
帰

り

花

ー

季
節
は
ず
れ
の
花
に
つ
い
て

ー

吉

野

政

治

は
じ
め
に

時

ご
と
に

い
や
珍

し
く
咲

く
花
を

折
り
も
折

ら
ず
も
見

ら
く
し
好

し

も

(萬
葉
集

・
巻

19

・
四

=

ハ
七
)

八
千
種

に
草
木
を
植

ゑ
て
時

ご
と

に
咲

か
む
花
を

し
見

つ
つ
し
の
は

な

(萬
葉
集

・
巻

20

・
四
=
二

四
)

時
を
違
え

る
こ
と
な
く
咲
く
花
を
愛

で
る
感
清

に
は
、
や
が
て
は
そ
れ

が
散

る
こ
と
が
前

提
と

し

て
あ

る
。
世
阿

弥

の

『花
伝

書
』

に
言
う
。

「
そ
も
そ
も
花
と

い
ふ
に
、
万
木
千
草

に
於

い
て
、

四
季
折

節
に
咲
く
も

の
な
れ
ば
、
そ

の
時
を

得

て
珍
し
き
故

に
翫

ぶ
な
り
。

(中

略
)

い
つ
れ

の
花
か
散

ら
で
残

る
べ
き
。
散

る
故

に
よ
り

て
、
咲
く
頃
あ
れ
ば
珍
し
き

な
り
」

(別
紙

口
伝
)
。

そ
う
し
た
花

々
の
開
落

に
よ

っ
て
感
じ
取

る
季
節

感

に
は

一
種

の
哀
感

が
漂

っ
て

い
る
。

そ
れ
は
自
分
も
ま
た
自
然

の

一
部

で
あ
り

、
や
が
て
は
過
ぎ
去

る
存
在

で
あ

る
と

い
う
認
識
も
あ

る
も

の
と

思

わ

れ

る
。

前

拙

稿

で

は
、

そ

う

し

た

「
時

の
花

」

で

綴

ら

れ

た

「花

暦
」

に
込

め
ら
れ
た
人

々
の
思

い
を
窺

っ
て
み
た

が
、
本
稿

で
は
季

節

は
ず

れ
に
咲

い
た
花

に

つ
い
て
取
り
上
げ

て
み
た

い
。
人

々
は

「
時
な

ら
ぬ
花
」
を
ど

の
よ
う

に
見

て
き
た

の
だ

ろ
う
か
。

1

上

代

の

「
非

時

の
花

」

上
代
文
献

に
現
れ
る
季
節
は
ず
れ

の
花
は
以
下

の
数
例
だ
け
で
あ
る
。

歌
集

の

『萬
葉
集
』

で
は
次

の
二
例
あ
る

い
は
三
例
が
見
ら
れ
る
。

吾
が

や
ど

の
非
時
藤

の
め
づ
ら
し
く
今
も
見

て
し
か
妹

の
笑
ま
ひ
を

(巻

8

・
一
六
二
七
)

一

'



帰
り
花

こ
の
歌

の
左
註

に
は

「天
平
十

二
年
庚
辰

の
夏
六
月

に
往
来
せ
し
も

の

な
り
」
と
あ
り
、
春

に
咲
く

べ
き
藤

が
季
夏

に
咲

い
た

の
で
あ

る
。

一
首

は

「わ
が
庭
前

に
時
節

は
つ
れ

に
咲

い
た
藤

の
花

の
や
う

に
、
珍
し
く
愛

ら
し
く
、
今

も
見
た

い
も

の
よ
。
あ
な

た

の
笑
顔
を
」

(
澤
瀉
久
孝

『万

葉
集
注
釈
』

口
訳
)

の
意
。

こ
の

「非
時
」
は

「
そ
の
時

で
は
な

い
。
季

節

は
ず

れ
」

の
意

で
あ
り
、

『古
事
記
』

ま
た

『日
本
書
紀
』

の
垂
仁

天

皇
条

に
見
え

る

「
非
時

の
木

の
実
」

(橘

)

の

「
時
を
定

め
な

い
。
常

に

あ

る
」

の
意
と

は
異
な

る
。
次

の
例
も
同
様

に
季
節

に
遅

れ
て
咲

い
た
花

を
珍

し
く
心
惹
か

れ
る
も

の
と

し
て
詠

っ
た
も

の
と
考
え

て
よ

い
か
も

し

れ
な

い
。

こ
の
山

の
黄
葉

の
下
の
花
を
我
小
端

に
見

て
な

ほ
恋

ひ
に
け
り

(巻

7

・
=
二
〇
六
)

次

の
例

は
左
注

に

「
六
月
十

五
日
、
芽

子
の
早
花
を
見

て
作

れ
り
」
と

あ
り

、
秋

に
咲
く

べ
き
萩

の
花

が
夏

に
咲

い
た
の
は
秋
風

の
立

つ
の
を
待

て
ず

に
咲

い
た
の
だ

ろ
う
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

吾

が
や
ど

の
萩
咲
き

に
け
り
秋

風

の
吹

か
む
を
待

た
ば

い
と
遠

み
か

も

(巻

19

・
四
二

一
九

)

歴
史
書
地

理
書

で
は

『古
事
記
』

『
風
土
記
』

に
は
季

節
は
ず

れ
の
花

は
現
れ
な

い
が
、
『
日
本
書
紀
』

に
次

の

一
例
が
見
え

る
。

二

天
皇
、
両
枝
船
を
磐
余
市
磯
池

に
泛

べ
、
皇
妃
と
各

分

乗
り

て

遊
宴
び
た
ま

ふ
。
膳
臣
余
磯
、
酒
を
献

る
。
時

に
桜
花
、
御
盞

に
落

つ
。
天
皇
、
異
し
び
た
ま

ひ
て
、
則
ち
物
部
長
真
胆
連
を
召
し

て
、

詔

し
て
曰
は
く
、
「
是

の
花
や
、
非
時

に
し

て
来

る
。
其

れ
何
処

の

花
ぞ
。
汝
、
自
ら
求
む

べ
し
」
と

の
た
ま

ふ
。
是

に
長
真
胆
連
、
独

り
花
を
尋

め
て
、
掖
上
室
山

に
獲

て
献

る
。
天
皇
、
其

の
希
有
し
き

こ

と

を

歓

び

た

ま

ひ
、

即

ち

宮

名

と

し

た

ま

ふ
。

故
、

磐

余

稚

桜

宮
と
謂
す
は
、
其
れ
此

の
縁
な
り
。
是

の
日

に
、
長
真

胆
連

の
本
姓
を
改
め

て
、
稚
桜
部
造
と

日
ひ
、
又
膳
臣
余
磯
を
号
け

て
稚
桜
部
臣
と

日
ふ
。

(履
中
天
皇
三
年
十

一
月
六
日
条
)

「其

の
希
有

し
き

こ
と
を
歓
び
た
ま

ひ
」
と
あ
り
、

こ
の

「
是

の
花

や
、

非
時

に
し
て
来

る
」

の

「非
時
」
も

「季
節

は
ず
れ
」

の
意

で
あ

る
。
そ

の
珍

し
さ

ゆ
え

に
、
新

し

い
宮
居
を
稚

桜
宮
と
名
づ

け
、

桜

の
木

の
在

処
を
突
き
止

め
た
者

の
姓
を
稚
桜
部
造
と
改

め
、
酒
を
献

っ
た
者

に
も
稚

桜
部
臣

の
名
を
与
え

た
の
は
、
西

田
直
次
郎
氏

の
言
わ

れ
る
よ
う

に

「
こ

の
宮

居
に
も
、

こ
れ
ら
の
二

つ
の
氏
族

の
家

に
も
稚
く
咲
く
花

の
よ
う

に

こ

い
ね

が
わ
れ

た
」
も

の
と
思

わ
れ

る

(
「咲

く
花

の
呪
術
」

「
史
窓
」

十

四
号

一
九
五
九

・
三
、
『
日
本
文
化
史
論
考
』
吉

川
弘
文
館
発
行
所
収
)
。

以
上
が
管
見

で
拾

い
え

た
上
代

に
お
け
る
用
例

の
す

べ
て
で
あ

る
。
用



例

は
少
な

い
も

の
の
、
季
節

に
遅

れ
て
咲

い
た
も

の
も
先
駆
け

て
咲

い
た

も

の
も
見

ら
れ
た
。
も
と
よ
り
季
節
は
ず
れ

に
咲
く
花
は
常

に
見
ら
れ
る

も

の
で
は
な

い
。
し
た
が

っ
て
、

そ
れ
を
珍
し

い
と
感
じ

る
こ
と
は
ど

の

時
代

で
も
同
じ

で
あ

ろ
う
が
、
季
節

に
先
駆
け

て
咲
く
花
を
将
来

の
栄
え

を
意
味
す

る
も

の
と
捉
え

て
い
る
例
が
あ
る

こ
と

に
注
目
し

て
お
き
た

い
。

2

王
朝
和
歌
の

「残
花
」

王
朝

の
和
歌

に
お

い
て
も
詠
ま
れ
た
花
は
、
次
節
に
掲
げ
る
僅
か
な
例

外
を
除

い
て
、
定
め
ら
れ
た
季
節

の
う
ち
に
咲
き
散
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
し
か
し
、
王
朝
和
歌
に
お
け
る
少
な
さ
に
は
特
別

の
理
由
が
あ

る
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後

に
連
歌
に
お

い
て
季
題

の

「
本
意
」
と

言
わ
れ
る
も

の
が
既
に
王
朝

和
歌
に
存
在
す
る
。
季
題

の

「
本
意

」
と
は

「
物
が
そ

の
特

質
を
最
も

よ
く

発
現
し

て
い
る
状

態
を

い
い
、
題
詠
意

識

の
深
化
に
伴

っ
て
歌
人
達
に
共
有
さ
れ
る
に

い
た

っ
た
、
様

式
概
念
と

し

て

の

『事

物

の
美

的
本
性
』
」
で
あ
り
、
「所
与

的
な

一
定

の
観
念

形
態
」

で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
源
俊
頼

の

『
俊
頼
髄
脳
』
、
藤

原
清
輔

の

『和
歌

初
心
抄
』
、
鴨
長

明

の

『無
名
抄
』

に
論
じ
ら
れ

て

い
る
が
、
連
歌

に
も

そ
の

=

定

の
観
念
形
態
」

は
受

け
継

が
れ
て
お
り

、
里
村
紹
巴

の

『至

宝
抄
』

(天
正
十

三
年

一
五
八

五
成

)

の
次

の
文
章

は
そ
れ
を
具
体
的

に

帰
り
花

記
し
た
も

の
と
し

て
有
名

で
あ

る
。

た
と
ひ
春
も
大
風
吹
き
、
大
雨
降
る
と
も
、
雨
も
風
も
物
静
な
る
や

う

に
仕
り

候
ふ
。
〈
本
意

に
て
御

座
候

ふ
〉
春

の
日
も
殊

に
よ
り
て

短
き
事

も
候

へ
ど
も
如

何

に
も

永

々
し
き

や
う

に
申

し
習
ひ
候

ふ

(中
略
)

時
鳥

は
す
さ
ま

じ
き
ほ
ど
鳴
き

候

へ
ど
も
、
稀

に
聞

き
、

珍
し
く
鳴
き
、
待
ち
か
ぬ
る
や
う

に
詠
み
な
ら
は
し
候
ふ
。
五
月
雨

の
比
は

(明
暮

)
月
日

の
影

を
も

見
ず

、
道
行
く
人

の
通
ひ
も

な
く
、

水
た
ん
た
ん
と
し
て
野
山
を

も
海
に
み
な
し
候
ふ
様

に
仕

ふ
る
事

、

本
意

也
。
又
、
秋

は
常

に
見

る
月
も

、

一
入
光

さ
や
け
く

面
白
き
様

に
な
が
め
、
四
季

共
置
く
露

も
殊
更
秋

は
し
げ

く
し
て
、
草

に
も
木

に
も

置
き
あ
ま

る
風
情

に
仕

る
も

の
に
候

ふ
。
さ
れ
ば
秋

の
心

、
人

に
よ
り
所

に
よ
り

賑
は
し
き
事
も
御
入
候

へ
ど
も

、
野
山

の
色
も

か

は
り
物
淋

し
く
哀

な
る
体
、
秋

の
本
意
な

り
、
秋

の
夜
長
き

に
も

い

よ

い
よ
あ

か
ぬ
人
も
候

へ
ど
も
、
暁

の
寝
覚

に
心
を
す
ま

し
、
去

し

方
行
く
末

の
事
な
ど
思

ひ

つ
づ
け
明
か

し
か
ね
た

る
さ
ま
尤
も

に
候

ふ
。
冬
も
長
雨
降

る
事
候

へ
ど
も
、
時
雨

の
本
意
と

し
て
、

一
通
り

降

る
か
と
す
れ
ば
晴
れ

(霽

る
か
と
す
れ
ば
又
降
り
な
ど
し

て
日
影

な

が
ら
に
む
ら
む

ら
時

雨
)
、
冴
え

冴
え

し
月

の
行
く
末

に
思
は
ざ

る

一
時
雨
板
屋

の
軒
、
篠

の
庵
な
ど
音
あ
ら
ま
し
き
体
仕
り
来
候

ふ
。

三



帰
り
花

又
雪

(は
)
遠
山

の
端
、
奥

山
里
に
は
降
り

つ
も

り
、
爪
木
薪

の
道

も
た
え
、
往
来

の
人

の
袖

も
払
ひ
か
ね
た
る
折
節
も

、
都

の
空

に
は

珍
し
く
初
雪
、
薄
雪
な
ど
興
を
も
よ
ほ
し
然

る
べ
く
候
ふ
。

つ
ま
り
、
和
歌
や
連
歌
に
お
け
る
花
は
、
現
実
が
ど
う

で
あ
ろ
う

と
、

本
来
あ
る

べ
き
形

で
咲
き
散
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
定

ま

っ
た
時
期

に

花
は
莟
み
、
型

の
ご
と
く
咲
き
誇
り
、
そ
し
て
惜

し
ま
れ
な
が
ら
散

ら
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
花
は
季
節
を
表
す

一
種

の
記
号
で
あ

っ
た

と
言

っ
て
よ

い
。
し
た
が

っ
て
、
季
節
は
ず
れ

の
花
は
詠
わ
れ
て
は
な
ら

な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

で
、
そ

の
よ
う
に
定
型
化
し
た
詠
わ
れ
方

の
中
に
お

い
て
、
咲

き
残

る
花

(
す
な
わ
ち

「
残
花

」
)
に
対
す

る
歌

の
多

さ
は
注

目
さ
れ
る
。

例
え
ば
、新

院
北
面

に
て
残
花
薫
レ
風
と

い
へ
る
事

を
よ
め
る中

納
言
雅
定

散
り
は

て
ぬ
花

の
あ
り
か
を
知
ら
す
れ
ば

い
と
ひ
し
風
ぞ
今
日
は
う

れ
し
き

(金
葉
集

・
春

・
七
〇
)

春
を
お
く
り

て
昨

日
の
ご
と
し
と

い
ふ
こ
と

源
道
済

夏
衣
き

て
い
く
か

に
な
り
ぬ
ら
む
残
れ

る
花
は
今
日
も
散
り

つ
つ

(新
古
今
集

・
夏

・
一
七
八
)

四

の
よ
う

な
、
散
り

ゆ
く
花
を
惜

し
む
歌

で
あ

る
。

こ
れ
も
ま
た
、
鴨
長
明

の

『無

名
抄
』
「
題
心
事

」
に

「
命

に
か

へ
て
花
を
を

し
み
、
家
ぢ
を
わ

す

れ
て
紅
葉
を
尋

ね
ん
ご
と
く

、
そ
の
物

に
心
ざ

し
ふ
か
く

よ
む

べ
し
」

と
あ
る
よ
う

に

「本
意
」

に
沿

っ
た
も

の
で
あ

る
。
瞿
麦
会
編

『平
安
和

歌
題
索
引
』

(編
輯
責

任
者
後
藤
祥

子

一
九
八

六

・
六
)
に
よ
る
と
、

こ

の
時

代

の
歌
題

に

「
残

花
」
「
残
花

唯

一
枝
」

「
残
花

何
有

」
「
残

花
隔

河
」
「残
花

隔
霞
」
「残
花

止
客

」
「残
花
誰
家
」

「残
花
留

人
」
な
ど

が
見

ら
れ
、

さ
ら

に

「
残
鶯

・
残
菊

・
残

月

・
残

紅
葉

・
残
葉

・
残

春

・
残

雪

・
残
氷
」
な
ど
の
歌

題
も
多

く
、
王
朝

和
歌

の
美
意

識
の

一
つ
の
形
と

し
て
過
ぎ
去
る
も

の
に
対

す
る
哀
惜

が
確

立
し
て

い
る
こ
と

が
知

れ
る
。

漢
詩
に
も

「
残
花

」
は
見
ら
れ
る
。
例
え

ば
、

鳥
恋
残
花
枝

(白

居
易

「惜
春

」
)

薄
暮
毀
垣
春
雨
裏

残
華
猶
開
萬
年

枝

(竇

痒

「
上
陽
宮
詩

」
)

旧
蘭
憔
悴
長

残
花
爛
漫
抒

(廈
信

「和
三
宇
支
内
史
入
二
重
陽
閣

一
詩
」
)

な
ど
と
あ
り
、

『和
漢
朗
詠
集
』
に
も

紫
藤
露
底
残
花
色

翠
竹
煙
中
暮
鳥
声

(春
上
)

風
荷
老
葉
蕭
条
緑

水
蓼
残
花
寂
寞
紅

(同
右
)

が
採

ら
れ
て

い
る
。
「
残
花
」

へ
注
目
す

る
こ
と

に
は
こ
う
し
た
漢
詩

の



影
響
も
あ

る
の
で
あ

ろ
う
が
、
花

の
盛
り
を
重
視
す

る
あ
ま
り

に
、

ば
後

ろ
向
き

の
思
考

に
な

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま

い
。

3

『金
葉
集
』
以
降
の
季
節
は
ず
れ
の
花

言
わ

さ

て
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
王
朝
和
歌
に
お

い
て
季
節
は
ず
れ
に
咲

い

た
花
を
詠
ん
だ
も

の
は
極
め
て
少
な

い
。
勅
撰
八
代
和
歌
集

に
お

い
て
は

次

の
四
例
に
す
ぎ

な

い
。

①

卯
月
に
咲
け
る
桜
を
見

て
、
よ
め
る

紀

利
貞

あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま

た
に
遣
ら
じ
と

や
春

に
遅
れ
て
ひ
と
り
咲

く
ら
む

(古
今
集

・
夏

・
一
三
六
)

②

百
首
歌

中
に
杜
若
を

よ
め
る

東
路

の
か
ほ
や
が
沼

の
か
き

つ
ば
た
春
を

こ
め
て
も
さ
き

に
け

る
か

な

(金
葉
集

・
春

・
七

二
)

③

二
条
関
白

の
家

に
て
、
人
び
と

に
余
花

の
こ

・
ろ
を

よ
ま
せ
侍
り
け

る
に
よ
め

る

藤
原
盛
房

夏
山

の
青
葉
ま
じ
り

の
遅
桜
初
花
よ
り
も
め
づ
ら
し
き
か
な

(金
葉
集

・
夏

・
九
五
)

④

草
,
花
先
レ
秋
と

い
へ
る
心
を
よ
め
る

顕
昭
法
師

夏
ご

ろ
も
す
そ

の
の
原
を
わ
け

ゆ
け
ば
を
り
た
が

へ
た
る
萩
が
花
ず

帰
り
花

り

(千
載
集

・
夏

・
二

一
九
)

①
と
③

は
季
節
に
遅
れ

て
咲

い
た
花
で
あ
り
、
②

と
④

は
季
節
に
先
駆

け

て
咲

い
た
花
で
あ
る
。
①

が

「
春
に
遅
れ
て
ひ
と
り
咲
」

い
た
桜

の
歌

を
夏

の
部

に
置
き
、
②

が
夏

の
花

で
あ
る
杜
若

が

「
春
を

こ
め

て
」

(
春

の
う

ち
よ
り
)
咲

い
た
歌
を
春

の
部
に
置
く

よ
う

に
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て

季
節

の
移

り
変

わ
り
を

ス
ム
ー
ズ

に
示
す

た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も

の

で
あ

る
。

季
節

に
先
駆

け
て
咲

い
た
花
を
詠
う
も

の
は
、
『金
葉
集
』

(大
治
元
年

一
一
二
六
ま
た

は
同

二
年
奏
覧
)
以
前

の
勅
撰
和
歌
集

に
は
見
ら
れ
な

い
。

ま

た
、
季
節

に
遅
れ

て
咲

い
た
花
を
詠

っ
た
も

の
の
う
ち

『金
葉
集
』

の

③

は
、
そ
れ
ま

で
の
盛

り
を
偲

ぶ

「
残
花
」

の
捉
え
方

(
『古
今

集
』

の

①

の
例
を
含
む
)
と

は
異
な
り
、
「
初
花

よ
り

も
め
づ
ら
し

い
」
と
前
向

き

に
詠
う
も

の
で
あ

る
。

ち

な
み
に
、
こ

の
歌

の
詞
書
き

に
見

ら
れ
る

「
余
花
」

の
語
は
、

『金

葉
集
』

の
選
者

の
私
家
集

『散
木
奇
歌
集
』

に
も
見
ら
れ
る
が
、
勅
撰
集

で
は

こ
こ

に
の
み
現
れ
る

(「
余
花
」
に

つ
い
て
は
、
な
お
後
述
)
。
ま
た
、

同
歌

に
見
ら

れ
る

「
遅
桜

」
も
勅

撰
集

で
は

こ
の
例
が
初

出

で
あ

る
。

『風
雅
集
』

に
も

「
行
き

て
見

ん
み
山
か
く
れ

の
遅
桜
あ
か
ず
暮

れ
ぬ
る

春

の
か
た

み
に
」

(春
下

・
二
人
七
、
藤
原
長
能
)

の
例
が
見
ら

れ
る
が
、

五



帰
り
花

そ
こ
で
は

「春

の
か
た
み
」
と

し
て
の
存
在

で
あ
り
、

こ
の

『金
葉
集
』

の
よ
う

に
夏

の
景
物
と

し
て
捉
え

ら
れ
て

い
る
も

の
で
は
な

い
。

右

の
よ
う

な
注

目
す

べ
き
特
徴
を
持

つ

『金
葉
集
』

の
歌
風

に

つ
い
て

少
し
詳
し
く
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う

。
勅
撰

八
代
集
と

一
括

さ
れ
る

も

の
に
も
、
三
代
集
と
そ
れ
以
後

で
種

々
の
変
化

が
あ
る
こ
と
は
言
わ

れ

て
い
る
。
例
え

ば

「
『
古
今
集
』

か
ら

『新
古
今
集
』

に
至
る
王
朝
和
歌

の
流
れ
は
、
第
四
勅
撰
集

『後
拾
遺
集
』

の
あ
た
り
で

一
つ
の
転
換
点
を

迎
え
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
王
朝
和
歌

の
叙
情
性
を
継
承
し

つ
つ
、

一

面

で
は
三
代
集
的
世
界
か
ら

の
飛
躍
で
あ
り
、
脱
皮
で
あ

っ
た
」
と
言
わ

れ
、
特

に

『金
葉
集
』

に

つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
叙
景
歌

の
詠
法

に
お

い
て
、
経
信
に
代
表
さ
れ
る
後
拾
遺

集
時
代

の
新
風
を
受
け
継
ぎ

つ
つ
も
、

一
方

で

『金
葉
集
』

は
、
当

代
を
活
写
し

つ
つ
特
異
な

一
面
を
見
せ

て
い
る
。
ま
ず
雑
部
下

の
連

歌
が
注
意
を
引
く
。
連
歌
は
す

で
に

『拾
遺
集
』

に
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
た
が
、
そ
れ
は
王
朝
和
歌
と
は
別
趣
な
、

口
語

や
俗
語

に
よ
る

世
俗
社
会

の
提
示

で
あ

っ
た
。
そ

こ
に
は
単
な

る
貴
族
趣
味
と
は
異

な

っ
た
、
民
衆

や
土
俗

へ
の
関
心

の
高
ま
り

が
示
さ

れ
て
い
る
。
ま

た

、
そ
れ
に
関
わ

っ
て
、
和
歌
自
体
も

口
語
性
豊
か
な
表
現

に
よ

っ

て
、
新

た
な
新
風
を

開
き

つ
つ
あ

っ
た
。
と
く

に
恋
部

や
雑
部

の
歌

六

に
は
、
そ

の
傾
向

が
強

い
。

と
言
わ
れ

て

い
る
。
自
然
詠

に
限
定
す

れ
ば
、
散

っ
た
後

の
桜

に
ま

で
及

ぶ
絢
爛
た

る
桜

の
美

に
対
す

る
讃
美
な
ど
、
対
象
と

し
た
景
物

の
最
も
美

し

い
情
況
を
選
び
取

っ
て
讃
美
す

る
詠
法
を

中
心
と
す

る

一
方

で

「非
伝

統
的

景
物
を
も
美

の
対
象

に
組

み
入
れ
る
と

い
う

野
心
的

な
意
欲
」

が
共

存

し
て

い
る
と
指
摘

さ
れ
る
。
②
③

の
季
節

は
ず

れ
の
花

に
対
す

る
捉
え

方
も

、
そ
う

し
た

「
野
心
的
な
意
欲
」

の

一
つ
と
捉
え

ら
れ
る
。

こ
う

し
た
新

し

い

『金
葉
集
』

の
美

の
対
象

は
中
世
以
降
に
引
き

継
が

れ

て
い
く
。

『金
葉
集
』

の
藤
原
盛

房

の
歌

(例
③
)

を
踏
ま
え
た
も

の

と
思
わ

れ
る
も

の
に
、

『中
務
内
侍

日
記
』

の
弘
安
十

一
年

一
二
八
七

三
月
二
十
六
日
条

の
、

雲
井

の
花
み
な
散
り
果
て
た
る
に
、
春
日
殿

へ
御
文

の
参

り
た
る
御

返
事

に
花
を
参

ら
せ
ら
る
る
に
、
少
将
殿
、
小
さ
き
枝
を
折
り
具
し

て
こ
と
づ
け
侍
る
に
、
世

に
あ
り
が
た
き
頃
な
れ
ば
初
花
よ
り
も
珍

し
と
思
う
に

(中
略
)
花

の
返
事
、

思
ひ
き
や
稀
な
る
頃

の
桜
花
君
が
情
け
を
添

へ
て
見
る
ほ
ど

ま
た
、

『平
家
物
語
』
「
大
原
御
幸
」

に
も
、

庭

の
若
草
し
げ
り
あ

ひ
、
青
柳

の
糸
を

み
だ
り

つ
つ
、
池

の

萍

浪

に
た
だ
よ

ひ
、
錦
を
さ
ら
す
か
と
あ

や
ま
た

る
。
中
島

の
松

に
か
か



れ
る
藤
な

み
の
、
う
ら
紫
に
さ
け

る
色
、
青
葉
ま
じ
り

の
を
そ
桜
、

初
花
よ
り
も
め
づ
ら
し
く
、
岸

の
や
ま

ぶ
き
さ
き
み
だ
れ
、
八
重
た

つ
雲

の
た
え
間
よ
り
、
山
郭
公

の

一
声
も
、
君

の
御
幸
を
ま
ち
が
ほ

な
り
。

な
ど

と
あ

る
。

さ
ら

に
連
歌

に
も
受

け
継
が

れ
、
紹
巴

の

『
至
宝
抄
』

(天
正
十
三
年

一
五
八
五
成
)
に

春
も
末

に
移

り
行
け

ば
、
徒

に
散

り
行

く
花
を

見

て
も

世

の
中

の

儚

き
事
を
観

じ
、

何

に
か

残

花

も
あ
ら
む
と

あ
ら
ぬ
深
山

の
奥

を
そ

な
ど
に
尋
ね
入
る
に
、
青

葉
が
く
れ

の
遅
桜
を
見
て
は
初
花
よ
り
も

猶

珍

し
く
お
も
ひ
、

(下
略
)

と
あ
る
。

こ

の

「
青
葉

が
く
れ

の
遅
桜

」
は
、

『金
葉
集
』

に

「余

花
」
と
あ

っ

た
が
、
「
余
花
」

は
連

歌

・
俳
諧

に
も

季
題
と

し
て
用

い
ら
れ

る
。

里
村

紹

巴

の

『至
宝

抄
』

に

「余
花

と
は
、
若
葉

な
ど
に
花

の
残
り
た
る
を
申

候
」
と

あ
り
、
『年

浪
草
』

(春

三
)
に
、

葉

桜
、
残

花
、
青
葉

の
花

雅
章

卿
口
決
抄

に
日
、
残
花

と
出

し
た

る
は
春

の
中

に
久

し
く
残

る
を

い
ふ
也
。

〈略

〉
残
花

・
青
葉

の
花

、

春

に
し
て
、
余
花

・
若
葉

の
花
は
夏

な
る
べ
し
。
混
ず

べ
か
ら
ず

。

と
あ
り
、

『宗
養
連

歌
伝
書
集
』

に
も

「
四
月

更

衣
、
時
鳥
、
余
花

、

帰
り
花

若
葉
、
杜
若
、
卯
花

(下
略
)
」
と
あ
り
、
江
重
頼
編
輯

『毛
吹
草
』

(正

保

二
年

一
六
四
五
刊
)
に
も
夏

の
季
題

「
余
花
」

の
例
句
に

「
お
ち
や
か

し
ら
夏

の
初
花
遅
桜
」
「
卯
月
に
も
心

の
花
や
さ
き

の
月
」
「
積
善

の
余

花

ぞ
有
け

る
家

桜
」
「
言

の
葉
も
茂

る
き
さ
ま

や
花

の
下
」
「
木

許

か
夏

に

も
か

・
る
藤

の
花
」
と
見
え
る
。

ま
た
、
次

の

『建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

の
文
治
≡

二
年

二

人
五

-

六
頃
に
書
か
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
箇

所
も

、
遅
咲
き

の
花
を
前
向
き

に
捉
え

る
こ
と
に
お

い
て

『金

葉
集
』

の
捉
え
方

が
影
響

し
て

い
る
も

の

と
思
わ
れ
る
。

冬

ふ
か
き
頃
、
わ
つ
か
に
霜
枯

の
菊

の
中
に
あ
た
ら
し
く
咲
き

た
る

花

を
折
り
て
、
ゆ
か
り
あ
る
人
の
司
召
に
な
げ
く

こ
と
あ
り

し
が
言

ひ
お
こ
せ
た
り
し
。

霜
枯

の
下
枝

に
ま

じ
る
菊

見
れ
ば
わ
が
ゆ
く
す
ゑ
も

た
の
も

し
き

か

な

4

生

け
花

の

「
帰

り

花

」

中
世

に
な
る
と

「帰

り
花
」

(
「返
花
」

「
反
花
」

「復
花
」
と
も
表
記

さ

れ
る
)
と

い
う
語

が
現

れ
る
。
管
見

で
の
初
出

は

『松

下
集
』

に
見
え

る
、

応
仁
二
年

一
四
六
八
に
詠

ま
れ
た
歌

で
あ

る
。

七



帰
り
花

稀
恋

お
も
は
ず
よ
時
し
も
秋

に
か

へ
り
花

ひ
ら
け

て
袖

に
う

つ
す

に
ほ

ひ

は

(
一
二
九
)

お
も

は
ず

よ
契

は
か
な
き
山
桜

か

へ
り

て
秋
も
花
を

み
ん
と

は

(
=
二
〇
)

次

い
で
三
条
西
実
隆

の

『実
隆
卿
公
記
』

に
、

自

二
室
町
殿

}海
棠
反
花
付
和
歌
被
レ
進
之
。

か
は
ら
じ
な

い
つ
く
も

さ
か
は
立

か

へ
り
う

ら
な
く
匂

へ
軒

の
梅

が

・

義

-

御
製
御

返
し

か
く
う

き
め

い
ま
し
り
そ
め

つ
た
び
枕
う

か
る

・
我

し
野
原
べ
に

し
く
草

(文
明
十

七
年

一
四
八
五

七
月
十

日
)

天
晴

、
暖
気

如
レ
春

、
桜
樹
悉
付

二
反
花

一、
尤
有
レ
興
。

(長
享
二
年

一
四
八
八

九
月
五
日
)

な
ど
と
見
え
、
飛
鳥
井
雅
親

(
一
四

一
六
～

一
四
九
〇
)

の

『亜
槐
集
』

の
詞
書
に
、

侍
従
大
納
言
実
隆
卿

の
も
と
よ
り
、
信
濃
桜

の
か

へ
り
花

の
枝
に

さ
し

て

待
ち

つ
け
ん

の
人

の
み
が
た
き
宿
な
れ
や
年
に
ま
れ
な
る
花
は
咲
け

八

り

(
一
〇
七

二
)

か

へ
し

め
づ
し
き
言

の
葉
そ

へ
て
待
ち
み
め
や
と
し

に
稀
な
る
花
し
さ
か
ず

は

(
一
〇
七
三
)

と
あ

る

の
も

同
時
期

の
も

の
と
思
わ

れ
る
。

お
そ
ら
く

「帰

り
花
」

は

十

五
世
紀
後
半

に
成
立
し
た
語

で
あ

ろ
う
。

『松

下
集
』

に

「
帰
り
花

」
が
現
れ

る
の
は
、

『金
葉
集
』
以

来

の
新

し

い
歌
風

の
影
響

が
あ

る
も

の
と
思

わ
れ
る
が
、

『国
歌
大
観
』

の
索
引

に
よ
れ
ば
、

和
歌
中

の
言
葉
と

し

て
見

ら
れ

る
の
は

こ
の
例

の
他

に
は

『大
江

戸
倭
歌
集
』

に
見
え

る
安
政
七
年

一
八
六
〇

の
詠

の
、

九
月
十

三
夜

光
賢
内
藤

け
ふ
を
ま
ち
あ
き

の
最

中
に
く
ら

べ
み
る
月
は
か

つ
ら

の
か

へ
り
花

か
も

(
八
四
五
)

が
あ

る
だ

け
で
あ
り

、
和
歌

の
言
葉
と

し
て
は
定
着

し
な

か

っ
た
よ
う

で

あ

る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
時
代

は
降

る
が
、
生
け
花

の
世
界

で
は
用
例
が
多

く
、
そ

の
意
味

づ
け
も
注

目
す
べ
き
も

の
が
あ

る
こ
と

で
あ

る
。

そ
の
早

い
例
は

『天
王
寺

屋
会

記
』

(宗

及
自
会

記
)
に
、

①

「
床

か
ふ
ら
な
し

〔
蕪
無

(花

入
)
〕
、
返

り
花
之
桃

、
生

て
」



(天
正

三
年

一
五
七
五

十

二
月
二
十

二
日
)

②

「床

か
ふ
ら
な
し
、
帰
花

ノ
藤

、
生
而
」

(天
正
十

二
年

一
五
八
四

六
月

二
十

日
)

③

「同

〔床
〕
か

ふ
ら
な
し
、
返
花

ノ
藤

、
生
而
、
」

(同
年
同
月

二
十

一
日
)

④

「床

薄
板

二
、

や
ま

ふ
き
返
花
、
生
而
」(同

年

八
月

二
十

八
日
)

⑤

「
床

か

ふ
ら
な
し
、
く
わ
り

ん

〔花
梨
〕

の
し
よ
く

〔卓
〕

二
、

山

ふ
き
生
而

但
返
花
也
」

(同
年
九
月
六
日
)

⑥

「
床

か

ふ
ら
な
し
、
薄
板

二
、
梅

ノ
返
花
、
生
候
」

(同
年
同
月
七
日
)

と
見
え
る
も

の
で
あ
る
。

生
け
花
に

「
帰
り
花
」
が
多

く
現
れ
る

の
は
次

の
よ
う
な
理
由
か
ら

で

あ
ろ
う

。

生
け
花

(厳
密
に
は
座
敷
飾
花
)

の
最
古

の
伝
書
と
言
わ
れ
る

『仙
伝

(
14

)

抄
』

(文

安

二
年

(
一
四
四
五
)
以
前

に
成
立
に
次

の
よ
う
に
見
え

る
。

生
花

の
事

。
春

は
夏

の
花

、
冬

は
春

の
花

を
た

つ
る
也
。

死
花

の
事

。
春

は
冬

の
花

、
冬

は
秋

の
花

を

い
ふ
な
り
。
か
く

の

ご
と
く
道

理
を
も

つ
て
生

死
を

し
る
べ
し

帰
り
花

一

四
季

の
う

つ
り

の
花

の
事
。
春

は
冬

の
う

つ
り
を

た

つ
る
。

い
つ

れ
も

四
季

の
こ

・
ろ

へ
か
く

の
ご
と
し
。

一

時

の
花
を
も
ち

ゆ
る
事
。

下
草

に
も
。
又
野

の
な
り
と
も
。
草
花

を
た

つ
る
と
も
。
客
人
上
方
女
房
衆
な
ど

の
か
た

へ
。

い
か

に
も

い

つ
く
し
き
体

に
な
び
け
立
可
然

時
節

の
花
を
用

い
る
こ
と
、
季
節

に
先
ん
じ
る
花
は
好
ま
れ
、
季
節
を

過
ぎ
た
花
は
嫌
わ
れ

る
、

こ
れ
は
生
死

の
道
理

で
あ

る
、

こ
れ
が
生
け
花

に
用

い
る
花

の
基

本

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ
れ

ば
、
「
帰

り
花

」

は

「
残

花

」

と

同

じ

く

「
死

花

」

で

あ

る
。

『
華

道

全

書

』

享

保

二

年

一
七

一
七
)
に

○
仏
事
は
人

の
中
陰
か
年
忌
法
事

の
時

の
花
也
。
白
き
花

・
枯
葉
な
ど

の
あ

い
し
ら
ひ
可
然
也
。
赤
き
花

・
紫

の
花

・
つ
ぼ
み

・
咲
か
け

の

花
は
用
ざ
る
な
り
。
ロ
バ
か
す
か
に
さ
び
し
く
見
ゆ
る
体
よ
ろ
し
き
也

。

か

へ
り
ば
な
、
残
花

い
む
な
り
。
請

の
枝

を
も
手

向

の
枝

と

い
ふ
な

り
。

(巻

五

「
仏
事

の
花

の
事
」
)

と
あ

る
。
し

か
し
、
「
帰
り
花
」

は

「残

花
」
と
区

別
さ
れ
、
生
け
花

の

材

と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

○
城
中

・
軍
陣

な
ど

に
て
の
花

の
心
遣

、
口
伝
有
之

。
帰
り
花
を

バ
用

候

。
残
花
を
嫌
候

ハ
余
花

の
事
也

く
セ

ツ
ノ
チ
ガ
ヒ
タ
ル

ハ
ナ
ノ

コ

九



帰
り
花

ト
也
〉

(
『専
応

口
伝
』
天
文
十

一
年

一
五
四

二

自
書
奥
書
)

○
出
陳

(陣
)

の
花

の
事
。
…

一
切
ち
り
や
す
き
花
を
き
ら

ふ
べ
し
。

椿

・
楓

・
つ

・
じ
。
そ

の
外
し
ほ
れ
や
す
き
草
木
を
き
ら
う

べ
し
。

立

て
て
可
然
物
は
、
か

つ
木
、
常
磐
な

る
物
。
帰
り
花
可
然
也
。

(
『仙
伝
抄
』
前
出
)

○
平
生
は
立

つ
と

い

へ
ど
も
、
祝
言

に
忌
む
物
。
し
お
ん
。

い
ち
ご
。

…

一
切
帰
り
花
。
た
だ
し
、
出
陣

に
は
用

べ
し
。

(同
右
)

○
か

へ
り
花
は
祝
儀
に
用
、
残
花
は
き
ら

ふ
也

(
『立
花
初
心
抄
』
下

・
延
宝
三
年

一
六
七
五
)

○
婚
礼

・
首
途

に
な
が
し

の
枝
を
不
用
。
婚
礼

に
か

へ
り
花
尤

い
む
也
。

か
ど

い
で
、
病
人
本
復

の

祝

に
か

へ
り
花
は
好

み
て
用

る
也
。

(
『華
道
全
書
』
巻
五

「
祝
儀

の
花

の
事
」
享
保

二
年

一
七

一
七
)

○
帰
花

ハ
祝
儀

二
用
残
花

ヲ
嫌

ふ

へ
し
。

春
さ
く
花
、
夏
さ
く

ハ
残
花
な
り
。
秋

ハ
珍
花
な
り
。
冬

ハ
早

ざ
き
な
り
。
余
是
准

へ
し
早
咲
時
節

の
花

ハ
う
ち
ひ
か
き
た

る

所

に
遣
ひ
残
花
帰
り
花

ハ
奥

ふ
か
き
所

に
用
又
高
き
物
な
り
と

も
残
花

ハ
の
節

ハ
少
さ
け

て
用

る
な
り
是
を
残
花
あ
し
ら

ひ
と

云
。

(
『立
花
伝
大
巻

要
註
』

(作
者
成
立
年
未
詳
)

こ
れ
は

「
帰
り
花
」
と

い
う
名
そ

の
も

の
に
関
わ
り
、
生
け
花

に
用

い

一
〇

ら
れ
る
花
は
客
人
を
も

て
な
す
た
め

の
も

の
だ
か
ら

で
あ
る
。

時

節

に
咲

き
誇

る

「
時

の
花

」

は
人
事

に
譬

え
ら

れ

る
が

(
『海

道

記
』

の
佐
夜

の
中
山
条

「
才
身

ニ
タ

リ
栄
分

ニ
ア
マ
リ

テ
時

ノ
花
ト
匂

シ

カ
バ
」
な
ど
が
早

い
例

で
あ

ろ
う
か
)
、
「
帰
り
花
」
も
ま
た
返
り
咲
き
と

い
う

意
味

に
掛

け

ら
れ

て
人
事

に
譬
え

ら

れ
る
。
既

に

『
松
下
集
』

の

「
帰
り
花
」

の
例
も

「
稀
恋
」
と

い
う
詞
書

の
あ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

生
け
花

に
お

い
て
も
言

葉
に
対
し

て
敏
感

で
あ

る
。

『仙
伝
抄
』

に
出

陣

の
時

に
は
椿

・
楓

・
つ

・
じ
な
ど

の
散
り
や
す

い
花

や
萎
れ
や
す

い
花

を
嫌
う
と
あ

る
よ
う

に
、
生
け
ら
れ

る
花
は
そ

の
場

に
相
応
し

い
特
徴

の

花
が
選

ば
れ
る
。

『花
道
全

書
』

巻

五

「
椿

の
花

生
様

の
事
」

に

「
暖
気

に
成

て
は
不
意

に
ぬ
け

て
落

る
も

の
也
。
し
か

る
ゆ

へ
に
出
陣
首
途
出
家

の
入
院

に
用
ざ

る
也
。
新

敷
花
な
ら
ば
落
も

す
ま
じ
け

れ
共

世
に
そ

の

唱

へ
あ

る
ゆ

へ
用
が
た
き
也
」
と
あ

る
よ
う

に
、
そ

の
配
慮

に
は
万
全
が

期
さ
れ

て
い
る
が
、
花
そ

の
も

の
の
特
徴

に
対
す
る
配
慮
だ
け

で
は
な
く

名
前

へ
の
配
慮
も
な

さ
れ
て

い
る
。

『仙
伝
抄
』

に
出
陣

の
時

に
生
け

て

良

い
の
は

「
か

つ
木
、
常
磐

な
る
物
。
帰

り
花
」
と
あ

っ
た
が
、

『華
道

全
書
』
巻
五

「
時
な
ら

ぬ
花

の
事
」

の
条

に
も
、

時
な
ら

ぬ
花
も
遅
れ
咲
き
な
ど

に
折
節
有

る
事
也
。
見
事
な
り
と
も

生
く

べ
か
ら
ず
。
長
春
は
と

こ
し
な

へ
の
春
と

い
ふ
文
字

ゆ

へ
是
は



い
つ
生
け

て
も
く
る
し
か
ら
ず
。
杜
若
も
四
季
咲
き
と

い
ふ
名

あ
る

ゆ

へ
苦
し
か
ら
ず
。
金
盞
花
も
常
に
咲
く
物
な
る
ゆ

へ
生
く
る
也

。

と
見
え

る
。

「帰

り
花
」
も
ま
た

こ

の
名

に
よ

っ
て
病

人
本
復

の
祝

い
な

ど

の
祝

儀

に
は
用

い
ら
れ
、
婚
礼

・
仏
事

に
は
忌

ま
れ

る
の

で
あ

る
。

『実
隆
卿
公
記
』

に
見
え
る

「室

町
殿
」

(足
利
義
尚

か
)
に
送

ら
れ
た
海

棠

の

「
帰
り
花
」

や
、
『
天
王
寺
屋
会

記
』

の
茶
席

の
主
客

が
武
将

の
三

好

山
城
守

(康

長
)
、
宮
法

(松
井
友

閑
)
、
道
薫

(荒
木
村
重
)

で
あ

る

④
⑤
⑥

に
用

い
ら
れ
た
山
吹

や
梅

の

「帰
り
花
」

は
出
陣

し
て
い
く
者

に

対
す

る
無
事
帰

還
を
祈

る
意
か
、
あ

る
い
は
政
治
的
社
会
的

に
復
権
を
果

た
し
た
こ
と

に
対
す

る
祝
意
が
込

め
ら

れ
た
も

の
か
と
推
測
さ
れ

る
。

と
こ
ろ

で
、

『松

下
集
』

の

「
帰
り
花
」

は
秋

に
咲

い
た
桜
で
あ
り
、

『実
隆
卿
公
記
』

の
例

は
七
月

の
海
棠
と
九
月

の
桜

で
あ
り
、

『天
王
寺
屋

会
記
』

で
は
①

の
十

二
月

(前
後

の
茶
会
日
か
ら
考
え
る
と
十

一
月
か
)

の
桃
、
②
③

の
六
月

の
藤
、
④
⑤

の
八
月
ま
た
九
月

の
山
吹
、
⑥

の
九
月

の
梅

が

「
帰
り
花
」
と

さ
れ
て

い
る
。

し
た

が

っ
て
、
「
帰
り
花
」

は
特

定

の
季
節

や
花

に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
後
に
は

『数

奇
之
書
古
織
部
伝
』

に
は

「
帰
リ
花
ト

テ
、
春
夏
秋
咲

(く
)
花

ノ
秋
冬

自
然

二
咲
事
、
草

木
ト

モ
在
レ
之
。
」
と

あ
り
、

一
つ
の
季
節

を
挟

ん
で

咲
く
花
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
次
節
で
見
る
俳
諧
で
は
冬

の
季

帰
り
花

語

と
な

る

。5

俳
諧
の

「帰
り
花
」

連
歌

は
王
朝
和
歌

の
世
界

に
機
知
と
諧
謔
を
吹
き
込

ん
だ
庶
民
的
な
文

学

で
あ
り
な
が

ら
、

「
三
代
集

・
源
氏

の
物

語

・
伊
勢
物
語

・
名
所

の
歌

枕
、

か
や
う

の
類
を
披
見

し
て
有
興
さ
ま

に
と

り
な
す

べ
し
」
(
二
条
良

基

『連

理
秘
抄
』
)
な
ど
と

あ
る
よ
う

に
、

そ
の
題
材
も
言
葉
も

王
朝

的

な
も

の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
連
歌
か
ら
成
立
し
た
俳
諧
は
、
和
歌

や
連
歌

と
は
異
な
り
、
俳

言
と
呼
ば
れ

る
俗
語

が
用

い
ら

れ
る
。
「
帰
り

花
」

も
連
歌

に
は
見

ら
れ
ず

(
勢
田
勝

郭
編

『連

歌

の
新

研
究

索

引

編
』
「
七
賢

の
部
」
「
宗
祇

の
部
」
「
肖
柏

・
宗

長

の
部
」

の
調
査
に
よ
る
)
、

俳
諧
に
は
現
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
俳
諧

歳
時
記

の
類
に

「
帰
り
花
」

が
現

れ
る

の
は
斎
藤

徳
元
編

『誹
諧
初

学
抄
』

(寛
永
十

八
年

一
六
四

一
刊

)

が
最

も
早

い
が
、

松
江

重
頼

編
輯

『
毛
吹

草
』

(
正
保

二
年

一
六
四

五

刊
)

で
は

「
連
歌

四
季

之
詞
」

に
は
見

え
ず
、
「
誹
諧

四
季

之
詞
」

に
現

れ
、
「横

題
」

(俳
諧

に
の
み
用

い
ら
れ
た
季
語

)
と
す

る

(北
村
季
吟
著

『
増
山
井
』
寛
文

三
年

一
六
六
三
刊

に
も
同
様

の
意
味

の

「
俳
」

の
注

が

あ
る
)
。
曲
亭
馬

琴
編

『増
補
俳
諧
歳
時
記
』

(嘉
永

四
年

一
八
五

一
刊
)

に

「帰
花

冬
月
諸
木
或

は
草

の
花

ひ
ら
く
事
あ
り
。

こ
れ
を
帰
花
と

い

一

一



帰
り
花

ふ
。

正
花
に
な

る
な

り
」
と
あ
る
が
、
「
正
花

」
と
は
そ

の
時
節

の
花
と

し
て
扱
う
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
か
。

当
初
、
俳
諧

の

「帰
り
花
」
は
次

の
よ
う

に
諧
謔
が
含
ま
れ

て
い
る
も

の
が
あ

る
。

み
て
か
ら
に
春

の
気

に
な

る
か

へ
り
花

(
『住
吉
を
ど
り
』
元
禄
九
年

一
六
九
五
)

咲
過
ぎ

て
春
を
減

ら
す
な
帰
花

(横
井
也
有

『蘿
葉
集
』
明
和
四
年

一
七
六
七
)

時
雨

に
も
少

し
恩
あ
り
帰
り
花

(同
右
)

霜
白

し
鳥

の
か
し
ら
帰
り
花

言
水

(
『俳
諧

五
子
稿
』
安
・双
四
年

一
七
七
五
)

ま

た
、
可
笑

み
を
含

ん
で
老
人

の
再
婚

や
恋

に
譬
え

て
言
う

こ
と
も
あ

る
。

髪

つ
ん
で
殿
は
つ

か
し
や
帰
り
花

(
『な

な

つ
い
ろ
は
』
宝
永

二
年

一
七

〇
五
)

帰
花
祖

父
が
恋

の
姿

か
ら(暁

台

『暁
台
句
集
』
文
化
六
年

一
八
〇
九
)

鳥
飼

洞
斎

編

『改

正

月
令
博

物
筌

』

(文

化

五
年

一
八

〇
八
)

で

は

「
忘

れ
咲

き

・
か
た

は
な

・
狂

花

」

の
別
名
を

紹
介

し

つ

つ
、

「
帰
り

一
二

花
」
を

「
尋
常

の
花
と
は
か
じ
け

て
賞
す
る
に
足
ら
ず
」
と
評
し
て

い
る

(「
か

じ
く

」
は
生
気
を
失
う

こ
と
)
。
し
か

し
、
芭

蕉

の
句

で
の

「帰

り

花
」

に
は

こ
れ
ら
と

は
異
な

る
も

の
が
あ
る
。
長
谷

川
櫂
氏

は
俳
句

の

「
帰
り
花

」
に

つ
い
て

「
万
物

が
枯
れ
急
ぐ
天
地

の
そ
こ
だ
け

が
ぼ

っ
と

明
る
ん

で
い
る
よ
う
な
感
じ
。
こ
れ
が
本
意
で
す
」
と
言
わ
れ
、
具
体
例

に
そ

っ
て
次

の
よ
う

に
説
明
さ
れ

て
い
る
。

凩

に
匂
ひ
や

つ
け
し
帰
り
花

芭
蕉

句
中

の
切
れ

の
あ

る

一
物

仕
立

て
。
「
匂

ひ
や
」

の

「
や
」

は
問

い

か
け

の

「
や
」

で
、

こ
こ
で
切
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ

「
つ
け
し
」

の
あ
と

で
切
れ
る
。
凩

に
匂

い
を

つ
け
た
み
た

い
だ

ね
、
帰
り
花
は
、
と

い
う

の
で
す
。

(中
略
)

約
束

の
ご
と
く

に
二
つ
返
り
花

倉
田
紘
文

句
中

に
切
れ
字

の
あ

る

一
物
仕
立

て
。

こ
の
句
は
帰
り
花
が
約
束
し

た
よ
う

に
二

つ
咲

い
て
い
る
と

い
う

の
で
す
。

こ
の

「
帰
り
花
」
に

は
そ

っ
と
置

い
た
感
じ
が
あ
り
ま
す
。

帰
り
花
と

い
う
季
語
は
、

こ
の
そ

っ
と
添
え

る
感
じ
が
大
事

で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
帰
り
花
は
そ

っ
と
咲
く
か
ら

で
す
。
自
然

の
姿
を

こ
わ

さ
な

い
よ
う
、
そ

の
ま
ま
写
し

て
や
れ
ば

い
い
。

確

か
に
、
芭
蕉

の

「帰
り
花
」
は
返
り
咲
き

の
花
と

い

っ
た
捉
え
方
は



さ
れ

て
い
な

い
。
帰
り
花
と

い
う
語

こ
そ
用

い
ら
れ

て
い
る
が
、
そ

の
季

節

の
も

の
と
し

て
捉
え

て
い
る
。
芭
蕉
は

「
見
る

に
あ
り
、
聞
く
に
あ
り
、

作
者
感
ず

る
や
句
と
な

る
所

は
、
即
ち
俳
諧

の
誠
な
り
」

(
『
一二
冊
子
』
)

と
言

っ
て
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
と

「
帰
り
花
」

の
捉
え
方
は
関
係
す
る

も

の
と
思
わ
れ
る
。
次

の
よ
う
な

「
帰
り
花
」
も
同
様
で
あ
ろ
う

。

夢
に
似

て
う

つ
つ
も
白

し
帰
り
花

蓼
太

像
に
声
あ
れ
く
ち
葉

の
中
に
帰
り
花

素
堂

片
枝
は
雪
に
残
し
て
帰

り
花

蕪
村

中
世

の
辞
書

に
は

「
帰
り
花
」

は
見
ら
れ
な

い
が
、

『書

言
字
考
節
用

集
』

(
元
禄
十

二
年

一
六
九
九
序

・
享
保

二
年
版
)

に
は

「復

花
」
が
見

え

、
広

く
知

ら
れ
る
言
葉
と
な

っ
て

い
っ
た
よ
う

で
あ

る
。
元
禄
十

四
年

一
七

〇

一
に
各
務
支
考

に
よ

っ
て
芭
蕉
七

回
忌
法
会

の
記
念

の
俳
諧
追
善

集

『
帰
花
』

が
編
ま

れ

て

い
る
が
、

こ

の
頃
、
歌

舞
伎

で
も
宝
永

三
年

一
七

〇
六

に
京
都

の
早
雲
座
が

『
栄

花
熊
谷

桜
』
を
、
江

戸
で
は
山
村

座
が

『帰
花

武
勇
鏡
』
を

上
演
し

て
い
る

(
『役

者
友
吟
味
』
竹
島

幸
左

衛
門

の
条

。
「
栄
花
」

の
振

り
仮

名

「
か

へ
り
」

は
宝
永

四
年
刊

八
文
字

屋
八
左
衛
門
板

[歌
舞
伎
評
判
記
研
究
会
編

『歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』

岩

波

書

店

]

に
よ

る

)
。

俳

人

で

も

あ

る

井

原

西

鶴

(
一
六

四

二

i

一
六
九
三
)

の
浮
世
草
子
に

「
帰
り
花
」
が
見
え
る

の
は
こ
れ
よ
り
少
し

帰
り
花

前

の
こ
と
で
あ
る
。

有
時
、
長

田
山

の
西
念
寺

の
庭
に
復

花
咲

て
家

中
春

の
心

に
な
り

て
見

に
ま
か
り
ぬ

(
『男
色

大
鑑
』
巻

三
貞
享

四
年

一
六
八
七
刊
)

元
服
は
む
か
し
に
帰
り
花

咲

(
『
武
家
義

理
物
語
』
巻

四

「
目
録
」
u
元
禄

元
年

一
六
八
八
刊
)

ち
な
み

に
西
鶴

は
次

の
よ
う

に

「
返
り
咲
き

(
の
花

)」

の
語
も
用

い

て

い
る
。

其
頃

は
咄
作
り

て
、
点
取

の
勝
負
は

や
り

し
に
、
お
り

ふ
し

の
兼
題

に

「還

咲

の
花

の
陰

に
、
哀

に
可
レ
惜
物
」

(
『本
朝

二
十
不
幸
』
巻

一
、
貞
享
三
年

一
六
八
六
刊
)

江
戸
桜

の
か

へ
り
咲

(
『西
鶴
置
土
産
』
巻

二

「
目
録
」
元
禄
六
年

=
ハ
九
三
刊
)

う

へ
野

の
桜
か

へ
り
咲
し

て
、
折

ふ
し

の
淋
し
き
に
、
是
は
春

の
心

し

て
見
に
ゆ
く
人
袖

の
寒
風
を

い
と
は
ず
、
何
ぞ
と

い
へ
ば
人

の
山
、

静
な
る
お
江
戸

の
時
め
き
け
る

(同
右
巻

二
)

あ

と
が

き

季
節

は
ず

れ
に
咲

い
た
花

は
、
上
代

に
お

い
て
は
季
節

に
先
駆

け
て
咲

く
め
で
た

い
存
在
と

し
て
も
捉
え

ら
れ
て

い
た
。

王
朝
和
歌

で
は
過
ぎ

ゆ

一
三



帰
り
花

く
季
節
を
惜
し
む
象
徴
と
な
り
、
中
世

の
生
け
花
で
は
客
人
を
も
て
な
す

心
を
託
す
も

の
と
な
り
、
近
世

の
蕉
風
俳
諧

で
は
そ

の
も

の
を
そ

の
も

の

と
し

て
鑑
賞
す

る
対
象
と
な

っ
た
。
文
献

に
現
れ

て
く
る
も

の
で
見
る
か

ぎ
り
、
そ

の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代

に
そ
れ
以
外

の

捉
え
方
が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た

の
か
は
分
か
ら
な

い
。
た
だ
、
現
代

の

我

々
に
は
そ
の
す

べ
て
の
捉
え
方
を
理
解
し
、
共
感
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

あ

る

い
は
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代

に
見
出
さ
れ
た
花

の
魅
力
が
今

の
私
た
ち
に

重
層
的

に
積

み
重
な

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

と
こ
ろ
で
、

わ
が
国
の
美
意
識

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
国

で
は
季

節

は
ず

れ
の
花
を
ど

の
よ
う

に
捉
え

て

い
る
の
で
あ

ろ
う
。

漢
語

に
も

「帰
華

」
が
あ

る
が
、
こ
れ
は

「散

っ
て
地

に
帰

る
花
。
落

花

」

(
『大

漢

和
辞

典

」)

の
意

で
あ
り
、

「
帰
り

花

」

で
は
な

い
。
「
還

花
」
ま
た

「
復
花

」

の
字
面
は
漢
語

に
は
見
あ

た
ら
な

い
。
「
褪
花
」

が

「
帰
り
花
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。

榴
無
多

子
否

桃
与
褪
花

殊

…
褪
花
ト
云

ハ
、
カ

ヘ
リ
バ
ナ
ト

云

テ
、
ボ
ケ
ザ
キ
ト
テ
、
秋
サ
ク
花

ヲ
云

ソ
。

(
『湯
山
聯
句

鈔
』

明
応
九
年

一
五
〇
〇
)

東
坡

詩

の
註
に
日
、

〈師

説
云
、

阿
駄
波

奈
、
又

云
加
倍

利
波
奈

〉

△
和
俗

の
冬
月

の
こ
ろ
は
ひ
、
諸
木
あ
る

い
は
草
類

の
花
開
く
を
す

一
四

べ
て

〃
か

へ
り
は
な

〃
と
称
す
。

中
華

に

い
ふ

〈狂
花
〉
ま

た

〈褪

花
〉

の
類

な
り
。
俳
道

に
用
ひ
、
す

な
は
ち
正
花

に
用
ゆ
。

一
木

一

草
に
限
ら
ざ

る
ゆ
ゑ
な
り
。

(其
諺
編

『滑
稽
雑
談
』

正
徳
三
年

一
七

=
二
)

こ

の

「
褪
花
」
は
辞
書
類
に
は
見
え
な

い
が
、
「
褪
英
」
と
同
じ
く

(『
剪

燈
餘
話
』
「
褪
英
浮
二
雨
澗

・
、
残
蕊
漾
二
風
潮

こ
)
、
文
字

通
り
色
あ
せ
た

花
び
ら

の
意
味
で
あ
ろ
う
。

漢
語

で
、
実
態
と
し

て

「
帰
り
花
」
と
同
じ
く
季
節
は
ず
れ
に
咲

い
た

花
を
意
味
す

る
の
は

「
反
花
」
「
狂
花
」
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
「
反
花
」

は
、

『古
今
律
歴
考
』

に

三
十
有
三
年
冬
十
有

二
月
。
隕
霜
不
殺
草
李
梅
実
。

周

之
十

二
月
。
夏

之
十
月

也
。
十
月

霜
宜

殺
草
。
而

不
殺
李

梅
。

宜
下
剥
二
落
反
花

一
而
再
実

上
。
皆
冬
煖
之
咎
徴
也
。

(巻

四
、
経

五

・
春
秋
考

・
僖
公
)

の
例
を
見
出

せ
る
だ
け

で
あ

る
が
、
凶
兆
と
し

て
の
存
在

で
あ
り
、
削
ぎ

落

と
す

べ
き
も

の
と
さ
れ
る
。
「
狂
花
」

の
例
は
多
く
見

ら
れ
、
白
楽
天

の
作
品

に
も

、

十

月
江
南

天
気
好

可
レ
憐
冬
景
似
二
春
華

}

霜
軽
未

レ
殺

二
萋
萋
華

一

日
暖
初
乾

二
漢
漠
沙

一



老
柘
葉
黄
如
二
嫩
樹

一

寒
桜
枝
白
是
狂
花

此
時
郤
羨
聞
人
酔

五
馬
無
レ
由
入
二
酒
屋

}

(「
赴
杭
州
路
中
作
」
)

な

ど

の
例

が

あ

る
。

こ

の

「
狂

花

」

も

『
四
海

入

海

』

(
天

文

四

年

一
五
三
五
刊
)
に

「
狂
花
ト
云

ハ
、
桃
李

ノ
冬
花
サ
イ
タ
リ

ス
ル
類
ゾ
。

カ

ヘ
リ
花

ゾ
。」

(十

ニ
ノ
ニ
)
、

『生

花
伝
小
鏡
集
』

(小
細
流
生
花

口
伝

書
)

に

「
狂

花

」
と
あ

っ
て

「帰

り
花
」
と

同
じ
と
さ
れ

る
。

し
か
し
、

中
国
で
は

『捜
神
記
』

に
、

太

興

四

年
。

王
敦
在

二
武

昌

一。

鈴

下
儀

杖
生

花
。

如

二
蓮
花

一
。

五
六
日
而
萎
落
。

説
日
。
易
説
枯
楊
生

花
。
何
可
レ
久
也
。
今

狂
花

生

二
枯
木

}。
又
在

二
鈴

閤
之
問

一。
言

威
儀
之
富

。
栄
華
之
盛
。
皆

如

二
狂
花
之
発

一
。
不
レ
可
レ
久
也
。
其
後

。
王
敦
終
以

二
逆
命

「
。
加

戮

二
其

戸

一。

(巻

七
)

と
あ

る
よ
う

に
、

「反
花

」
と
同

じ
く

凶
兆

と
さ
れ

た
例
が
見
え

る
。

こ

れ

は
徐
光
啓

の

冨
辰
業
全
署
』

に
、

斉
民

要
術
日

(中
略
)
正
月

一
日

日
出
時
。

反
斧

班
駁
椎
之
。
名

二

嫁
棗

一。
候
二
大
蚕
入

7
簇
。
以

レ
杖
撃

二
其
枝
問

一。
振
落

二
狂
花

一。

全
赤
即
収
。

(巻

二
十
九
、
樹
芸

・
果
部
上
)

と
あ

っ
て
、
咲

い
て
実
ら
ず
、
結
果
的

に
徒
花
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
振

帰
り
花

い
落
と
す

べ
き
も

の
と
さ
れ

る
こ
と
と
関
係
が
あ

ろ
う
。

和
語

の

「
帰
り
花
」
と
漢

語

の

「
反
花
」

「
狂
花

」
は
実
態

は
同
じ
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
捉
え
方
は
異
な
る
。
少
な
く
と
も
俳
諧

の
季

語
と
し

て
の

「
帰
り
花
」
に
は
季
節
は
ず
れ
で
あ

っ
て
も
、
そ

の
季
節

の

景
物
と
し

て
愛
賞
す
る
心
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
時

の
花
」

の
華
や
か
さ
は

な

い
が
、
そ

の
慎
ま
し
や
か
な
花

の
在
り
方
も

ま
た
、
我

々
の
共
感
す

る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

(1
)
拙

稿

「
花

暦
」
(「
同
志
社
女
子
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
」
第
十

一
号

二
〇

一
一
・
三
)

(2
)
本
稿
を
な
す
に
あ
た

っ
て
調
査
し
た
江
戸
時
代
以
前
の
も
の
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

【和
歌
】
萬
葉
集

・
勅
撰
八
代
集
、
そ
れ
以
外
の
私
家
集

・
歌
合
集
な
ど
は
必

要
に
応
じ
て
調
査
し
た
。

【物
語
】
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語

・
平
中
物
語

・
篁
物
語

・
竹
取
物
語

・
宇
津

保
物
語

・
落
窪
物
語

・
源
氏
物
語

・
狭
衣
物
語

・
堤
中
納
言
物
語

・
浜
松

中
納
言
物
語

・
夜
の
寝
覚

・
住
吉
物
語

・
松
浦
宮
物
語

・
小
夜
衣

・
こ
は

た
の
時
雨

【日
記
紀
行
文
】
蜻
蛉
日
記

・
枕
草
子

・
紫
式
部
日
記

・
和
泉
式
部
日
記

・
更

級
日
記

・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集

・
高
倉
院
厳
島
御
幸
記

・
高
倉
院
升
遐

一
五



帰
り
花

記

・
海

道
記

・
東

関
紀
行

・
う
た

た
ね

・
十

六
夜

日
記

・
中
務
内

侍

日

記

・
竹
む
き

が
記

・
都

の

つ
と

・
小
島

の
く
ち
ず
さ

み

・
藤
河

の
記

・
筑

紫
道
記

・
北

国
紀
行

・
宗
祇
終
焉
記

・
佐
野

の
わ
た
り

・
い
ほ
ぬ
し

【随
筆

・
批

評
】
徒
然
草

・
方
丈
記

・
無
名
草
子

【歴
史
物
語
】
古
事

記

・
日
本
書
紀

・
栄
花
物
語

・
大
鏡

・
今
鏡

・
水
鏡

・
増

鏡

【説
話
集
】

宇
治
拾
遺
物

語

・
今
昔
物

語
集

・
無
名
抄

・
閑

居
友

・
選
集
抄

・

打
聞
集

・
古
今
著

聞
集

・
古
事
談

・
十
訓
抄

【軍
記
物

語
】
平
家
物
語

・
太

平
記

【お
伽
草

子
】
あ
し
び
き

・
鴉
鷺
物

語

・
伊
吹
童

子

・
岩

屋
の
草
子

・
転
寝
草

紙

・
か
ざ
し
の
姫
君

・
雁

の
草
子

・
高
野
物
語

・
小
男
の
草
子

・
西
行

・

さ

・
や
き
竹

・
猿
り
草
子

・
し
ぐ
れ

・
大
黒
舞

・
俵
藤
太
物
語

・
毘
沙
門

の
本
地

・
弁
慶
物
語

・
窓

の
教

・
乳
母
の
草
紙

・
師
門
物
語
、

【謡
曲
】
日
本
古
典
文
学
全
集

『謡
曲
集

一
・
二
』

収
集

の
脇
能
八
曲

・
修
羅

物
八
曲

・
蔓
物
十
八
曲

・
四
番
目
物
二
十
八
曲

・
切
能
十
五
曲

【狂
言
】
日
本
古
典
文
学
全
集

『狂
言
集
』
所
収

の
四
十
番
。

【そ

の
他
】
茶
道

・
花
道
関
係

の
も

の
は

『茶
道
古
典
全
集
』

(淡
交
新
社
)
、

『花
道
古
書
集
成

(正

・
続

ご

(思
文

閣
)
所
収

の
も

の
。
ま

た
、
『実
隆

公
記
』
は
続
群
書
類
従
完
成
会
刊

に
よ
る
。

(3
)

『中
世

の
文
学

歌
論
集

こ

(三
弥
井
書
店

一
九

六

一
・
二
)
「古

来
風
体

抄
」
補
注

に
よ
る
。

(4
)
た
と
え
ば

『無
名
抄
』

(「題
心
事
」
)
に
は
次
の
よ
う

に
あ

る
。

一
六

歌
は
題

の
心
を
よ
く
よ
く
心
う

べ
き
也
。
俊
頼
髄
脳
と

い
ふ
物
に
そ
し
る
し

て
侍

る
。

(中
略
)

又
題
の
歌
は
、
か
な

ら
ず

心
ざ

し
を

ふ
か
く

よ
む

べ
し
。

た
と

へ
ば
、

い
は

ひ
に
は
か
ぎ
り
な
く
久
し
き
心
を

い
ひ
、
こ
ひ

に
は
わ
り

な
く
浅
か
ら
ぬ
よ

し
を
よ

み
、
も
し
は
命

に
か

へ
て
花
を
を
し
み
、
家
ぢ
を

わ
す
れ

て
紅
葉
を
尋
ね

ん
ご
と
く
、
そ

の
物

に
心
ざ
し

ふ
か
く
よ
む

べ
し
。

…
題
を
ば
か
な
ら
ず
も

て
な
す

べ
き
ぞ
と

て
、

ふ
る
く
よ
ま
ぬ
ほ
ど

の
こ
と

を
ば

、
心
す

べ
し
。
う
く

ひ
す
は
、
ま

つ
心
を
ば
よ
め
ど
も
、
た
つ
ね

て
き

く

こ
と

い
と
よ
ま
ず
。

又
し
か

の
ね
な
ど

は
、
聞
く

に
物
す
ご
く
あ
は
れ
な

る
よ
し
を
ば

よ
め
ど
も

、
待

つ
よ
し
を
ば

い
と
も

い
は
ず
。
か

や
う

の
こ
と

な
ど
は
、
こ
と
な

る
秀
句

な
ど
な
く
ば
、

か
な

ら
ず
さ

る
べ
し
。
又
桜
を
ば

た
つ
ぬ
れ
ど
も

、
柳
を

ば
た
つ
ね
ず
。

は

つ
雪
な
ど
を
ば
待

つ
心
を

よ
み
て
、

し
ぐ
れ
あ

ら
れ
な
ど
を
ば
ま
た
ず
。
花
を
ば
命

に
か

へ
て
を

し
め
ど
も

、
紅

葉
を
ば
さ
ほ
ど

に
は
を
し
ま
ず

。
こ
れ
ら
の
ち

が
ひ
め
を
心
え
ね
ば

、
故
実

を
し
ら
ぬ
や
う

な
り
。
よ
く
よ
く
古
歌
な

ど
を
も

思
ひ
と
き

て
、
歌

の
様
程

に
し
た
が
ひ
て
、
相
は
か
ら
ふ
べ
き
事

な
り
。

(5
)
「残
花
」

に
は

四
月
、
祭

の
日
ま
で
花
ち
り
残
り
て
侍

け
る
年

、
そ
の
花
を

使
少
将

の
か
ざ

し
に
た
ま
ふ
葉
に
書

き

つ
け
侍
る

紫
式

部

神
世
に
は
あ
り
も
や
し
け
ん
桜
花
け
ふ
の
か
ざ

し
に
お
れ
る
た
め
し
は

(新
古
今
集

・
雑

・
一
四
八
五
)

と

い

っ
た
即
興

の
風
雅

の
材
料
と
な

っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例

は
勅
撰
八
代
和
歌
集
で
は
右

の

一
例
だ
け
で
あ
る
。



(6
)

ト

コ
ナ
ツ

(
常
夏

・
瞿
麦

)
に

源
正
明

の
朝
臣
、
十
月
許

に
、
常
夏
を
折
り

て
、
贈
り

て
侍
り
け
れ
ば
、

冬
な
れ
ど
君
が
垣
ほ

に
咲
き
け
れ
ば
む

べ
常
夏
と
恋
し
か
り
け
り

(後
撰
集

・
一
〇
六
九
)

な
ど

の
例

が
見
え

る
が
、

常
夏

の
花
を
し
見
れ
ば
う
ち
は

へ
て
過
ぐ
る
月
日

の
数
も
知
ら
れ
ず

(拾
遺
集

・
一
〇
七
九
)

な
ど

の
例
も
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
花
は
長
く
咲
き
続
け
る
花

で
あ
り
、
季
節

は
ず
れ
の
花
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い

(拙
稿

「常
夏
花
譜
ー

ナ

デ
シ
コ
の
異
名
に
つ
い
て
ー

」
「同
志
社
女
子
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科

紀
要
」
第

二
号
二
〇
〇
二

・
三
)

(7
)
次

の
例
は
季
節
は
ず
れ
に
咲

い
た
花

の
例
に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

。

わ
が
宿

の
池

の
藤
波
さ
き
に
け
り
山

郭

公

い
つ
か
来
鳴
か
む

(古
今
集

・
夏

・
=
二
五
)

藤
は
晩
春

の
花
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
藤
も

季
節
ど
お
り
に
咲

い
て

い
る
の

で
あ
り
、
夏

の
景
物

の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
関
連

づ
け
て
、
春

か
ら
夏

へ
の
変
化

を
ス
ム
ー
ズ

に
す

る
た
め
に
、
夏

の
部

に
置

か
れ
た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

(8
)
注
③

に
同
じ
。

(9
)
注
③

に
同
じ
。

(10
)
『夫
木
和
歌
集
』

(鎌
倉
後
期
)
巻

四
に

散

る
花
を
吹
き
あ
げ

の
浜

の
風
な

ら
ば
猶
も
木
末

に
か

へ
り
さ
か

せ
よ

(小
侍
従
)

帰
り
花

と
あ
り
、

『実

隆
卿

公
記
』
延
徳

三
年

一
四
九

一
十

一
月

二
十
七

日
条

に

月
次
和
漢
御
会
也

(中
略
)

ち
る
花
を
枝
に
か

へ
す
や
木

々
の
雪

近
衛
前
関
白

と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
本
稿
で
言
う

「帰
り
花
」
で
は
な

い
。

(
11
)
た
だ
し
、

こ
の
頃

(南
北
朝
～
室

町
時

代
)

の
辞
書
類

(『頓
要
集
』
・
『撮

壌
集
』
・
『温
故
知

新
書
』
・
『運
歩
色
葉
集
』
・
『節
用
集
』
・
『下
学
集

』
)

に

は

「帰
り
花
」
は
見
ら
れ
な

い

(「残
花
」
は

『頓
要
集
』

に
見
え
る
)
。

(12
)
江
戸
期

に
も

『宗
春

翁
茶
道
聞
書
』

(慶
長

五
年

一
六
〇
〇
奥
書
)

に

「返

の
は
な

ハ
事

に
よ
り
て
入
る
事

あ
り
」
、

『増
補
和
訓

栞
』

に

「宗
吾
記

に
、

送
り
花
の
事

、
梅
海
棠

云
々
、
時

に
よ
り

て
梅

の
か

へ
り
花
を
も

や
る
」
と

あ

る

(宗
吾
記
は
未
詳
)
。

(13
)
造
形
意

匠
の

一
つ
に

「帰
り
花
」

が
あ

る
。
蓮
華

の
花
弁

が
下
向
き

に
な

っ

て

い
る
彫
文

で
あ
り

、
「反
花
」
と

も
言

い
、
請
花

(受
花

)
に
対
す

る
。

『君
台

観
左
右
帳

記
』

(日
本
思
想

大
系

『古

代
申
世
芸

術
論
』
所

収
)

の

「彫
物
之
事
」
に

「小
盆
に
帰
花
重
宝
也
」
「帰

花
薬
器
」
な
ど
と
見
え
る

も

の
で
あ

る
が
、
『
天
王
寺

屋
会

記

(宗

及
他
会

記
)
』

(永
禄

四
年

四
月

十

三
日
)

の

「水
指

か

へ
り
花

」、

『今
井
宗
久
茶

湯
日
記
抜
書
』

(
弘
治

四
年

一
五
五
八
正
月
五
日

物
外
軒
御
会
)

の

「水
サ

シ

カ

ヘ
リ
花
、

ア

カ

・
ネ
」
な
ど
は
そ

の
例

で
あ

る
。

(14
)
奥
書

に
三
条
家

の
秘
本
を
文
安

二
年

(
一
四
四
五
)

に
富
阿
弥
が
相
伝
し
、

さ
ら

に
数
人
を
経

て
天
文
五
年

(
一
五
五
六
)
に
池
坊
専
慈
が
相
伝
し
た
と

あ
り
、
室
町
時
代
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

一
七



帰
り
花

引

用
は

『花
道
古
書
集
成
』
第

四
巻

〔東
洋
文
庫
蔵

・
古
活
字
版

〕
に
よ
る
。

た
だ

し
、
表

記
を
変
え

て
読

み
や
す
く
し
た
箇
所

が
あ

る
。

(15
)
引

用
は
日
本
思
想
大
系

『古
代

中
世
芸
術
論
』
所
収

の
も

の
に
よ
る
。

こ
の

底
本

は
大

永
三
年

一
五
二
三
相
伝

の
東
京

国
立
博
物
館
所
蔵

『君
台
観
左
右

帳

記
』

で
あ
る
が
、
天
文
十

一
年

一
五
四
二
相
伝

の
も

の
を
底
本

と
す

る
続

群
書

類
従
本

に
は

「帰

花
を
ば
祝
儀

に
用
ひ
、
残
花
を
ば
嫌

ふ
な
り
。」
と

あ

る
。

(16
)
『仙
伝
抄
』

『立
花
初

心
抄
』

『華
道
全
書
』

に
婚

礼
に
は

「
帰
り
花
」

は
用

い
な

い
と
あ

っ
た
が
、
『臥
雲
華
書
』

(江
戸
初
期
成

、
宮
内

庁
書

陵
部
蔵

)

に
は
、
「帰
」

は

「
嫁
」

の
意
味

で
も
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
嫁
取
り

に
も

用

い
ら
れ
る
と
す
る

(こ
の
資
料

に

つ
い
て
は
池
坊
由
紀
氏

よ
り
御

教
授

い
た

だ

い
た
)。

帰

花
を

ハ
祝
儀
に
用
べ
し
。
残
花
を

ハ
嫌
ふ
也
。
帰

花

ハ
再
び
花
咲
故

に
祝
儀
也
。
殊
嫁
取
な
ど
の
時
の
花

二
用
べ
し
。
古

語
に
婦
人
謂
け嫁
.

日
ロ
帰
ト
。グ
ト。
(都吻
.ハ
、
女

人
遵
つ
.ト
夫

ノ家

己如

レ
帰
ユ
ガ
己
ガ
家
で

故
、

云
レ
帰
也
と

云
り
。
残
花

ハ
死
花
也
。
終

る
花
を

ハ
祝
儀

ニ
ハ
こ
と
に

用

べ
か
ら
す
。

(17
)

『数
奇

之
書
古
織
部
伝
』

に

「
帰
リ
花
ト

テ
、
春
夏

秋
咲
花

ノ
秋
冬
自

然

二

咲

事
、

草

木

ト

モ
在

レ
之
。」

と

あ

る
。

ま

た
、
『
花

道

全

集

』

(
昭

和

二
十

四
年

三
月
、
河
原
書
店
刊
)

の
第
五
巻

「立
花
と
茶

花
」

(亀

沢
香
雨

氏
執
筆

「立
花
と
植
物
」)

に
も
次

の
よ
う

に
纏

め
ら
れ
て
い
る
。

か

へ
り
花

の
事
、
悉
く
嫌
う
と

い
う

の
で
は
な

い
が
、
婚
礼

の
華
、
病

一
八

気
本
復

の
華
な
ど

に
は
嫌

ふ
。
か

へ
り
花
と

い
う

の
は
春

の
花
が
秋

の

末

に
咲
き
、
夏

の
花
を
冬

に
み
る
を

い
ふ
。

お
く

れ
花

の
事

、
こ
れ
も
悉
く
嫌
う
と

い
う

の
で
は
な

い
が
、
祈
祷

の

華
、
官
位

に

つ
い
て
の
華
、

入
院

の
華

、
移
徒

の
華
等

に
嫌

ふ
。
残
花

も

同
様

で
あ

る
。
然

し
残
花
と

い
う

の
は
、
早
咲
き
、
お
そ
咲
、
漸
く

咲
き
終
り

、
未
だ
悉
く
散
り
果

て
ぬ
う
ち

に
あ

る
を
残
花
と
云

ひ
、

お

く

れ
咲
と

は
春

の
花
夏

に
至

っ
て
咲
く
も

の
の
如
き
を

い
う

の
で
あ

る
。

古
今

の
花

の
事

、
古
と

は
返
り
咲
き
と

お
く

れ
咲
き

の
こ
と

で
あ

る
。

譬

へ
ば
春

の
こ
こ
ろ
に
て
夏

用
ひ
る
は
季
過
ぎ

て
昔
と
な
り

こ
れ
を
嫌

う
。
当
季

の
花
を
今

と
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
古
今

の
名
が
あ

る
。

(18
)
例
え
ば

穎
原

退
蔵

『芭

蕉
講

話
』

(新

日
本

図
書
株

式
会
社

一
九

四

六

・

七
)
に
、
芭
蕉

の

「姥

桜
咲
く

や
老
後

の
思
い
出
」

の

「姥
桜
」

に

つ
い
て

次
の
よ
う

に
あ

る

(十

一
頁
)。

和
歌
や
連
歌

だ
と
、
万
葉
集
だ
と

か
古
今
集
だ
と

か
、
源
氏
物
語
だ
と

か
、
そ
ん
な
古

い
和
歌
や
物

語
を
出

典
と
し
て
作

る
。
俳
諧

は
も

っ
と

通
俗
的
な
謡

曲
を
盛
ん
に
用

い
る
。
姥
桜
な
ど
と

い
う
通
俗

的
な
名
を

も

っ
た
桜
も

、
今

ま
で
和
歌
や
連
歌

で
は
題
材
と
さ
れ
な

か

っ
た
。

(19
)
「実

作

へ
の
栞

」

『角

川
俳
句
大

歳
時
記
』

付
録
。
ち

な
み

に
太

田
蜀
山

人

『半

日
閑
話
』

に
、

当
月

(引
用
者
注
、
明
和
九
年

一
七
七
二

八
月
)
末

よ
り

紅
梅

、
梨
、

桜
、
李

の
類
花
開
く
事
春

の
如
し
。
上
野
山
門
際
の
桜
悉

く
開
く
。
尋

常

の
帰
り
花
に
異
な
り
。
信
州
善

光
寺
よ
り
便
あ
る
に
、
彼

国
に
て
も



紅
梅
、
彼
岸
桜
な
ど
花
咲
き
候
よ
し
。

と
あ
る
が
、
帰
り
花
は

一
輪
二
輪
ひ

っ
そ
り
と
咲
く
も

の
で
あ
り
、
こ

の
よ

う

に
咲
く

の
は
例
外

で
あ
る
。

(20
)

こ
の
節

の
漢
籍

の
例
は
中
国
か
ら

の
留
学
生
李
増
生
君
の
調
査
を
参

考
に
し

た
。
明
記
し

て
感
謝

の
意
を
表
し
ま
す
。

帰
り
花

一
九


