
『
忠
度
集』
の
花
と
月
の
歌

r巾心
度
集』
の
花
の
歌
は
六
首、
月
の
歌
は
十一
首
あ
る。
そ
の
う
ち、
自

然
観
照
詠
と
し
て
の
花
の
歌
と
月
の
歌
は
主
題
が
同
じ
も
の
が
相
互
に
対
応

す
る
よ
う
に
配
列
し
て
あ
り、
両
者
は
有
披
的
に
閲
辿
し
合
い
な
が
ら、
全
体

と
し
て
深
い
余
梢
を
湛
え
た
美
の
祉
界
を
創
造
し
て
い
る。

花
の
歌
と
月
の
歌
を
主
題
別
に
分
類
す
る
（
淡
数
字
は
歌
の
番
号）
と、

①、
月
へ
の一
途
な
愛
舒
心
を
詠
ん
だ
も
の

匹一
、
四
二、
四
四

岡、

花
と
月
を
女
に
喩
え
て、
そ
れ
ら
へ
の
恋
術
を
歌
っ
た
も
の

（
花）
一
i

-

（
月）

四
三

③、
花
と
月
の
絵
画
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
た
も
の

（
花）
一
三

（
月）
―-
三、
四
五、
五
七

m、
花
と
月
の
美
質
を
趣
向
を
凝
ら
L
て
捉
え
た
も
の

（
花）
一
四、
八
二

（
月）
四
六、
六
六

田、
花
と
月
か
ら
触
発
さ
れ
た
懐
旧
の
梢
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の

桜
）
の
歌
は、
次
の
歌
の
影
枷打
を
受
け
て
い
る。

り
花
の
歌
は
自
然
詠
が
五
首、
人
事
詠
が一
ゃ目
で
あ
る。

妥
'
↑

2
 
．．
 12を
し
み
か
ね
ち
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
れ
ば
心
も
か
ぜ
に
さ
そ
は
れ
に
け

（
花）
一
五

（
月）
四
七

固、
花
と
月
を
人
事
詠
と
結
ぴ
つ
け
て
取
り
上
げ
た
も
の

（
花）
一
六

（
月）
八
四

と
な
る。
こ
こ
で
は、

r忠
度
集』
の
m
i
固
の
自
然
を
観
照
し
た
花
と
月

の
歌
を
こ
の
主
題
に
沿
っ
て
取
り
上
げ
て、
そ
の
自
然
観、
和
歌
観
の
特
色

を
内
容
と
表
現
の
而
か
ら
見
て
み
よ
う
と
思
う。

な
お、
和
歌
本
文
の
引
用
は
『
新
綿
国
歌
大
観」
に
拠
っ
た。
た
だ
し、
r
万

策
集」
は
r
新
紺
日
本
古
典
文
学
全
集
万
策
集』
を
用
い
た。

瀬

良

基

樹
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よ
め
る

山
ざ
く
ら
千
千
に
心
の
く
だ
く
る
は
ち
る
花
ご
と
に
そ
ふ
に
や
有
る
ら
ん

（
堀
河
百
首、
一
四
六、
匡
房。
千
戟
集、

八
四。
江
帥
集、
初
句
「
ち
る
た
ぴ
に
L、
四
句
「
は
な
ぴ
ら
ご
と
に」）．

(ftl)
 

こ
の
匡
房
の
歌
の
本
歌
は、
木
船
皿
昭
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
日、
花
つ
み
よ
り
か
へ
り
け
る
女
ど
も
を
見
て

と
ど
む
べ
き
物
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
ち
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
こ
こ
ろ

か

（
古
今
集、
巻
二、
春
歌
下、
一
三
二、
み
つ
ね）

．
で
あ
る。
散
る
花
を
惜
し
む
気
持
ち
が
強
ま
る
と、
匡
房
の
歌
に
も
あ
る
よ

う
に、
心
が
様
々
に
乱
れ
る
の
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
で
射
恒
や
匡
房
の
歌
は、
散
る
花
と
心
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
が、

忠
度
の
歌
は
さ
ら
に
風
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
あ
る。
こ
の
よ
う
な
歌
に
は、

内
衷
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時、
落
花

う
し
と
お
も
ふ
風
に
ぞ
や
が
て
さ
そ
は
る
る
ち
り
行
く
花
を
し
た
ふ
心
は

（
新
後
揺
集、
巻
二、
春
歌
下‘
―
二
五、
遊
義
門
院
権
大
納
言）

•

よ
し
さ
ら
ば
た
ぐ
ふ
心
を
ち
る
花
に
そ
へ
て
も
さ
そ
へ
春
の
山
か
ぜ

（
延
文
百
首、
八一
七、
祗
道）

．
な
ど
が
あ
るー
忠
度
の
歌
の
「
心
も
か
ぜ
に
さ
そ
は
れ」
る
と
い
う
の
は、

花
の
歌
の
中
に

．
見
る
人
の
を
し
む
こ
こ
ろ
や
ま
さ
る
と
て
花
を
ば
か
ぜ
の
ち
ら
す
な
り
け

り

（
風
雅
集、
光J
三、
春
歌
下、
ニ
ニ
ニ、
二
条
院
参
河
内
侍）

と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に、
風
が
花
を
散
ら
せ
ぱ
散
ら
す
ほ
ど
散
る
花
を
愛

惜
す
る
心
が
ま
す
ま
す
珠っ
て
い
く
こ
と
を一
i日
っ
て
い
る。
こ
の
点
で、
心

は
花
と
諏
な
り
合
っ
て
い
る。
前
述
し
た
拐
恒
の
歌
の
詞
術
き
か
ら
花
は
女

の
比
喩
で、
こ
の
歌
の
背
原
に
は
女
へ
の
強
い
硲
梢
も
歌
わ
れ
て
い
る。

③
13
み
よ
し
の
の
花
さ
き
に
け
り
つ
ね
よ
り
も
あ
さ
ゐ
る
誤
の
は
る
る
ま
も

r
万
業
集」
に
歌
わ
れ
た
吉
野
の
地
は
吉
野
離
宮
の
匝
か
れ
た
坦
地
で、

人
麻
呂
や
赤
人
ら
の

｛目廷
歌
人
が
天
皇
行
幸
の
地
と
し
て
賛
歌
を
詠
ん
で
い

る。
平
安
朝
に
な
る
と
吉
野
山
と
桜
を
結
ぴ
つ
け
た
歌
が
出
現
す
る
が、
片

桐
洋一
氏
に
よ
る
と、
三
代
梨
時
代
の
例
は
多
い
と
は
言
え
ず、
「
吉
野
山

と
桜
と
の
関
係
が
決
定
的
な
も
の
に
な
る」
の
は
「
西
行
と
そ
の
時
代」
だ

届2)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

と
こ
ろ
で、
吉
野
山
の
花
を
箕
に
見
立
て
た
歌
に
は、

み
吉
野
の
よ
し
の
の
山
の
桜
花
白
槃
と
の
み
見
え
ま
が
ひ
つ
つ

（
後
撰
集、
巻
三、
春
下、
一
―
七、
よ
み
人
し
ら
ず）

な
ど
が
あ
り、
忠
度
の
歌
に
出
て
く
る
「
ゐ
る
浜」
は、

沌
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
我
が
思
は
な
く
に

（
万
葉
集、
巻
三、
二
四
二、
弓
削
皇
子。
夫
木
抄）

と
詠
ま
れ
て、
動
か
ず
に
棚
引
い
て
い
る
小公
を
表
す
が、
花
を
そ
れ
に
見
立

て
た
歌
の
出
現
は
平
安
後
期
か
ら
で
あ
る。

山
た
か
み
あ
さ
ゐ
る
裳
と
見
え
つ
る
は
よ
の
ま
に
さ
け
る
桜
な
り
け
り

（
玉
業
集、
巻
二、
春
歌
下、
一
三
九、
祝
部
成
伸）

結
局
忠
度
の
歌
は、
花
を
年6
に
見
立
て
な
が
ら、

な
き
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か
な

…
…
吉
野
の
宮
は
山
高
み
雲
そ
た
な
ぴ
く
川
速
み
瀬
の
音
そ
消
き
神
さ
ぴ

て
見
れ
ば
貨
く
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ

こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
も
も
し
き
の
大
宮
所
止
む
時
も
あ
ら
め

・

（
万
葉
集、

巻
六‘
1

0
0
五、

山
部
赤
人）

と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に、

全
山
桜
に
覆
わ
れ
て、

朝
祁
に
雲
が
か
か
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
吉
野
山
の
秀
麗
な
姿
を
絵
画
的
に
捉
え
て
賛
美
し
て
い

る。

・

い
m

賀
茂
歌
合
に、

花
を
よ
め
る

14
木
の
も
と
を
や
が
て
す
み
か
と
な
さ
じ
と
て
お
も
ひ
が
ほ
に
や
花
は
ち

る
ら
ん

（
月
詣
和
歌
集、

巻
二、

二
月、
一
―
―――-
。

別
雷
社
歌
合）

こ
の
歌
の
本
歌
は、

次
の
歌
で
あ
る
。

修
行
に
い
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
と
き、

は
な
の
も
と
に
て
よ
ま
せ
た
ま

こ
の
も
と
を
す
み
か
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
は
な
み
る
人
に
な
り
ぬ
ぺ
き

（
金
葉
集
三
奏
本、

第
一
、

春、

四

九、

花
山
院。

詞
花
梨、

巻
九、

雑
上、

二
七
六、

四
句
「
は
な
み
る
人

と
」。

和
漢
朗
詠
集、

五
句
「
な
り
に
け
る
か
な」。

古
来
風
体
抄
等〉

こ
の
花
山
院
の
歌
は、

人
が
山
中
の
木
の
下
で
修
行
の
身
と
し
て
過
ご
す

自
分
を
花
を
観
畑
す
る
人
と
見
紛
う
諮
維
を
主
題
と
し
て
い
る。

こ
の
歌
の

本
歌
取
り
の
歌
は
大
弐
高
遠
や
行
椋
や
西
行
も
詠
ん
で
い
る
が、

他
に
も、

宝
治
元
年
百
首
歌
に、

見
花

へ
る

辱
ね
て
ぞ
花
を
も
み
ま
し
木
の
も
と
を
す
み
か
と
も
せ
ぬ
我
が
身
な
り
せ

ま（
新
拾
辿
集、

巻
二、

春
歌
下‘
―

二
四、

藤
原
光
俊
朝
臣。

宝
治
百
首）

な
ど
が
あ
り、
一

夜
の
旅
寝
の
風
流
と
し
て
花
の
下
で
過
ご
す
こ
と
は
古
来

あ
っ
た。

忠
度
の
歌
は、
r
別
前
社
歌
合ニ
で
は
寂
巡
と
つ
が
わ
さ
れ
て
負
け
と
な
っ

て
い
る
。

判
者
俊
成
は
こ
の
歌
に
つ
い
て、
「
や
が
て
住
家
と
な
さ
じ
と
て

と
い
へ
る、

え
む
に
こ
そ
侍
る
め
れ」

と
評
し
て
い
る。

結
局
こ
の
歌
は、

花
を
擬
人
化
し
な
が
ら、

花
が
散
る
の
は
木
の
下
の
住
家
が
み
や
ぴ
を
求
め

る
人
の
遊
ぴ
の
た
め
の
場
所
で
は
な
く、

修
行
の
た
め
の
場
所
で
あ
る
こ
と

を
説
諭
す
る
か
ら
だ
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
し
て、

耽
美
的
な
気
分
を
裔
め

て
い
る
。

人
人
よ
み
侍
り
し
に

82
な
づ
さ
ひ
し
む
か
し
に
あ
ら
ず
ふ
り
ぬ
る
を
し
ら
ぬ
お
き
な
と
花
や
み

る
ら
ん

「
し
ら
ぬ
お
き
な」

と
い
う
表
現
は、

次
の
歌
に
よ
る
。

ま
す
か
が
み
そ
こ
な
る
か
げ
に
む
か
ひ
ゐ
て
見
る
時
に
こ
そ
し
ら
ぬ
お
き

な
に
あ
ふ
心
地
す
れ

（
拾
遺
集、

巷
九、

雑

下、

旋
頭
歌、

五
六
五。

古
今
和
歌
六
帖、

作
者
み
つ
ね。

和
漢
朗
詠
集）

こ
の
歌
は、

鋭
に
映
っ
た
自
分
の
老
い
た
姿
が
あ
ま
り
に
も
自
分
ら
し
く
な

い
と
い
う
嘆
き
を
詠
ん
で
い
る。

こ
の
表
現
を
用
い
た
歌
に
は、

あ
る
所
の
屏
風
の
絵
に、

あ
れ
た
る
家
に
老
人
花
み
た
る
と
こ
ろ
を
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老
後
述
悛

…•••
い
た
づ
ら
に
す
ぐ
る
月
日
は
も
と
ゆ
ひ
の
ふ
か
む
ら
さ
き
の
し
も
と

な
り
お
も
て
に
た
た
む
し
ら
な
み
の
し
ら
ぬ
お
き
な
に
な
り
は
て
て・◆●◆●●

（
江

帥集、
三一
四）

住
吉
社
歌
合
に、
述
懐
を

わ
が
さ
か
り
や
よ
い
づ
か
た
へ
ゆ
き
に
け
ん
し
ら
ぬ
お
き
な
に
身
を
ば
ゆ

づ
り
て

（
万
代
和
歌
媒、
三
六
九
六、
消
輔
朝
臣。
夫
木
和
歌
抄）

な
ど
の
よ
う
な
直
接
的
に
老
残
の
身
を
吹
く
歌
も
あ
る
が、
忠
度
の
歌
は、

．

さ
く
ら
の
花
の
も
と
に
て
年
の
お
い
ぬ
る
こ
と
を
な
げ
き
て
よ
め
る

い
ろ
も
か
も
お
な
じ
む
か
し
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け

る

（
古
今
集、
巻一
、
春
歌
上、
五
七、
き
の
と
も
の
り）

の
歌
と
内
容
的
に
通
じ
て
い
る。

か
し
ら
お
ろ
し
て
の
ち、
東
山
の
は
な
み
侍
り
け
る
に、
円
城
寺
の
は

な
お
も
し
ろ
か
り
け
る
を
み
て、
よ
み
侍
り
け
る

い
に
し
へ
に
か
は
ら
ざ
り
け
り
山
ざ
く
ら
花
は
我
を
ぱ
い
か
が
み
る
ら
ん

（
千
戟
集、
巷
十
七、
雑
歌
中‘
I
O
R
五、
前
中
納
酋
基
長）

の
剃
要
に
よ
る
変
身
に
対
し
て、
花
を
擬
人
化
し
て
老
人
が
そ
れ
に
恨
れ
親

．
し
ん
で
い
た
背
と
疎
遠
な
間
柄
で
あ
る
今
と
を
対
比
し
な
が
ら、
人
生
の
無

常
さ
へ
の
吸
き
を
対
泉
化
し
て
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る。

次
に、
月
の
歌
は
自
然
観
照
詠
十
首、
人
事
詠一
首
で
あ
る。

,1,'
ー・

1
ア
9

,
9

9

 

41
よ
ひ
の
ま
も
そ
ら
や
は
か
は
る
い
か
な
れ
ば
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
月
の
す

む
ら
ん

r

新
日
本
古
典
文
学
大
系
詞
花
梨」
は、
次
の
九
六
の
歌
に
つ
い
て
九
五

の
歌
と
「
同
想、」
と
し、
類
歌
と
し
て
こ
の
忠
度
の
歌
を
あ
げ
て
い
る。

題
不
知

い
か
な
れ
ば
お
な
じ
そ
ら
な
る
月
か
げ
の
あ
き
し
も
こ
と
に
て
り
ま
さ
る

ら
ん

（
閥
花

集、
殊
J
-―
r
秋、
九
五、
右
大
臣。
後
欲
利
歌
集。
中
宮
光
頻
輔
家
歌
合）

家
に
歌
合
し
侍
り
け
る
に
よ
め
る

は
る
な
つ
は
そ
ら
や
は
か
は
る
あ
き
の
よ
の
月
し
も
い
か
で
て
り
ま
さ
る

ら
ん

（
詞
花
梨、
巻―
1

-、
秋、
九
六、
左
衛
門
将
家
成）

前
者
に
つ
い
てr
中
宮
亮
頻
輔
家
歌
合
A

の
判
者
基
俊
は、
「
姿
こ
と
甜
共

に
う
る
は
し
く
見
所
侍
る
め
り、
お
な
じ
空
な
る
な
ど
い
へ
る
詞、
秋
し
も

こ
と
に
と
い
へ
る
わ
た
り、
い
に
し
へ
に
恥
ぢ
た
る
な
ど
も
冊
え
侍
ら
ず」

と
判
洞
を
述
べ
て、
「
そ
ら」
に
つ
い
て
は
「
お
な
じ」
と
概
念
的
に
把
梱

し
な
が
ら、
「
月
か
げ」
に
つ
い
て
は
「
あ
き」
と
具
体
的
に
捉
え
た
対
比

表
現
に
注
目
し
て
い
る。
後
者
は
「
そ
ら」
も
「
月」
も
具
体
的
な
季
節
を

あ
げ
て
い
る。
両
者
共
に一
年
間
を
通
し
て
変
わ
ら
ぬ
空
に
対
し
て
秋
が
格

別
な
月
光
や
月
の
現
象
的
な
相
述
に
滸
目
し
て
い
る
が、
忠
度
の
歌
は一
H

の
中
の
「
よ
ひ
の
ま」
と
夜
更
け
に
お
け
る
「
そ
ら」
と
「
月」
の
現
象
の

述
い
に
焦
点
を
当
て
て
い
る。

月
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る
ら
ん

こ
れ
ら
の
歌
は、

奈
良
花
林
院
歌
合
に
月
を
よ
め
る

い
か
な
れ
ば
秋
は
ひ
か
り
の
ま
さ
る
ら
む
お
な
じ
み
か
さ
の
山
の
は
の
月

・

（
金
菜
集
二
度
本、
殊J
-―-、
秋
部、
二
01―‘

権
俯
正
永
緑。
永
縁
奈
良
房
歌
合、
初
句
「
い
か
に
し
て」。
古
来
風
体
抄）

や、
そ
の
本
歌、

突和
元
年
八
月
十
日
内
裏
歌
合
に
よ
み
侍
り
け
る

い
つ
も
み
る
月
ぞ
と
お
も
へ
ど
あ
き
の
よ
は
い
か
な
る
か
げ
を
そ
ふ
る
な

（
後

拾逍
集、
第
四、
秋
上、
二
五
六、

蔽
原
長
能。
公
任
集、
二
句
「
月
ぞ
と
思
ふ
に」。
内
炎
歌
合）

の
形
秤
を
受
け
て
い
る。
こ
れ
ら
の
歌
の
「
い
か
な
れ
ば
・・・・・・
ら
む」、
「
い

か
で•'
…
ら
む」
と
い
う
疑
間
形
は、
白
問
し
な
が
ら
そ
の
自
然
現
象
の
特

異
さ
を
提
起
す
る
形
に
な
っ
て
い
る。

結
局
忠
度
の
歌
は、
「
月
か
げ
は
山
の
は
い
づ
る
よ
ひ
よ
り
も
ふ
け
ゆ
く

そ
ら
ぞ
て
り
ま
さ
り
け
る」
（
後
拾
迫
躯、
八
三
七、
大
蔵
卯
長
房）
の
歌

の
よ
う
な
時
訓
的
経
過
に
伴
う
月
光
の
変
化
を

単純
に
捉
え
た
も
の
で
は
な

く、
秋
の
夜
更
け
と
い
う
時
間
が
月
明
に
与
え
る
影
押
の
大
き
さ
に
登
吹
し

て
い
る。

り
42
月
か
げ
は
い
づ
こ
と
わ
か
じ
も
の
ゆ
ゑ
に
や
ど
に
心
の
と
ま
ら
ざ
る
ら

む
r
い
づ
こ
と
も：・・・・
わ
か
じ
（
ず）」
は、

い
づ
こ
と
も
春
の
ひ
か
り
は
わ
か
な
く
に
ま
だ
み
よ
し
の
の
山
は
雪
ふ
る

（
後
檄
集、
怨一
、
春
上、
一
九、
み
つ
ね）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
場
所
を
選
ば
な
い
意
を
表
わ
し

て
い
る。

忠度
の
歌
は、

い
づ
く
と
も
月
は
わ
か
じ
を
い
か
な
れ
ば
さ
や
け
か
る
ら
む
さ
ら
し
な
の

河
百
首、
七
九
七、
陸
源。
千
載
集、
二
七
七、
初
句
「
い
づ
こ
に
も」）

の
影
郭
を
受
け
て
お
り、
上
の
句
に

月光
の
照
射
の
地u
iG
平
等
性
を

条件
と

し
て
あ
げ
て
い
る。
忠
度
の
歌
の
下
の
句
の
「
や
ど
に
心
の
と
ま
ら
ざ
る
ら

む」
も、
「
と
ま
る」
が
「
や
ど」
の
縁
糾
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る。
こ

の
よ
う
な
表

現も
前
例
が
あ
る。

か
ぎ
り
な
く
さ
や
け
き
月
を
詠
む
れ
ば
お
に
心
ぞ
と
ま
ら
ざ
り
け
る

（
或
所
歌
合、
天
召
四
年
四
月、

二ニ）

忠
度
の
歌
も、
月
光
の
梢
沿
さ
に
誘わ
れ
て、
家
の
中
で
は
心
が
落
ち
沿

か
ず
外
出
し
て
至
る
所
を
訪
ね
て、
月
光
の
楊
所
を
選
ば
な
い
輝
き
に
触れ

よ
う
と
す
る
耽
美
的
な
気
分
を
詠
ん
で
い
る。

り

野
径
月

44
月
か
げ
の
い
る
を
か
ぎ
り
に
わ
け
ゆ
け
ば
い
づ
こ
か
と
ま
り
野
原
し
の

は
ら

歌
俎
の
r
野
径
月」
は、

忠
通
や
広
―百、

胚
原
良
経
ら
の
歌
に
見
ら
れ、

野
胤
の
中
の

古迫
で
見
た
月
を
取
り
上
げ
て
い
る。
忠
度
の
歌
の
r
野
原
し

（
堀
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旅
更
衣
せ
む
や

さ
き
む
だ
ち
ゃ

さ
き
む
だ
ち
ゃ

と
歌
わ
れ
て
お
り、

ま
た、

ま
だ
し
ら
ぬ
た
ぴ
の
道
に
ぞ
出
で
に
け
る
野
原
し
の
原
人
に
と
ひ
つ
つ

（
堀
河
百
首、
一

四
五
八、

匡
房。

新
勅
撰
集、

五
一

五）

と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に、

人
跡
稀
な
広
大
な
草
原
で
あ
っ
た。

「
い
づ
こ
か
と
ま
り」

は、
r
万
葉
集」
で
は、

·

照
る
月
を
雲
な
隠
し
そ
島
陰
に
我
が
船
泊
て
む
泊
ま
り
矧
ら
ず
も

（
巻
九、
一

七
一

九、

春
日
蔵。

続
千
戦
集、

七
七
七、

読
人
不
知、

四

句
「
わ
が
舟
よ
せ
む」。

家
持
集、
一

六
九、

四
句
「
わ
が
ふ
ね
と
め
ん」）

の
よ
う
に
「
泊
ま
り
知
ら
ず
も」
と
用
い
ら
れ
て
い
る。
一

方
「
源
氏
物
語」

で
は、浮

烏
を
消
ぎ
雌
れ
て
も
行
く
方
や
い
づ
く
と
ま
り
と
知
ら
ず
も
あ
る
か
な

（
玉
位、

兵
部
の
君）

．

と
「
い
づ
く
と
ま
り」

の
形
で
使
わ
れ
て、

忠
度
の
歌
に
影
響
を
与
え
て
い

る。
結
局
忠
度
の
歌
は、

五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時、

野
径
月

ゆ
く
す
ゑ
は
空
も
ひ
と
つ
の
武
蔵
野
に
草
の
原
よ
り
い
づ
る
月
か
げ

の
は
ら」

は、
『
佃
馬
楽』
に、

更
衣

我
が
衣
は

野
原
篠
原

萩
の
花
摺
や

旅
恋

（
新
古
今
集、

巻
四、

秋
歌
上、

四
ニ―
-、

摂
政
太
政
大
臣）

の
大
卒
原
か
ら
昇
る
月
に
向
か
っ
て
ゆ
く
旅
の
光
景
に
対
し
て、

沈
む
月
を

追
っ
て
遥
か
に
続
く
野
原
篠
原
の
中
を
ど
こ
ま
で
も
旅
を
続
け
る
様
を
詠
ん

で
い
る。

月
は、

心
細
い
旅
人
の
気
持
ち
を
励
ま
す
道
述
れ
で
も
あ
っ
た。

②
43
お
ほ
が
の
の
た
か
葉
か
り
し
き
さ
ぬ
る
よ
は
の
ち
も
し
の
べ
と
す
め
る

月
か
な

「
お
ほ
が
の
」
は
「
大
我
の
野」
の
意
で、
『
万
葉
集
全
釈
;ツ
『
万
薬
集』

巻
九
の
一

六
七
七
の
歌
の
注
釈
に
r
紀
伊
国
名
所
図
会』
を
引
い
て、

現
和
歌

山
県
橋
本
市
の
相
賀
台
と
い
う
広
野
を
言
う
と
あ
る。

「
た
か
薬
か
り
し
き
さ
ぬ
」

も、
r

万
袋
集;
を
受
け
た
旅
寝
の
様
子
を
述

べ
た
表
現
で
あ
る。
『
万
菜
集』
に
は、

大
宝
元
年
辛
丑
の
冬
十
月
に、

太
上
天
皇・
大
行
天
皇、

紀
伊
国
に
幸

せ
る
時
の
歌
十
三
首

た
か
tr

い
＂

大
和
に
は
開
こ
え
行
か
ぬ
か
大
我
野
の
竹
葉
刈
り
敷
き
屈
り
せ
り
と
は

（
巻
九、
一

六
七
七、

作
者
未
詳。

夫
木
利
歌
抄、

九
七
三
七、

二
句
「
き
こ
え
も
ゆ
く
か」）

と
詠
ま
れ
て
い
る。
「
さ
ぬ
る」

の
「
さ」

は
接
頭
語
で、
r
さ
寝」

は
『
万

葉
集
A

で
男
女
の
共
寝
を
言
う
場
合
に
多
用
さ
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
に
忠

度
の
歌
の
表
現
は
r
万
紫
集』
の
歌
に
よ
っ
て
い
る
が、

内
容
的
に
は
次
の
歌

に
通
じ
て
い
る。

立
ち
か
へ
り
駒
の
行
き
か
ふ
は
ど
な
ら
ば
た
か
ば
か
り
し
き
独
ね
ま
し
ゃ
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（
堀
河
百
首‘
ー
ニー
九、
国
信）

「
の
ち
し
の
ぶ」
も
月
と
結
ぴ
つ
け
た
例
を
あ
げ
る
と、

恋
の
歌
の
中
に

も
ろ
と
も
に
見
て
し
も
か
な
し
夜
半
の
月
後
忍
ぶ
べ
き
影
と
思
へ
ば

（
新
統
古
今

集、
巻
十
三、
恋
歌
三、
ご一
八
六、
後一
条
入
道
前
関
白
左
大
臣
女）

と
詠
ま
れ、
後
で
心
の
中
で
思
い
起
こ
す
意
で
使
わ
れ
て
い
る。

結
局
忠
度
の
歌
は、
月
を
擬
人
化
し
て
女
と
し
て
見
て、
消
澄
な
月
を
共

寝
の
相
手
と
し
て
大
我
の
野
で
旅
寝
し
た
今
夜
は
後
に
な
っ
て
も
し
み
じ
み

と
思
い
出
す
こ
と
だ
ろ
う
と
言
っ
て、
旅
の
恋
を
い
と
お
し
ん
で
い
る。

③
m

月
前
草
花

32
萩
が
花
た
を
れ
ば
ぬ
る
る
袖
に
さ
へ
露
を
し
た
ひ
て
や
ど
る
月
か
げ

（
月
詣
和
歌
集、
巻
七、
七
月、
六
六
〇。
治
承
三
十
六
人
歌
合）

袖
が
露
に
渦
れ
な
が
ら
萩
の
花
を
手
折
る
行
為
は、

露
け
く
て
わ
が
衣
手
は
ぬ
れ
ぬ
と
も
折
り
て
を
ゆ
か
ん
秋
は
ぎ
の
花

．

（
拾
迫
集、
巻
三、
秋、
一
八
二、
み
つ
ね）

な
ど
の
前
例
が
あ
る。
一
方、
忠
度
の
歌
の
下
の
句
の
r
袖
の
露」
は
涙
の

意
で
は
な
く、

前
斎
宮
に
ま
ゐ
り
て
人
人
物
申
し
け
る
に、
萩
の
露
に
月
の
や
ど
り
て

お
も
し
ろ
く
見
え
け
れ
ば

秋
は
ぎ
の
し
た
ば
に
月
の
や
ど
ら
ず
は
あ
け
て
や
露
の
か
ず
を
し
ら
ま
し

（
散
木
奇
歌
集、
四
九
二。
統
古
今
集、
三
二
六、
俊
頼
朝
臣）

の
歌
と
同
じ
く、
実
際
の
露
で
あ
る。

r
為
忠
家
初
度
百
首
L

に
は
r
苔
上
露」
が
題
と
し
て
設
け
ら
れ
て
そ
れ
に

宿
る
月
が
詠
ま
れ、
ま
た『
為
忠
家
後
度
百
首』
に
は
「
露
上
月」
の
題
も
採

ら
れ
て、
「
は
ち
す」、
i

を
ざ
さ
は
ら
の
す
ゑ
ば」、
「
あ
さ
ぢ
は
ら」、
「
＜

さ
の
は」、
「
の
ば
ら」
な
ど
に
阻
＜
露
に
宿
る
月
も
歌
わ
れ
て
お
り、
白
い

露
と
黄
色
い
月
光
が
映
じ
合
う
印
象
的
な
美
し
さ
が
捉
え
ら
れ
て
い
る。

俊
頼
の
歌
の
萩
の
下
策
に
置
く
露
に
映
る
月
光
に
対
し
て
忠
度
の
歌
は、

「
露
を
し
た
ひ
て」
と
擬
人
法
を
用
い
な
が
ら、
萩
の
花
の
上
に
置
く
露
に

映
る
月
光
ぱ
か
り
か、
萩
の
花
を
折
る
袖
を
濡
ら
す
露
に
ま
で
も
映
る
月
光

を
捉
え
て、
露
の
白、
萩
の
花
や
月
光
の
貿
色
と
い
っ
た、
対
比
に
よ
っ
て

一
怒
際
立
つ
色
彩
の
美
し
さ
に
感
動
し
て
い
る。

'

S

関
路
月

45
月
か
げ
も
う
つ
し
と
ど
め
つ
あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
水
の
な
に
こ
そ
有
り

け
れ

「
逢
坂
の
関
の
梢
水」
を
詠
ん
だ
早
い
歌
と
し
て
は、

延
喜
御
時
月
次
御
屏
風
に

あ
ふ
さ
か
の
関
の
し
水
に
影
見
え
て
今
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
こ
ま

（
拾
逍
集、
巻
三、
秋、
一
七
0、
つ
ら
ゆ
き）

の
よ
う
に、
望
月
の
駒
と
結
ぴ
つ
け
た
も
の
も
あ
る
が、
数
は
少
な
い。

平
安
末
期
に
な
る
と、
『
堀
河
百
首
L

に
「
駒
迎」
や
「
関」
が、
ま
たr
為

忠
家
初
度
百
首
t

に
は
「
深
夜
駒
迎」
が
図
と
し
て
掲
げ
ら
れ、
途
坂
関
を

取
り
上
げ
た
歌
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
忠
度
の
歌
の
よ
う
に、
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「
関
の
祈
水」
と
月
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
は、

相
坂
の
関
の
し
水
の
な
か
り
せ
ば
い
か
で
か
月
の
影
を
と
め
ま
し

（
絞
拾
辿
集、
巻
四、
秋
歌
上、
二
九
五、
左
京
大
夫
顕
輔）

逸
坂
の
関
の
泊
水
に
や
ど
り
て
や
今
夜
の
月
は
名
を
と
ど
め
け
ん

（
玄
玉
和
歌
集、
四
二
九、
母
玄
法
師）

な
ど
が
あ
り、
忠
度
の
歌
も
粋
玄
法
師
の
歌
と
内
容
的
に
通
じ
て
お
り、
「
あ

ふ
さ
か
の
関
の
し
水
は
月
か
げ
も
う
つ
し
と
ど
め
つ
る
な
に
こ
そ
有
り
け

れ」
の
側
訟
で、
名
所
の
名
の
開
れ
を
説
明
し
た
形
を
取
っ
て
い
る。
そ
し

．
て、
関
の
梢
水
が
そ
の
名
に
迩
わ
ず
明
る
い
月
光
を
映
し
出
す
梢
沿
さ
を
称

え
て
い
る。

団

月
前
千
店

57
小
夜
ふ
け
て
月
か
げ
さ
む
み
玉
の
う
ら
の
は
な
れ
こ
じ
ま
に
千
ど
り
な

く
な
り

（
万
代
和
歌
集、
一
四一――
七。
夫
木
和
歌
抄、
六
八
八
0)

千
烏
は『
万
葉
集
A

で
河
瀬
で
呪
く
身
近
な
烏
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る。

平
安
朝
に
入
る
と、
寒
風
を
受
け
て
夜
叫
＜
而
が
弛
潤
さ
れ
て
く
る。

俎
し
ら
ず

思
ひ
か
ね
い
も
が
り
ゆ
け
ば
冬
の
夜
の
河
風
さ
む
み
ち
ど
り
な
く
な
り

（
拾
逍
集、
咎
四、

冬、
ニ
ニ
四、
つ
ら
ゆ
き。
古
今
和
歌
六
帖。
利
淡
朗
詠
集。
且
之
集）

り
な
く
な
り

よ
さ
の
う
ら
の
ま
つ
か
ぜ
さ
む
み
ね
ざ
め
す
る
あ
り
あ
け
の
そ
ら
に
ち
ど

（
忠
盛
集、
五
九）

冬
十
首

旅
宿
千
品

な
る
み
が
た
し
ほ
風
さ
む
み
ね
化
す
る
浪
の
枕
に
干
島
な
く
な
り

（
今
撰
和
歌

集、
冬‘
1
0
0、
凱
昭。
治
承
三
十
六
人
歌
合。
三
百
六
十
番
歌
合）

と
こ
ろ
で、
忠
度
の
歌
は
「
月
か
げ
さ
む
み」
と
詠
ん
で
い
る。
丹
羽
博
之

氏
は、
漢
詩
に
お
い
て
月
光
は
「
梢、
冷」
と
表
現
さ
れ、

ぶ木」
と
表
現

(t3)
 

す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。
和
歌
で
月
光
を
明

確
に
「
寒
し」
と
表
現
し
た
の
は、
次
の
歌
が
最
初
で
あ
る。

百
首
う
た
よ
み
は
べ
り
し
に、
千
島
を

あ
り
あ
け
の
月
か
げ
さ
む
み
な
に
は
が
た
お
き
の
し
ら
す
に
ち
ど
り
な
く

な
り

（
林
業
利
歌
集、
六
五
八。
万
代
和
歌
集。
夫
木
和
歌
抄）

こ
の
歌
は
「
お
き
の
し
ら
す」
の
白
が
月
光
と
映
じ
合
っ
て
冬
の
夜
明
け
の

寒
々
と
し
た
印
象
を
強
め
て
い
る。
さ
ら
に
千
島
の
戸
が
加
わ
っ
て、
冷
涼

感
は一
双キ
に
増
大
し
て
い
く。

忠
度
の
歌
は
俊
恵
の
歌
の「
な
に
は
が
た
お
き
の
し
ら
す」
に
対
し
て、r
玉

の
う
ら
の
は
な
れ
こ
じ
ま」
と
い
うr
万
5叩
集
L

に
歌
わ
れ
た
地
名
を
詠
み
込

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る。
こ
れ
に
つ
い
て
は、
r

万
菓
集
注
釈」
の

r
万
業
集』
巻
七
の
i

二
0
二
の
歌
の
訓
釈
に
も、
「
勝
捕
の
南、
下
旦
町

に
粉
白
が
あ
り、
そ
こ
の
入
海
を
今
も
玉
の
捕
と
呼
ん
で
い
る」
と
説
明
さ

れ
て
い
る。
視
銘、
聡
党、
触
党
を
働
か
せ
て
捉
え
た
「
杢
の
う
ら
の
は
な

れ
こ
じ
ま」
の
深
夜
の
冴
え
わ
た
っ
て
荒
涼
と
し
た
光
批
は、
忠
度
の
炭
悶

や
悲
悧
の
深
さ
を
表
わ
す
心
象
風
倣
で
も
あ
ろ
う。
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ぃ
S

九
月
十
三
夜

46
を
し
と
い
へ
ど
秋
の
な
か
ば
の
月
は
な
ほ
こ
よ
ひ
も
あ
り
と
お
も
ひ
な

さ
れ
き

r
万
薬
猥
以
来 、
月
を
惜
し
む
の
は
月
が
山
に
入
る
場
合
が
多
い 。
八

月
十
五
夜
に
つ
い
て
は 、
そ
の
名
を
惜
し
む
と
す
る
歌
が
見
ら
れ
る 。

閏
九
月
あ
る
と
し
の
八
月
十
五
夜
を
よ
め
る

秋
は
な
ほ
の
こ
り
お
ほ
か
る
と
し
な
れ
ど
こ
よ
ひ
の
月
は
な
こ
そ
を
し
け

れ

（
金
菜
集
二
度
本 、
巻
三 、
秋
部 、
一
八
六 、
春
宮
大
夫
公
実）

一
方 、
九
月
十
三
夜
の
月
は ｀

延
喜
十
九
年
九
月
十
三
日
御
屏
風
に 、
月
に
の
り
て
祝
而
淡

も
も
し
き
の
大
宮
な
が
ら
や
そ
し
ま
を
見
る
心
地
す
る
秋
の
よ
の
月

（
拾
辿
集 、
殊J
十
七 、
雑
秋 ‘
―
1
0
六 、
よ
み
人
し
ら
ず）

と
詠
ま
れ
て
以
来 、
そ
の
月
明
の
美
し
さ
を
秋
の
半
ば
の
月
と
対
比
し
な
が

ら
歌
わ
れ
て
き
た 。

九
月
十
三
夜
歌
林
苑

十
三
夜
月

な
が
月
の
も
ち
月
し
も
は
い
か
な
れ
ば
影
を
今
夜
に
ゆ
づ
り
初
め
け
ん

（
林
葉
集 、
四
九
五）

も
ち
を
の
み
さ
か
り
と
み
る
に
な
が
月
は
ふ
た
よ
も
た
ら
で
く
ま
な
か
り

け
り

（
為
忠
家
初
度
百
首 、
四
二
五 、
頼
政）

忠
股
の
歌
は 、
一
句
と
二 、
三
句
が
倒
骰
し
た
形
で 、
秋
の
半
ば
の
月
は

失
わ
れ
る
の
が
惜
し
い
と
は
酋っ
て
も 、
依
然
と
し
て
今
夜
の
九
月
十
三
夜

恋

「
し
る
べ」
は、

の
月
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
明
る
い
と
述
ぺ
て 、
両
者

を
狙
ね
合
わ
せ
な
が
ら
今
夜
の
月
の
美
し
さ
を
伐
賛
し
て
い
る 。
八
月
十．
五

夜
の
月
を
主
役
と
し 、
今
宵
の
月
は
そ
の
代
役
を
し
て
い
る
と
見
て
い
る 。

り

月
前
恋

66
月
か
げ
や
ふ
か
き
恋
路
の
し
る
ぺ
な
る
な
が
む
る
ま
ま
に
お
も
ひ
い
り

ぬ
る

歌
意
は 、
月
光
は
深
い
泥
沖
の
中
を
踏
み
迷
う
よ
う
な
苦
し
い
恋
の
逍
案

内
な
の
で
あ
ろ
う
か 、
月
光
を
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
眺
め
る
や
否
や
あ
の
人

へ
の
恋
心
が
生
じ
て
き
た
こ
と
よ
と
い
う
も
の
で 、
「

恋
路」
は
「

小
泥
J

の
掛
詞
で
あ
る 。
「

恋
路」
に
迷
う
の
は
初
恋
の
頃
で
あ
る 。

右
大
臣
家
百
首
内 、
初
恋

ま
だ
し
ら
ぬ
恋
路
に
ふ
か
く
入
り
し
よ
り
露
分
衣
面
れ
ぬ
13
は
な
し

（

林i菜
和
歌
集 、
恋
歌 、
六
六
七）

や
ま
も
り
よ
ふ
み
見
ぬ
み
ち
に
し
る
べ
せ
よ
い
づ
れ
か
人
に
あ
ふ
さ
か
の

せ
き

（
忠
盛
集 、
ー
ニ
八）

の
よ
う
に
迷っ
て
い
る
人
を
祁
く
も
の
（
人）
で
あ
る
が 、
月
を
「
し
る
べ」

と
し
た
歌
に 、

わ
し
の
や
ま
の
ど
か
に
て
ら
す
月
こ
そ
は
ま
こ
と
の
み
ち
の
し
る
べ
と
は

き
け

（
成
泌
阿
間
梨
母
集 、
一
七
四）

が
あ
り 、
熊
明
長
夜
の
間
を
照
ら
す
具
如
の
月
を
指
し
て
い
る 。
こ
れ
ら
の
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百
首
歌
の
中
に、
春
月

身
の
う
さ
に
月
や
あ
ら
ぬ
と
な
が
む
れ
ば
む
か
し
な
が
ら
の
か
げ
ぞ
も
り

（
定
家
十
体、
幽
玄
様、
二
0、
殷
岐）

く
る

歌
に
対
し
て、
迷
う
恋
路
の
道
案
内
を
頼
む
に
は
穎
り
な
い
涙
し
か
な
い
の

が
常
で
あ
っ
た。

百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
時、
恋
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る

さ
き
に
た
つ
涙
と
な
ら
ば
人
し
れ
ず
恋
ぢ
に
ま
ど
ふ
道
し
る
べ
せ
よ

（
千
栽
集、
巻
十一、
恋
歌一
、
六
七
八、
右
大
臣）

忠
度
の
歌
は、
月
光
を
相
手
に
顛
み
ら
れ
な
い
辛
い
恋
に
心
が
乱
れ
分
別

を
失
っ
て
い
る
自
分
を
救
い
渫
い
て
く
れ
る
超
越
的
な
存
在
と
見
て
い
る。

．

固

遥
昭
寺
に
て、
人
人
月
見
侍
り
し
に

47
あ
れ
に
け
る
や
ど
と
て
月
は
か
は
ら
ね
ど
む
か
し
の
か
げ
は
猶
ぞ
ゆ
か

し
き

（
風
雅
集、
巻
六、
秋
歌
中、
六
二
三。
治
承
三
十
六
人
歌
合）

歌
意
は、
荒
れ
て
し
ま
っ
た
119
房
と
い
っ
て
も
射・一9
月
は
昔
と
変
わ
ら
な

い
け
れ
ど
も、
昔
の
ま
ま
の
月
光
は
や
は
り
引
か
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
も
の

で、
荒
廃
し
た
遍
昭
寺
を
照
ら
す
月
光
に
深
い
懐
旧
の
情
を
覚
え
て
い
る。

「
む
か
し
の
か
げ」
は
勅
撰
集
で
は、

と
し
を
へ
て
君
が
み
な
れ
し
ま
す
か
が
み
む
か
し
の
影
は
と
ま
ら
ざ
り
け

り
（
千
戟
集、
巻
九、
哀
傷
歌、
五
六
五、
藤
原
迫
侶
朝
臣。
道
信
集）

が
初
出
で、
r
影」
は
「
か
が
み」
の
緑
語
で、
今
は
亡
き
父
の
生
前
の
姿

を
意
味
し
て
い
る。
そ
れ
に
対
し
て、
「
む
か
し
の
か
げ」
を
月
と
取
り
合

わ
せ
た
歌
に
は、

（
後
拾

お
ぼ
ろ
に
も
む
か
し
の
か
げ
は
な
か
り
け
り
と
し
た
け
て
み
る
は
る
の
夜

（
凩
雅
集、
巻
十
五、
雑
歌
上、
一
四
八
八、
従
二
位
家
隆。
壬
二
集）

な
ど
が
あ
り、
忠
度
の
歌
と
同
じ
く
「
か
げ」
は
月
光
の
意
で
あ
る。

と
こ
ろ
で、
遥
昭
寺
を
取
り
上
げ
た
歌
に
は、

広
沢
の
月
を
見
て
よ
め
る

す
む
人
も
な
き
や
ま
ざ
と
の
あ
き
の
よ
は
月
の
ひ
か
り
も
さ
ぴ
し
か
り
け

り

（
後
拾
逍
集、
第
四、
秋

上、
二
五
八、
藤
原
範
永
朝
臣。
金
漿
集
三
奏
本、
第
三、
秋、
一
六
七）

が
あ
る。
範
氷
が
藤
原
定
頼
を
同
伴
し
て
遥
昭
寺
を
訪
れ
て
こ
の
歌
を
詠
ん

で
定
頼
の
父
の
公
任
に
絶
賛
さ
れ
た
の
が、
こ
の
寺
が
月
の
名
所
に
な
っ
た

謂
わ
れ
だ
と
さ
れ
る
（
袋
草
紙、
十
訓
抄）。
さ
ら
に

平安
末
期
に
は、

す
だ
き
け
む
昔
の
人
は
か
げ
た
え
て
や
ど
も
る
物
は
有
明
の
月

（
新
古
今
集、
巻
十
六、
雑
歌
上、

一
五
五
二、
平
忠
盛
朝
臣。
忠
盛
集、
ー
ニ
三、
初
句「
す
み
き
け
ん」）

い
に
し
へ
の
人
は
み
ぎ
は
に
か
げ
た
え
て
月
の
み
す
め
る
ひ
ろ
沢
の
池

（
新
千
戟
集、
巻
十
七、
雑
歌
中、
一
八
五
〇、
従
三
位
穎
政。
穎
政
集）

な
ど
の
こ
の
寺
で
月
を
見
て
詠
ん
だ
歌
が
あ
り、
両
者
と
も、

河
原
院
に
て
よ
み
は
べ
り
け
る

す
だ
き
け
ん
む
か
し
の
人
も
な
き
や
ど
に
た
だ
か
げ
す
る
は
秋
の
夜
の
月

辿
集、
第
四、
秋
上、
二
五
三、
恵
脱
法
師。
新
撰
朗
詠
集。
恵
艇
集）

の
月

- 30 -



が
戟
っ
て
お
り 、
平
安
後
期
の
詩
歌
の
世
界
に
お
い
て
廃
寺
遍
昭
寺
の
月
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る 。

r
忠
度
集
』

の
花
と
月
の
歌
は 、
自
然
へ
の
賛
歌
で
あ
る 。
散
る
花
（一

二
番
の
歌）
や
沈
む
月
（
四
四）
に
寄
せ
る
深
い
愛
滸
心 、
『

万
菜
集」
の

名
所
を
万
葉
語
を
用
い
な
が
ら
歌
っ
た
古
代
と
変
わ
ら
ぬ
普
遍
的
な
美
の
低

界
へ
の
詠
嘆
(-
三 、
四
三） 、
旧
跡
の
花
(-
五）
や
月
（
四
七）
に
よ

り
誘
わ
れ
る
懐
旧
の
情
な
ど 、
花
と
月
を
愛
で
る
限
り
な
い
風
流
心
に
溢
れ

て
い
る 。
恋
情
(

l

l

-、
四
三）
や
有
限
の
人
生
へ
嘆
き
（
八―-)
と
い
っ

た
人
生
へ
の
感
慨
も 、
花
や
月
に
仮
託
し
て
巧
み
に
歌
っ
て
い
る 。
ま
た
表

現
の
面
で
も 、
本
歌
取
り 、
見
立
て 、
擬
人
法 、
倒
筐
法 、
掛
詞
な
ど
を
多

用
し 、
伝
統
的
な
歌
語
と
斬
新
な
表
現
を
駆
使
し
て
詠
ん
で
い
る 。

犬
井
普
爵
氏
は 、
r

忠
度
集」
の
歌
題
の
整
理
と
配
列
は 、
「

主
と
し
て
『

堀

四

を
本
歌
と
し
て
い
る 。
忠
盛
や
頼
政
の
歌
の「
か
げ」
は 、
姿
の
意
で 、
人
と
月

を
対
比
し
な
が
ら
人
生
の
無
常
さ 、
自
然
の
悠
久
さ
を
実
感
し
て
い
る。

忠
度
の
歌
も
恵
脱
の
歌
を
本
歌
と
し 、
荒
廃
し
た
河
原
院
で
歌
を
詠
む
恵

度
の
姿
と
途＇
遍
昭
寺
で
歌
を
作
る
自
分
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て 、
昔
の
範
永

と
公
任
の
故
車
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
僧
房
を
照
ら
す
月
光
に
懐
旧
の
情
か

ら
く
る
親
近
感
を
抱
い
て
い
る 。

な
お 、
r

本
朝
無
題
詩」
に
は
遥
昭
寺
を
取
り
上
げ
た
詩
六
椙
が 、
ま
た『
本

．
朝
続
文
枠
L

に
は
藤
原
実
範
のr
八
月
十
五
夜
於
週
昭
寺
翫
月
詩一
首
井
序．一

河
百
首』
に
従
い 、
r

永
久
百
首
』

『
久
安
百
首』
に
依
っ
て
補
な」
っ
た
と

言
え
る
と
さ
れ 、
さ
ら
に
r

堀
河
百
首」
か
ら
の
影
響
は 、
「

構
成
の
面
の

)

（
止
4

み
で
は
な」
＜ 、

和
歌
全
体
に
及
ん
で
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る 。
右
の

忠
度
の
花
と
月
の
歌
に
お
い
て
も 、
一
―- 、
四
二 、
四
三 、
の
歌
に
は 、
r

堀

河
百
首
』

の
明
ら
か
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る 。
同
時
に 、
忠
度
の
歌
か
ら
は 、

二幽
の
r

別
雷
社
歌
合』
や一
五
の
r

為
業
歌
合』
の
歌
の
よ
う
に 、
歌
合

の
場
で
r

万
葉
集」
を
初
め
と
す
る
先
人
の
和
歌
を
学
ぴ
研
錯
を
梢
ん
だ
様

子
も
伺
わ
れ
る 。

無
常
の
現
世
に
お
け
る
花
と
月
の
か
も
し
出
す一
瞬
の
郎
き
を
巧
み
に
把

握
し
よ
う
と
し
た
忠
度
の
歌
は 、
彼
の
自
然
と
人
生
に
対
す
る
深
い
凝
視
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る 。
そ
し
て
そ
こ
に
は 、
実
感
を
狼
視
し
な
が
ら
伝

統
を
踏
ま
え
て
新
機
軸
を
出
そ
う
と
す
る
描
写
の
手
法
に
よ
っ
て 、
花
と
自

も
と
き
元
高
校
教
諭）

己 、
月
と
自
己
と
が一
体
化
し
た
昇
華
さ
れ
た
世
界
が
創
造
さ
れ
て
い
る 。

注r
忠
度
集』
一
五
の
「
さ
ざ
な
み
や」
の
歌
は 、
r

岡
大
国
文
論
稿」
第一＿
十
二

号
の
「

平
忠
度
の
懐
旧
の
梢
を
詠
ん
だ
歌」
で
論
じ
た
の
で 、
省
い
て
い
る 。

(
1)
r

堀
河
院
百
首
和
歌
全
釈」
（
笠
間
牲
院
平
成
九
年
二
月） 。

(
2)
r

歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典」
（
角
川
柑
店
昭
和
五
十
八
年
十
二
月） 。

(
3)
「

月
氷
孜

I
7影
見
し
水
ぞ
ま
づ
氷
り
け
る』
の
展
開

ー」
（
藤
岡
忠

美
紺
r

古
今
和
歌
集
連
環」
和
泉
牲
院
一
九
八
九
年
五
月）

(
4)
「r
忠
度
百
首』
小
考
—
|『

堀
河
百
首」
と
の
関
連
に
お
い
て

ー」
(r
国

語
国
文』
四
十
八
巻
五
号
昭
和
五
十
四
年
五
月
号）

（
せ
ら
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