら
の
経
緯
、
あ
る
い
は
な
っ
た
時

の
事
情
が
あ
る
程
度
わ
か
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

た
だ
、
先
に
見
た
「
お
り
た
ち
て
…
」
の
よ
う
に
、
四
季
歌
に
比
べ
恋
歌

で
は
、
定
家
が
設
定
し
た
状
況
が
読
み
取
り
に
く
い
ケ
ー
ス
も
散
見
す
る
。

草
枕
ち
る
も
み
ぢ
ば
の
ひ
ま
も
が
な
な
れ
こ
し
方
を
よ
そ
に
だ
に
み
む

（
旅
恋
・
二
九
三
）

こ
の
歌
は
、

旅
の
途
次
、
散
り
し
き
る
紅
葉
々
の
絶
え
間
が
あ
れ
ば
い
い
な
あ
と
思

わ
れ
る
。
馴
れ
親
し
ん
で
き
た
あ
の
人
の
い
る
方
を
遠
く
か
ら
だ
け
で

も
眺
め
た
い
も
の
だ
。

（
注
釈
）

と
解
さ
れ
、「
彼
方
も
見
え
な
い
ほ
ど
に
紅
の
木
の
葉
が
絶
え
間
な
く
降
り

続
け
る
。
非
常
な
誇
張
で
は
あ
る
が
、
圧
倒
さ
れ
る
ほ
ど
の
幻
想
的
な
光
景

で
あ
る
。」（
注
釈
）
と
い
う
鑑
賞
も
記
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、「
草
枕
」
は
旅
寝
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で

あ
る
か
ら
、
散
り
し
き
る
紅
葉
の
葉
は
、
視
界
を
遮
る
の
で
は
な
く
、
旅
人

の
上
に
降
り
か
か
っ
て
眠
り
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
と

解
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
よ
そ
に
だ
に
み
む
」
と
い
う
の
は
、
遠
く
離
れ
た

故
郷
の
夢
を
見
る
こ
と
を
婉
曲
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
詠
歌
状
況
に
つ
い
て
凝
っ
た
設
定
を
し
、
そ
の
結
果
と
し
て

解
し
に
く
い
歌
も
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
新
古
今
和
歌
集
に
入
集
し

た
、

須
磨
の
蜑
の
袖
に
ふ
き
こ
す
し
ほ
風
の
な
る
と
は
す
れ
ど
手
に
も
た
ま

ら
ず

（
雑
恋
・
二
八
八
）

の
歌
は
、
特
に
込
み
入
っ
た
状
況
設
定
も
な
く
、
下
の
句
に
お
い
て
逢
え
そ

う
で
逢
え
な
い
も
ど
か
し
さ
を
や
や
抽
象
的
に
表
現
し
て
い
て
、
一
般
性
・

普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
。

５

本
百
首
に
お
い
て
、
定
家
は
、
四
季
歌
に
お
い
て
も
恋
歌
に
お
い
て
も
、

お
お
む
ね
三
代
集
的
な
詠
歌
の
枠
組
み
の
中
に
留
ま
り
和
歌
を
詠
作
し
て
い

る
。
後
年
、
彼
自
身
が
『
近
代
秀
歌
』
に
お
い
て
、

む
か
し
貫
之
、
歌
の
心
た
く
み
に
、
た
け
を
よ
び
が
た
く
、
詞
つ
よ
く
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姿
お
も
し
ろ
き
さ
ま
を
好
み
て
、
余
情
妖
艷
の
躰
を
詠
ま
ず
。
そ
れ
よ

り
こ
の
か
た
、
そ
の
流
れ
を
う
く
る
輩
、
ひ
と
へ
に
こ
の
姿
に
お
も
む

く
。

と
記
し
た
こ
と
に
当
て
は
め
れ
ば
、
こ
の
百
首
歌
で
は
、「
余
情
妖
艶
の
躰

を
詠
ま
ず
」「
詞
つ
よ
く
姿
お
も
し
ろ
き
さ
ま
を
」
意
識
的
に
詠
も
う
と
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
詠
歌
法
は
、
い
ま
だ
本
歌
取
り
の
技
法
が
確
立
し
て
い
な

か
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
父
俊
成
の
「
歌
の
本
体
に
は
、
た
だ
古
今
集
を
仰

ぎ
信
ず
べ
き
こ
と
な
り
」（
古
来
風
体
抄
）
と
い
う
教
え
を
実
践
す
る
、
一

つ
の
有
力
か
つ
正
攻
法
の
詠
歌
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

注

（
１
）
浅
岡
雅
子
、
神
谷
敏
成
「
藤
原
定
家
『
皇
后
宮
大
輔
百
首
』
注
釈

（
上
）（
下
）『
北
見
大
学
論
集
』
十
二
号
・
十
三
号
、
一
九
八
四
年
十

一
月
、
一
九
八
五
年
三
月
」。
同
論
考
へ
の
言
及
に
際
し
て
は
、「
注
釈
」

と
い
う
略
称
を
用
い
る
。

（
２
）
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』（
一
九
八
五
年
、
河
出
書
房

新
社
）。
定
家
の
「
皇
后
宮
大
輔
百
首
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
同
書

に
よ
り
、
一
部
送
り
仮
名
を
送
る
な
ど
の
改
変
を
行
っ
た
。
同
書
へ
の

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

（
３
）
水
垣
久
『
皇
后
宮
大
輔
百
首
全
釈
』（
二
〇
一
三
年
、
や
ま
と
う
た

ｅ
ブ
ッ
ク
ス
）。
同
書
へ
の
言
及
に
際
し
て
は
、「
全
釈
」
と
い
う
略
称

を
用
い
る
。

（
４
）
（
１
）〜（
３
）の
他
、『
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
）
に
言
及
す
る
際
は
、「
俟

後
抄
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。

（
５
）
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
な
さ
れ
た
先
行
研
究
に
、
久
保
田
淳
『
新
古
今

歌
人
の
研
究
』（
一
九
七
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）、
赤
羽
淑
『
藤
原

定
家
の
歌
風
』（
一
九
八
五
年
、
桜
楓
社
）
が
あ
る
。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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