
一

新
古
今
の
代
表
的
女
流
歌
人
式
子
内
親
王
は
、
新
勅
撰
に
お
い
て
も
定
家
の
支

持
を
得
て
集
中
に
高
い
採
択
率
を
誇
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
勅
撰
集
に
お
い
て

は
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
さ
れ
ず
、
入
集
歌
数
が
低
迷
し
て
い
た
。
そ
の
歌
数
が
再

び
上
昇
し
て
く
る
の
は
、
玉
葉
・
風
雅
の
京
極
派
の
勅
撰
集
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
勅
撰
集
中
に
お
け
る
式
子
内
親
王
の
入
集
歌
数
は
、
玉
葉
一
六

首
（
春
三
、
夏
四
、
秋
三
、
冬
二
、
旅
一
、
恋
一
、
雑
二
）、
風
雅
一
四
首
（
春

一
、
夏
四
、
秋
六
、
冬
二
、
雑
一
）
で
あ
る
。
玉
葉
の
歌
数
は
新
古
今
歌
人
の
良

経
と
同
数
で
、
当
代
主
要
歌
人
で
は
雅
有
、
為
氏
、
後
伏
見
院
等
と
同
数
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
か
な
り
の
厚
遇
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
部
立
別
で
は
夏
歌
が
多
く
、

秋
、
春
が
そ
れ
に
続
く
。
一
方
、
風
雅
は
そ
の
歌
す
べ
で
を
正
治
百
首
よ
り
の
採

択
と
い
う
き
わ
め
て
特
徴
的
撰
歌
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
が

（
注
１
）

、
歌
数
は
玉
葉

で
同
数
だ
っ
た
良
経
（
一
五
首
）
よ
り
一
首
少
な
く
、
順
徳
院
と
同
数
と
な
っ
て

い
る
。
部
立
別
に
み
て
も
風
雅
は
独
自
の
分
別
を
し
て
、
四
季
と
雑
以
外
は
な
い
。

四
季
の
歌
の
な
か
で
は
秋
と
夏
が
多
い
。
撰
歌
と
類
別
は
こ
の
よ
う
な
違
い
が
認

め
ら
れ
る
が
、
夏
歌
を
多
く
採
る
点
で
は
玉
葉
と
風
雅
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
式
子
内
親
王
歌
を
通
覧
す
る
と
、
夏
部
に

一
首
ず
つ
同
じ
こ
と
ば
を
有
す
る
歌
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
次
の
二
首
が
そ
れ

で
あ
る
。

さ
夜
ふ
け
て
い
は
も
る
水
の
音
き
け
ば
涼
し
く
な
り
ぬ
う
た
た
ね
の
床

（
玉
葉
・
夏
・
四
四
二
・
式
子
内
親
王
）

す
ず
し
や
と
風
の
た
よ
り
を
た
ず
ぬ
れ
ば
し
げ
み
に
な
び
く
野
べ
の
さ
ゆ
り

ば

（
風
雅
・
夏
・
四
〇
二
・
同
）

引
用
歌
は
共
に
『
正
治
百
首
』
夏
二
〇
首
中
一
一
、
一
二
番
目
に
並
び
置
か
れ

て
い
る
歌
を
典
拠
と
す
る
（
百
首
歌
で
の
配
列
は
風
雅
に
採
ら
れ
た
歌
の
方
が
前

に
置
か
れ
て
い
る
）。
歌
の
一
首
目
は
四
句
に
「
涼
し
く
な
り
ぬ
」
が
、
二
首
目
は

初
句
に
「
す
ず
し
や
と
」
が
置
か
れ
、
ど
ち
ら
も
「
す
ず
し
」
の
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
二
つ
の
勅
撰
集
に
「
す
ず
し
」
の
語
を
持
つ
歌
が
入
集
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
式
子
内
親
王
歌
は
現
在
伝
存
数
四
百
首
ば
か
り
、
玉
葉
・
風
雅

の
撰
進
当
時
と
現
存
の
歌
数
に
変
動
が
あ
る
こ
と
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
が
、
二
首
共
「
す
ず
し
」
を
有
す
る
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
夏
歌
が
少
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
「
す
ず
し
」

を
有
す
る
歌
を
二
つ
の
勅
撰
集
に
撰
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
本
稿
で
は

そ
の
必
然
性
を
探
り
、
式
子
内
親
王
歌
の
選
択
さ
れ
た
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

二

式
子
内
親
王
歌
の
「
す
ず
し
」
に
着
目
し
、
玉
葉
・
風
雅
の
夏
歌
を
読
み
進
め

て
い
く
と
、「
す
ず
し
」
を
有
す
る
歌
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
に
驚
く
。
そ
の
数

は
玉
葉
よ
り
も
風
雅
の
ほ
う
が
多
く
、
部
立
中
に
占
め
る
割
合
も
高
い
。
玉
葉
は

夏
歌
一
五
六
首
中
二
七
首
、
風
雅
は
同
じ
く
一
四
五
首
中
三
七
首
に
及
ん
で
い
る
。

二
つ
の
勅
撰
集
は
と
も
に
初
夏
か
ら
盛
夏
、
晩
夏
と
な
る
に
従
い
、
小
歌
群
か
ら

大
歌
群
へ
と
徐
々
に
広
が
る
巧
み
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
部
立
後
半
部
分

に
な
る
と
「
す
ず
し
」
の
一
大
歌
群
が
登
場
し
、「
す
ず
し
」
の
こ
と
ば
に
覆
わ
れ

て
し
ま
う
。
ち
な
み
に
玉
葉
の
夏
歌
前
半
は
「
す
ず
し
」
の
大
歌
群
を
上
回
る
ほ

と
と
ぎ
す
の
歌
（
三
四
首
の
大
歌
群
）
が
配
置
さ
れ
、
五
月
雨
も
二
〇
首
弱
並
ぶ
。

風
雅
の
方
も
や
は
り
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
が
前
半
に
大
歌
群
を
つ
く
り
（
三
〇
首
）、

五
月
雨
、
早
苗
の
歌
群
が
並
ぶ
。
こ
う
し
た
類
同
す
る
歌
が
玉
葉
・
風
雅
に
多
い

と
い
う
傾
向
は
前
々
か
ら
指
摘
さ
れ
、
京
極
派
の
問
題
点
と
し
て
非
難
さ
れ
て
き

た
（
注
２
）

。
し
か
し
、
近
年
で
は
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
も
あ
っ
て

（
注
３
）

一
概
に
マ

イ
ナ
ス
の
評
価
だ
け
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
本
論
に
も

無
関
係
と
は
い
え
な
い
が
、
今
回
は
扱
わ
ず
先
に
進
む
。

さ
て
、
大
歌
群
を
形
成
し
て
い
る
玉
葉
・
風
雅
の
「
す
ず
し
」
で
あ
る
が
、
そ

の
ど
ち
ら
を
重
要
視
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、
単
純
に
歌
数
の
多
少
の
み

で
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
数
量
的
に
は
玉
葉
よ
り
風
雅
の
ほ
う
が

多
い
が
、
玉
葉
で
見
ら
れ
た
表
現
が
風
雅
に
な
っ
て
複
数
の
表
現
に
発
展
す
る
と

い
う
例
が
認
め
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
玉
葉
に
な
か
っ
た
表
現
を
風
雅
が
発
見
す

る
と
い
う
関
連
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
か
ん
が
み
な
が
ら
、
玉

葉
と
風
雅
の
「
す
ず
し
」
の
歌
を
順
に
み
て
い
く
。

〈
玉
葉
の
「
す
ず
し
」〉

玉
葉
の
「
す
ず
し
」
の
歌
は
、

あ
や
め
ふ
く
軒
ば
涼
し
き
夕
風
に
山
ほ
と
と
ぎ
す
ち
か
く
な
く
な
り

（
玉
葉
・
夏
・
三
四
五
・
讃
岐
）

の
一
首
に
始
ま
る
。
歌
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
大
歌
群
の
範
疇
に
入
る
が
、
後
に
出
現

す
る
「
す
ず
し
」
の
歌
群
を
そ
れ
と
な
く
知
ら
せ
る
伏
線
の
役
目
も
果
た
し
て
い

る
。
内
容
は
端
午
の
節
句
の
菖
蒲
を
葺
い
た
涼
し
い
軒
に
居
て
、
耳
近
く
鳴
く
ほ

と
と
ぎ
す
を
聞
く
様
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
涼
し
さ
の
場
所
は
軒
ば
、
時
間
帯

は
夕
刻
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
夕
方
は
昼
の
暑
さ
が
衰
え
徐
々
に
涼
し
く
な
っ
て

い
く
時
刻
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
夕
べ
の
涼
し
さ
が
描
写
さ
れ
る
。

夏
山
の
み
ど
り
の
木
木
を
吹
き
か
へ
し
ゆ
ふ
だ
つ
風
の
袖
に
涼
し
き

（
玉
葉
・
夏
・
四
二
八
・
兼
季
）

風
の
お
と
に
す
ず
し
き
声
を
あ
は
す
な
り
ゆ
ふ
山
か
げ
の
た
に
の
下
水
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（
同
・
同
・
四
四
〇
・
為
子
）

あ
し
の
は
に
一
夜
の
秋
を
吹
き
こ
し
て
け
ふ
よ
り
涼
し
池
の
夕
か
ぜ

（
同
・
同
・
四
四
六
・
伏
見
院
）

三
首
と
も
京
極
派
歌
人
の
作
を
あ
げ
た
。
兼
季
は
緑
濃
く
な
っ
た
夏
山
に
吹
く

夕
風
を
袖
に
受
け
、
そ
の
涼
し
さ
を
詠
ん
だ
。
為
子
は
風
の
音
と
谷
の
下
水
が
お

互
い
に
涼
し
さ
を
奏
で
て
い
る
様
を
表
現
す
る
。
兼
季
の
歌
が
直
接
肌
に
感
じ
る

涼
し
さ
な
ら
、
為
子
の
歌
は
耳
に
感
じ
る
涼
し
さ
で
あ
ろ
う
。
三
首
目
の
伏
見
院

の
歌
は
、
池
の
夕
風
に
一
夜
早
く
秋
風
が
立
ち
、
今
日
か
ら
も
う
涼
し
い
よ
と
い

う
も
の
で
、「
池
辺
納
涼
」
の
題
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
夕
べ
は
風
や
水
音
と
連
動

さ
せ
、
あ
た
り
の
景
色
を
通
し
て
感
じ
る
涼
し
さ
を
描
写
し
て
い
る
。

夜
の
涼
し
さ
も
夕
べ
同
様
用
例
の
多
い
時
間
帯
で
あ
る
。
こ
の
時
間
帯
で
よ
く

採
り
あ
げ
ら
れ
る
詠
歌
対
象
は
何
と
い
っ
て
も
月
で
あ
る
。

よ
に
か
か
る
す
だ
れ
に
風
は
吹
き
い
れ
て
庭
し
ろ
く
な
る
月
ぞ
涼
し
き

（
玉
葉
・
同
・
三
八
七
・
従
一
位
教
良
女
）

か
げ
う
つ
す
庭
の
ま
し
水
む
す
ぶ
て
の
し
ず
く
も
月
も
袖
に
涼
し
き

（
同
・
同
・
四
三
九
・
法
印
円
伊
）

教
良
女
は
、
夜
風
の
吹
き
込
ん
だ
庭
に
照
る
夏
の
月
を
詠
む
。
吹
き
込
ん
だ
風

は
す
だ
れ
を
揺
ら
し
、
屋
内
を
涼
し
く
す
る
の
で
あ
る
が
、
歌
の
焦
点
は
風
よ
り

も
む
し
ろ
見
上
げ
る
月
の
ほ
う
に
向
い
て
い
る
。
四
句
目
の
「
庭
し
ろ
く
」
に
月

の
大
き
さ
も
想
像
さ
れ
よ
う
。
白
の
色
彩
感
覚
を
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
は
い
か
に

も
京
極
派
ら
し
い
。
白
色
は
同
じ
夏
部
に
「
垣
根
も
白
く
」（
三
一
九
）「
軒
し
ろ

き
」（
四
〇
三
）
が
あ
る
他
、
春
歌
や
秋
歌
等
に
「
か
す
み
も
白
き
」（
二
〇
二
）

「
萩
の
葉
白
き
」（
四
九
九
）「
露
し
ろ
し
」（
七
一
三
）「
霜
に
白
め
る
」（
九
〇
六
）

な
ど
の
用
例
が
あ
り
、
先
学
の
指
摘
し
て
い
る
玉
葉
の
色
彩
で
あ
る

（
注
４
）

。
ま
た

当
該
歌
は
初
句
に
世
と
竹
の
節
（
よ
）
を
か
け
、
巧
み
に
次
の
句
へ
の
展
開
を
図

っ
て
い
る
工
夫
も
窺
え
る
。
次
の
歌
は
「
結
ぶ
手
の
し
ず
く
に
濁
る
山
の
井
の
あ

か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
」（
古
今
・
四
〇
四
・
貫
之
）
を
響
か
せ
な
が
ら
、
水

に
浮
ぶ
月
と
そ
の
水
を
す
く
う
手
か
ら
滴
る
し
ず
く
を
詠
じ
、
清
ら
か
な
美
を
詠

出
す
る
。
こ
こ
に
詠
ま
れ
た
袖
は
、
涼
し
さ
を
身
に
感
じ
や
す
い
と
こ
ろ
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
か
、
先
に
引
用
し
た
兼
季
の
歌
（
四
二
八
）
の
他
、
同
じ
玉
葉
の
四
三

四
、
三
四
六
、
四
四
七
に
も
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
袖
と
い
え
ば
、
和
歌
の
上
で
は

男
女
の
心
の
思
い
を
通
わ
せ
合
う
も
の
と
し
て
、
露
や
涙
と
結
び
つ
け
採
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
円
伊
の
歌
は
そ
う
し
た
袖
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

代
わ
っ
て
、
次
は
日
中
の
涼
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
金
葉
か
ら
新
古
今
に

か
け
て
の
歌
人
行
尊
は

み
な
づ
き
の
て
る
ひ
と
い
へ
ど
わ
が
や
ど
の
な
ら
の
葉
か
げ
は
す
ず
し
か
り

け
り

（
同
・
同
・
四
二
五
・
行
尊
）

の
歌
で
、
夏
の
太
陽
を
遮
る
自
邸
の
楢
の
木
陰
を
詠
み
、

河
風
に
う
は
げ
ふ
か
れ
て
ゐ
る
鷺
の
す
ず
し
く
み
ゆ
る
柳
は
ら
か
な

（
同
・
同
・
四
二
四
・
源
仲
正
）

は
、
鷺
が
柳
原
で
風
に
吹
か
れ
て
い
る
田
園
風
景
を
印
象
的
に
描
写
し
て
い
る
。

鷺
は
京
極
派
が
好
ん
だ
素
材
で
類
歌
も
多
い

（
注
５
）

。

京
極
派
歌
人
の
歌
で
は

い
は
ね
つ
た
ふ
水
の
ひ
び
き
は
底
に
あ
り
て
す
ず
し
さ
た
か
き
松
か
ぜ
の
山
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（
同
・
同
・
四
三
二
・
大
江
宗
秀
）

が
あ
る
。
こ
の
歌
は
谷
底
の
水
音
と
松
籟
の
高
さ
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
首
の
中
に
質
の
違
う
音
の
響
を
生
み
だ
し
清
新
で
あ
る
。
四
句
目
の
「
す
ず
し

さ
た
か
き
」
は
京
極
派
の
特
異
句
で
あ
る
と
岩
佐
美
代
子
が
指
摘
し
て
い
る
独
特

の
表
現
で
も
あ
る

（
注
６
）

。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
夕
刻
、
夜
、
そ
し
て
日
中
の
歌
に
比
較
す
れ
ば
、
朝
の
時

刻
を
詠
ん
だ
涼
し
さ
の
歌
は
意
外
に
少
な
い
。
次
に
引
用
す
る
為
兼
の
一
首
は
、

数
少
な
い
朝
の
歌
で
あ
る
。

枝
に
も
る
朝
日
の
か
げ
の
す
く
な
さ
に
す
ず
し
さ
ふ
か
き
竹
の
お
く
か
な

（
同
・
同
・
四
一
九
・
為
兼
）

為
兼
は
、
玉
葉
の
撰
者
で
数
奇
な
運
命
を
送
っ
た
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、

こ
の
歌
に
は
人
生
の
激
し
さ
は
窺
え
ず
、
静
か
に
朝
の
時
が
流
れ
て
い
る
。
夏
の

朝
、
笹
の
葉
を
透
か
し
て
入
り
込
む
微
光
が
印
象
的
で
、
騒
音
の
遮
断
さ
れ
た
竹

林
の
奥
深
く
に
漂
う
涼
し
さ
を
、
的
確
か
つ
平
明
な
描
写
力
で
表
現
し
て
い
る
。

土
岐
善
麿
は
こ
の
歌
の
「
す
ず
し
さ
ふ
か
き
」
が
「
実
感
と
し
て
実
景
を
伝
え
る

も
の
」
と
論
評
し
、
万
葉
末
期
の
「
細
み
」
の
再
現
と
評
し
て
い
る

（
注
７
）

が
、
た

し
か
に
実
感
が
こ
も
っ
た
説
得
力
に
富
む
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
岩
佐
美
代
子
は

「
絵
画
や
写
真
以
上
の
切
れ
味
を
示
す
」
と
脚
注
し
、
同
じ
朝
日
と
竹
の
葉
を
詠
ん

だ
伏
見
院
の
「
な
び
き
そ
め
て
ま
だ
色
う
す
き
竹
の
葉
に
も
る
や
朝
日
の
影
ぞ
涼

し
き
」
を
あ
げ
る

（
注
８
）

。
伏
見
院
の
歌
は
為
兼
に
較
べ
れ
ば
上
句
が
説
明
的
で
は

あ
る
が
、
の
ど
や
か
な
調
べ
に
は
風
格
が
感
じ
ら
れ
る
。
玉
葉
に
入
集
の
竹
の
涼

し
さ
を
詠
ん
だ
歌
は
「
吹
く
風
の
竹
に
な
る
よ
は
秋
き
ぬ
と
お
ど
ろ
く
ば
か
り
袖

に
す
ず
し
き
」（
四
三
六
・
有
房
）
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
夜
の
竹
群
の
そ
よ
ぎ
で

あ
る
。

〈
風
雅
の
「
す
ず
し
」〉

次
に
風
雅
の
「
す
ず
し
」
に
移
る
。
風
雅
の
「
す
ず
し
」
は
玉
葉
の
編
集
態
度

を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
が
、
歌
群
構
成
は
規
模
を
増
幅
さ
せ
内
容
を
豊
富
に
し
て
充
実

を
図
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
に
示
す
歌
は
、
風
雅
独
自
の
編
集
や
配
列
に
見
ら

れ
る
意
識
が
見
出
し
た
新
た
な
涼
し
さ
の
発
見
で
あ
ろ
う
。

暮
れ
か
か
る
そ
と
も
の
を
だ
の
む
ら
雨
に
す
ず
し
さ
そ
へ
て
と
る
さ
な
へ
か

な

（
風
雅
・
夏
・
三
四
九
・
前
大
納
言
公
泰
）

す
ず
み
つ
る
あ
ま
た
の
や
ど
も
し
づ
ま
り
て
夜
ふ
け
て
し
ろ
き
道
の
べ
の
月

（
同
・
同
・
三
九
二
・
伏
見
院
）

底
き
よ
き
た
ま
え
の
水
に
と
ぶ
蛍
も
ゆ
る
か
げ
さ
へ
す
ず
し
か
り
け
り

（
同
・
同
・
三
九
六
・
前
関
白
左
大
臣
基
忠
）

月
う
つ
る
ま
砂
の
う
へ
の
庭
た
づ
み
あ
と
ま
で
す
ず
し
ゆ
ふ
だ
ち
の
あ
め

（
同
・
同
・
四
一
四
・
西
園
寺
実
兼
）

一
首
目
は
村
雨
の
な
か
早
苗
を
と
る
夕
暮
の
田
園
風
景
で
あ
る
。
田
夫
の
仕
事

を
点
景
と
し
て
描
く
こ
と
は
、
玉
葉
の
「
す
ず
し
」
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
人
間
生
活
の
身
近
で
卑
近
な
嘱
目
に
目
を
向
け
た
新
し
い
趣
向
の
歌
で
あ
ろ

う
。
次
の
歌
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。「
あ
ま
た
の
や
ど
」
に
は
一
般
庶
民
の
夕
涼
み

風
景
が
詠
ま
れ
、
寝
静
ま
っ
た
夜
更
け
の
道
と
月
が
閑
寂
で
あ
る
。
一
首
前
に
お

な
じ
伏
見
院
の
「
月
や
い
づ
る
星
の
ひ
か
り
の
か
は
る
か
な
す
ず
し
き
か
ぜ
の
夕
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や
み
の
空
」（
同
・
同
・
三
九
一
・
伏
見
院
）
が
あ
り
、
星
の
光
が
月
の
出
に
よ
っ

て
変
化
し
た
夕
空
を
詠
ん
で
い
る
。
三
首
目
の
歌
は
、
清
ら
か
な
水
に
飛
ぶ
蛍
火

の
涼
し
さ
を
詠
む
。
こ
の
歌
の
「
き
よ
き
」
と
「
す
ず
し
」
は
互
い
に
結
び
つ
い

て

を
り
は
へ
て
い
ま
こ
こ
に
な
く
時
鳥
き
よ
く
す
ず
し
き
こ
ゑ
の
色
か
な

（
同
・
同
・
三
二
二
・
為
兼
）

山
川
の
み
な
底
き
よ
き
夕
波
に
な
び
く
玉
も
ぞ
み
る
も
す
ず
し
き

（
同
・
同
・
四
三
三
・
権
律
師
慈
成
）

と
使
用
さ
れ
る
例
も
あ
る
か
ら
、
京
極
派
好
み
の
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に

「
す
ず
し
き
こ
ゑ
の
色
か
な
」
に
は
、
感
覚
的
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
繊
細
さ
が
感
じ

ら
れ
よ
う
。
四
首
目
に
引
用
し
た
実
兼
の
歌
は
雨
後
の
涼
し
さ
を
詠
じ
る
。
夕
立

が
も
た
ら
し
た
涼
し
さ
は
夜
に
は
い
っ
て
も
持
続
し
、
水
た
ま
り
に
月
が
映
っ
て

い
る
と
詠
じ
る
表
現
に
は
時
間
の
経
過
が
感
じ
ら
れ
る
。

昼
の
歌
で
は
、
滝
水
の
涼
し
さ
を
詠
じ
た

夏
山
の
し
げ
み
が
し
た
に
滝
お
ち
て
ふ
も
と
す
ず
し
き
水
の
お
と
か
な

（
同
・
同
・
四
二
七
・
平
政
村
）

が
あ
り
、
素
材
の
珍
し
さ
で
は
、
移
動
す
る
小
車
に
入
り
来
る
風
の
涼
し
さ
を
詠

ん
だ

山
も
と
や
木
の
し
た
め
ぐ
る
小
車
の
す
だ
れ
う
ご
か
す
か
ぜ
ぞ
涼
し
き

（
同
・
同
・
四
三
四
・
権
大
納
言
公
蔭
）

が
あ
る
。
院
政
期
の
歌
人
、
曽
根
好
忠
は

あ
し
の
葉
に
か
く
れ
て
す
め
ば
な
に
は
な
る
こ
や
の
夏
こ
そ
す
ず
し
か
り
け

れ

（
同
・
同
・
四
二
六
・
曾
禰
好
忠
）

を
詠
じ
、
葦
の
茂
る
難
波
の
川
辺
に
隠
れ
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
し
た
夏
の
涼

し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
珍
し
く
暁
の
月
影
を
詠
ん
だ
慈
鎮
の
歌

夏
ふ
か
き
峰
の
松
が
え
風
こ
え
て
月
か
げ
す
ず
し
あ
り
あ
け
の
や
ま

（
同
・
同
・
四
三
七
・
大
僧
正
慈
鎮
）

ま
で
、
多
彩
か
つ
多
様
な
「
す
ず
し
」
の
歌
が
並
ぶ
。

こ
れ
ら
金
葉
か
ら
新
古
今
に
か
け
て
の
歌
人
の
作
を
含
め
、
玉
葉
・
風
雅
に
入

集
し
た
「
す
ず
し
」
の
歌
に
接
し
て
み
る
と
、
式
子
内
親
王
の
「
す
ず
し
」
を
詠

ん
だ
二
首
は
、
撰
ば
れ
る
段
階
か
ら
「
す
ず
し
」
を
含
む
歌
と
限
定
し
た
上
で
採

択
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

三

そ
こ
で
式
子
内
親
王
の
「
す
ず
し
」
を
詠
ん
だ
二
首
を
み
て
み
よ
う
。
玉
葉
に

収
め
ら
れ
た

さ
夜
ふ
け
て
い
は
も
る
水
の
音
き
け
ば
涼
し
く
な
り
ぬ
う
た
た
ね
の
床

（
玉
葉
・
夏
・
四
四
二
・
式
子
内
親
王
）

は
、
夜
更
け
の
涼
し
さ
を
詠
ず
る
。
詠
者
は
う
た
た
ね
の
床
に
い
て
、
夜
更
け
の

岩
を
漏
る
水
音
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
床
に
涼
が
生
じ
た
こ
と
を
感
じ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
歌
に
続
い
て
、
同
じ
作
者
の
「
月
の
色
も
秋
ち
か
し
と
や
さ
よ
ふ

け
て
ま
が
き
の
荻
の
お
ど
ろ
か
す
ら
ん
」（
玉
葉
・
四
四
三
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

歌
の
涼
し
さ
は
、
盛
夏
の
頃
で
は
な
く
、
秋
近
い
頃
の
そ
れ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
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従
っ
て
四
句
目
の
「
涼
し
く
な
り
ぬ
」
に
は
、
日
中
の
暑
さ
が
夜
更
け
に
至
っ
て

よ
う
や
く
や
わ
ら
い
だ
と
い
う
よ
り
も
、
暑
い
時
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
が
水
音

に
も
涼
し
さ
を
感
じ
る
秋
の
季
節
が
や
っ
て
き
た
な
あ
、
と
い
う
感
慨
が
折
り
込

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。
だ
か
ら
同
じ
「
う
た
た
ね
」
で
も

庭
の
う
へ
の
水
お
と
ち
か
き
う
た
た
ね
に
枕
す
ず
し
き
月
を
み
る
か
な

（
玉
葉
・
三
八
八
・
藤
原
伸
実
）

は
、
ず
っ
と
前
の
方
に
配
列
さ
れ
、
式
子
内
親
王
の
歌
は
後
半
部
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
結
句
の
「
う
た
た
ね
の
床
」
は
、
式
子
内
親
王
の
他
に
は
玉
葉
・

風
雅
に
例
の
な
い
歌
語
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
後
撰
（
雑
一
二
八
四
）
と

定
家
詠
（
拾
遺
愚
草
五
三
七
）
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
き
わ
め
て
珍
し
い
表
現
で

あ
る

（
注
９
）

。
お
な
じ
「
う
た
た
ね
の
床
」
で
も
定
家
詠
は
、

秋
風
や
い
か
に
身
に
し
む
天
の
河
君
ま
つ
よ
ひ
の
う
た
た
ね
の
床

（
拾
遺
愚
草
・
五
三
七
・
定
家
）

と
い
う
織
姫
の
待
恋
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
恋
心
を
詠
ん
で
い
る
。「
う
た
た
ね
」

は
式
子
内
親
王
が
好
ん
で
使
用
し
た
こ
と
ば
で
、『
式
子
内
親
王
集
』
に
は
玉
葉
の

例
を
含
め
た
七
首
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い

る
（
玉
葉
の
一
首
を
除
く
）。

み
じ
か
夜
の
ま
ど
の
く
れ
竹
う
ち
な
び
き
ほ
の
か
に
通
ふ
う
た
ヽ
ね
の
あ
き

（
式
子
内
親
王
集
　
三
二
）

袖
の
上
に
か
き
ね
の
梅
は
お
と
づ
れ
て
枕
に
き
ゆ
る
う
た
ヽ
ね
の
夢

（
同
　
二
〇
八
）

夢
の
中
も
う
つ
ろ
ふ
花
に
風
吹
け
ば
し
づ
こ
ヽ
ろ
な
き
春
の
う
た
ヽ
ね

（
同
　
二
一
六
）

う
た
た
ね
の
朝
け
の
袖
に
か
は
る
な
り
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
秋
の
は
つ
風

（
同
　
二
三
七
）

は
か
な
し
や
枕
さ
だ
め
ぬ
う
た
た
ね
に
ほ
の
か
に
か
よ
ふ
夢
の
か
よ
ひ
ぢ

（
同
　
三
〇
六
）

ま
ど
ち
か
き
竹
の
葉
す
さ
ぶ
風
の
音
に
い
と
ヽ
み
じ
か
き
う
た
ヽ
ね
の
夢

（
同
　
三
一
五
）

こ
の
う
ち
四
例
は
夢
と
結
び
つ
い
て
「
う
た
た
ね
の
夢
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
、

そ
の
他
の
例
は
季
節
と
結
び
つ
い
て
「
春
の
う
た
た
ね
」
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て

い
る
。
勅
撰
集
で
「
う
た
た
ね
」
の
歌
語
を
検
索
す
る
と
、
古
今
よ
り
使
用
例
が

み
ら
れ
る
が
、
新
古
今
の
頃
が
最
も
多
い
。
歌
人
で
は
定
家
の
使
用
頻
度
が
高
い
。

こ
の
「
う
た
た
ね
」
と
涼
し
さ
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
を
玉
葉
と
風
雅
に
み
る
と
、

玉
葉
は
先
の
伸
実
の
歌
（
三
八
八
）
と
式
子
内
親
王
の
歌
で
あ
っ
た
も
の
が
、
風

雅
で
は
三
首
に
広
が
っ
て
い
る
。

う
た
た
ね
に
す
ず
し
き
か
げ
を
か
た
し
き
て
す
だ
れ
は
月
の
へ
だ
て
と
も
な

し

（
風
雅
・
夏
・
三
八
三
・
重
資
）

は
し
ち
か
み
う
た
た
ね
な
が
ら
ふ
く
る
夜
の
月
の
か
げ
し
く
床
ぞ
す
ず
し
き

（
同
・
同
・
三
八
四
・
盛
親
）

秋
よ
り
も
月
に
ぞ
な
る
る
す
ず
む
と
て
う
た
た
ね
な
が
ら
あ
か
す
よ
な
よ
な

（
同
・
同
・
三
八
五
・
伏
見
院
新
宰
相
）

三
首
は
と
も
に
「
う
た
た
ね
」
と
「
月
」
の
関
連
が
詠
ま
れ
る
。
こ
の
三
首
の
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う
ち
で
は
、
二
首
目
の
盛
親
の
歌
が
最
も
式
子
内
親
王
歌
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
盛

親
の
場
合
、
床
の
涼
し
さ
は
月
の
光
に
照
ら
し
だ
さ
れ
た
涼
し
さ
に
あ
る
。
式
子

内
親
王
歌
は
、
水
の
音
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
た
床
の
涼
し
さ
で

あ
る
か
ら
、
両
首
は
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
が
、
涼
し
さ
を
求
め
て
端
近
く
暮
ら

し
た
人
々
の
生
活
様
式
が
窺
え
、
涼
む
こ
と
と
う
た
た
ね
の
緊
密
な
関
連
性
を
考

え
さ
せ
ら
れ
る
。
重
資
の
歌
は
、
す
だ
れ
が
あ
り
な
が
ら
月
光
が
う
た
た
ね
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
入
り
込
ん
で
き
た
様
、
新
宰
相
（
親
忠
女
）
の
歌
は
、
う
た

た
ね
を
し
な
が
ら
過
ご
す
宵
宵
は
秋
よ
り
も
月
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
と

い
う
錯
覚
感
が
詠
わ
れ
る
。

玉
葉
の
式
子
内
親
王
歌
が
水
音
の
運
ん
で
き
た
涼
し
さ
と
す
れ
ば
、
次
に
あ
げ

る
風
雅
の
式
子
内
親
王
歌
は
風
が
運
ん
で
き
た
涼
し
さ
で
あ
る
。

す
ず
し
や
と
風
の
た
よ
り
を
た
づ
ぬ
れ
ば
し
げ
み
に
な
び
く
野
べ
の
さ
ゆ
り

ば

（
同
・
同
・
四
〇
五
式
子
内
親
王
）

風
を
詠
ん
だ
涼
し
さ
は
「
す
ず
し
き
風
」（
風
雅
・
三
九
一
）「
か
ぜ
の
す
ず
し

き
」（
同
・
四
二
三
）「
風
ぞ
す
ず
け
き
」（
同
・
四
二
八
）
等
の
使
い
方
が
圧
倒
的

に
多
い
の
で
あ
る
が
、
式
子
内
親
王
の
場
合
は
、
初
句
に
あ
っ
て
実
感
を
先
行
さ

せ
る
方
法
を
と
る
。
ま
ず
身
体
に
感
じ
た
涼
し
さ
の
源
を
た
ど
り
、
風
の
来
た
道

を
遡
行
す
る
と
、
さ
ゆ
り
ば
に
辿
り
つ
い
た
。「
し
げ
み
に
な
び
く
」
が
風
の
あ
り

処
の
情
景
を
伝
え
、
意
外
性
と
安
堵
感
の
同
居
し
た
心
理
を
引
き
出
し
て
い
よ
う
。

こ
の
歌
の
三
首
後
に
、
宮
内
卿
の

こ
ろ
も
で
に
す
ず
し
き
風
を
さ
き
だ
て
て
く
も
り
は
じ
む
る
夕
だ
ち
の
空

（
風
雅
・
同
・
四
〇
五
・
宮
内
卿
）

が
あ
る
が
、
お
な
じ
よ
う
に
風
を
使
者
と
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
一
首
は
大
き
な

情
景
描
写
で
あ
る
。

以
上
、
玉
葉
・
風
雅
に
採
ら
れ
た
式
子
内
親
王
歌
の
「
す
ず
し
」
を
詠
ん
だ
二

首
の
歌
を
み
て
く
る
と
、
玉
葉
の
一
首
は
、「
う
た
た
ね
」
の
語
が
風
雅
に
な
っ
て

歌
数
を
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
京
極
派
の
歌
人
た
ち
が
参
考
歌
と
し
て

評
価
し
手
本
に
し
た
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、
風
雅
の
一
首
は
、
玉
葉
の
歌

の
よ
う
な
広
が
り
は
な
い
が
、「
さ
ゆ
り
ば
」
を
詠
ん
だ
歌
は
集
中
一
首
の
み
で
あ

る
か
ら
、「
す
ず
し
」
を
構
成
す
る
多
彩
な
歌
群
の
中
の
一
首
と
し
て
採
り
あ
げ
ら

れ
た
歌
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

こ
こ
ま
で
の
玉
葉
・
風
雅
の
「
す
ず
し
」
の
歌
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
木
陰

や
谷
の
水
、
風
や
月
光
（
ほ
と
と
ぎ
す
や
蝉
の
声
等
が
混
じ
る
こ
と
が
あ
る
）
等
、

野
山
を
中
心
と
し
た
自
然
の
景
物
が
生
じ
る
音
や
動
き
に
涼
し
さ
を
感
知
し
た
り
、

詠
者
の
身
体
を
通
し
て
（
た
と
え
ば
着
物
の
袖
口
、
う
た
た
ね
等
）
体
感
す
る
涼

し
さ
の
感
覚
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
風
雅
で
は
、
一
般
庶
民
の
生
活
感

を
重
要
視
し
具
体
的
に
身
辺
を
描
写
す
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
早

苗
を
と
る
農
夫
の
動
き
（
風
雅
・
三
四
九
）、
夕
涼
み
を
す
る
人
々
（
風
雅
・
三
九

二
）
の
表
現
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
た
。
も
と
も
と
伝
統
和
歌
で
は
扱
わ
れ
る
こ
と

の
稀
だ
っ
た
風
雅
の
生
活
観
は
、
後
に
連
歌
や
近
世
の
俳
諧
に
引
き
継
が
れ
て
い

く
要
素
と
お
も
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
萌
芽
が
潜
ん
で
い
る
の
は
興
味
深
い
こ
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と
で
あ
る
。

で
は
玉
葉
・
風
雅
の
「
す
ず
し
」
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
と
い
う
疑
問

が
湧
く
。
そ
れ
は
式
子
内
親
王
の
活
躍
し
た
新
古
今
あ
た
り
ま
で
に
遡
る
こ
と
が

で
き
そ
う
な
の
で
、
以
下
、
新
古
今
の
「
す
ず
し
」
の
歌
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

先
述
の
二
〈
玉
葉
の
「
す
ず
し
」〉
に
お
い
て
讃
岐
の
歌
を
引
用
し
た
が
、
新
古

今
に
も
同
じ
「
す
ず
し
」
を
詠
ん
だ
讃
岐
の
歌
が
入
集
し
て
い
る
。

な
く
せ
み
の
こ
ゑ
も
す
ず
し
き
夕
暮
に
秋
を
か
け
た
る
も
り
の
下
露

（
新
古
今
・
夏
・
二
七
一
・
讃
岐
）

玉
葉
の
歌
は
軒
に
聞
く
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
歌
は

蝉
の
声
に
涼
し
さ
を
感
じ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
い
ち
早
く
盛
夏
が
過
ぎ
た
こ
と
を

感
じ
取
る
感
覚
の
鋭
さ
と
、
技
巧
の
巧
み
さ
は
玉
葉
の
歌
同
様
で
あ
る
。
新
古
今

の
「
す
ず
し
」
は
「
す
ず
む
」
等
同
義
語
を
含
め
る
と
夏
歌
一
一
〇
首
中
八
首
採

ら
れ
て
い
る
。
玉
葉
・
風
雅
に
比
較
す
れ
ば
歌
数
が
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
そ

れ
以
前
の
勅
撰
集
と
較
べ
れ
ば
、
新
古
今
に
な
っ
て
の
伸
び
は
大
き
い
。
た
と
え

ば
良
経
は

か
さ
ね
て
も
す
ず
し
か
り
け
り
夏
衣
う
す
き
袂
に
や
ど
る
月
か
げ

（
新
古
今
・
夏
・
二
六
〇
・
良
経
）

と
詠
み
、
王
朝
和
歌
の
優
美
さ
を
み
せ
、
西
行
は
、

よ
ら
れ
つ
る
野
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
す
ず
し
く
く
も
る
夕
立
の
空

（
同
・
同
・
二
六
三
・
西
行
）

を
詠
ん
で
、
酷
暑
の
日
中
の
野
原
を
大
き
く
捉
え
る
。
草
の
よ
じ
れ
に
は
焼
け
つ

く
よ
う
な
暑
さ
の
具
体
が
あ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
野
太
さ
と

も
卑
近
な
ま
な
ざ
し
と
も
い
え
る
新
古
今
の
異
端
が
風
雅
の
生
活
感
に
満
ち
た
歌

に
繋
が
っ
て
、
早
苗
や
夕
涼
み
の
歌
を
生
む
原
動
力
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
玉
葉
中
の
定
家
の
異
色
作

ゆ
き
な
や
む
う
し
の
あ
ゆ
み
に
た
つ
ち
り
の
風
さ
へ
あ
つ
き
夏
の
を
ぐ
る
ま

（
玉
葉
・
夏
・
四
〇
七
）

さ
と
び
た
る
犬
の
声
に
ぞ
知
ら
れ
け
る
竹
よ
り
奥
の
人
の
家
居
は

（
同
・
雑
三
・
二
二
五
七
）

は
そ
う
し
た
た
く
ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
新
古
今
の
歌
に
は
雨
の
涼
し
さ
、
秋
近
き
涼
し
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

お
の
ず
か
ら
す
ず
し
く
も
あ
る
か
夏
衣
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雨
の
な
ご
り
に

（
同
・
同
・
二
六
四
・
清
輔
）

山
ざ
と
の
み
ね
の
あ
ま
ぐ
も
と
だ
え
し
て
夕
す
ず
し
き
槇
の
し
た
つ
ゆ

（
同
・
同
・
二
七
九
・
太
上
天
皇
）

夏
衣
か
た
へ
す
ず
し
く
な
り
ぬ
な
り
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
む
行
あ
ひ
の
空

（
同
・
同
・
二
八
二
・
慈
円
）

す
ず
し
さ
は
秋
や
か
へ
り
て
は
つ
せ
が
は
ふ
る
か
は
の
べ
の
す
ぎ
の
下
か
げ

（
同
・
同
・
二
六
一
・
有
家
）

こ
れ
ら
新
古
今
の
「
す
ず
し
」
の
夏
歌
に
式
子
内
親
王
歌
は
み
あ
た
ら
な
い
。

式
子
内
親
王
が
新
古
今
中
に
詠
む
「
す
ず
し
」
の
歌
は
、
秋
歌
に
入
集
し
す
る
七

夕
の
歌
で
あ
る
。

な
が
む
れ
ば
衣
手
す
ず
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
河
原
の
秋
の
夕
ぐ
れ

（
同
・
秋
上
・
三
二
一
・
式
子
内
親
王
）
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こ
の
歌
は
式
子
内
親
王
の
歌
の
中
で
は
初
期
の
作
品
群
（
Ａ
百
首
）
に
属
す
る

歌
で
、
織
姫
に
な
っ
て
詠
ん
だ
歌
と
す
る
解
釈
も
あ
り

（
注
10
）

一
定
し
な
い
が
、
詠

歌
主
体
の
天
の
河
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
涼
し
さ
は
天
漢
と
地
上
の
両

方
に
響
い
て
い
る
。
ま
た
、
夏
歌
の

夕
立
の
雲
も
と
ま
ら
ぬ
夏
の
日
の
か
た
ぶ
く
山
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声

（
同
・
夏
・
二
六
八
・
同
）

は
「
す
ず
し
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、
夕
立
後
の
涼
気
を
汲
み
取
っ
て

歌
も
韻
律
も
さ
わ
や
か
で
あ
る
。
ま
た
、
初
秋
の
歌
な
が
ら
、

う
た
た
ね
の
あ
さ
け
の
袖
に
か
は
る
な
り
な
ら
す
あ
ふ
ぎ
の
秋
の
は
つ
風

（
同
・
秋
・
三
〇
八
・
同
）

に
も
わ
ず
か
な
風
の
変
化
を
捉
え
た
涼
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

同
じ
く
「
す
ず
し
」
が
使
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、

あ
ふ
ち
さ
く
そ
と
も
の
こ
か
げ
露
お
ち
て
五
月
雨
は
る
る
風
わ
た
る
な
り

（
同
・
同
・
二
三
四
・
前
大
納
言
忠
良
）

庭
の
面
は
ま
だ
か
わ
か
ぬ
に
夕
立
の
そ
ら
さ
り
げ
な
く
す
め
る
月
か
な

（
同
・
同
・
二
六
七
・
頼
政
）

の
爽
や
か
な
涼
し
さ
を
表
現
し
た
歌
も
新
古
今
に
あ
り
、
玉
葉
・
風
雅
の
歌
風
に

似
通
っ
て
い
る
。

以
上
、
式
子
内
親
王
の
玉
葉
・
風
雅
に
と
ら
れ
た
夏
歌
の
「
す
ず
し
」
を
持
つ

歌
を
手
が
か
り
に
、
玉
葉
と
風
雅
の
「
す
ず
し
」
の
歌
か
ら
新
古
今
の
涼
し
さ
を

詠
ん
だ
歌
を
考
察
し
て
き
た
。
夏
の
「
す
ず
し
」
の
歌
は
勅
撰
で
は
、
古
今
の

「
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
ふ
く
ら
む
」

（
古
今
・
夏
・
一
六
八
・
み
つ
ね
）
に
初
出
す
る
が
、
新
古
今
ま
で
は
二
・
三
首
程

度
の
入
集
数
で
目
立
っ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
納
涼
題
が
表
わ
れ
夏

歌
の
拡
充
と
充
実
が
図
ら
れ
る
と
、
歌
数
が
増
加
し
内
容
豊
富
に
な
っ
て
「
す
ず

し
」
の
歌
は
新
た
な
展
開
を
図
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中

で
式
子
内
親
王
歌
の
「
す
ず
し
」
の
歌
が
作
ら
れ
、
玉
葉
・
風
雅
に
お
い
て
再
評

価
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

和
歌
の
引
用
は
『
式
子
内
親
王
集
』
を
錦
仁
『
式
子
内
親
王
全
歌
集
』
に
拠
り
、

そ
の
他
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

注
１
　
「
式
子
内
親
王
勅
撰
集
入
集
状
況
」
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

２
　
大
坪
利
絹
「
京
極
歌
風
の
問
題
点
」（
語
文
二
九
　
昭
和
四
六
年
五
月
）
大

坪
氏
は
京
極
派
の
表
現
の
類
同
性
を
、
一
つ
に
は
政
治
的
背
景
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
っ
て
二
条
派
と
の
拮
抗
上
京
極
派
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
と
、

も
う
ひ
と
つ
に
は
首
脳
陣
の
下
部
に
対
す
る
統
御
性
が
原
因
と
す
る
見
解
を

示
し
て
い
る
。

３
　
伊
藤
伸
江
「
楊
梅
兼
行
の
和
歌
―
初
期
京
極
派
詠
と
時
間
―
」（
愛
知
県
立

大
学
『
説
林
』
四
七
　
平
成
一
一
年
三
月
）
京
極
派
歌
人
の
和
歌
に
類
似
歌

が
多
い
の
は
詠
歌
姿
勢
の
固
定
化
に
起
因
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
真
の
自

然
の
様
相
を
和
歌
に
う
つ
し
だ
す
た
め
の
切
磋
琢
磨
の
現
れ
、
鍛
錬
の
実
相

で
あ
る
と
す
る
。

４
　
伊
原
昭
「
京
極
派
の
女
流
歌
人
―
色
彩
に
関
し
て
―
」（
和
洋
国
文
研
究
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昭
和
四
〇
年
一
〇
月
）

５
　
稲
田
利
徳
「
白
鷺
の
歌
」（
国
語
国
文
　
四
〇
六
号
）
類
似
す
る
数
多
く
の

白
鷺
の
歌
を
詳
細
に
検
討
し
た
考
察
で
あ
る
。

６
　
岩
佐
美
代
子
「
玉
葉
風
雅
表
現
の
特
異
性
」（
国
語
と
国
文
学
　
昭
和
四
四

年
九
月
）

７
　
土
岐
善
麿
「
京
極
為
兼
」
日
本
詩
人
選
１
５
（
筑
摩
書
房
　
昭
和
四
六
年
）

８
　
岩
佐
美
代
子
『
木
々
の
心
　
花
の
心
』（
笠
間
書
院
　
平
成
六
年
）

９
　
岩
佐
美
代
子
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』
上
巻
（
笠
間
書
院
　
平
成
八
年
）

と
奥
野
陽
子
『
式
子
内
親
王
全
釈
』（
笠
間
書
院
　
平
成
一
三
年
）
に
指
摘
が

あ
る
。

10

石
川
泰
水
・
谷
知
子
共
著
『
式
子
内
親
王
集
／
俊
成
卿
女
集
／
建
礼
門
院

右
京
大
夫
集
／
艶
詞
』

和
歌
文
学
大
系
二
三
（
明
治
書
院
　
平
成
一
三
年
）

脚
注
に
指
摘
が
あ
る
。

（
ひ
ら
い
　
け
い
こ
／
博
士
後
期
過
程
三
年
在
籍
）
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