
新
元
号
﹁
令
和
﹂
出
典
考

︱
︱
｢
梅
花
の
宴
﹂
の
二
重
構
造
︱
︱

吉

海

直

人

【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
令
和
・
元
号
・
万
葉
集
・
大
伴
旅
人
・
大
宰
府
・
梅
花

は
じ
め
に

二
〇
一
九
年
四
月
一
日
︑
新
元
号
が
﹁
令
和
﹂
に
決
ま
っ
た
と
い
う
報

道
が
大
々
的
に
行
な
わ
れ
た
︒
そ
の
報
道
を
行
な
っ
た
菅
官
房
長
官

(新

首
相
)
は
︑
そ
の
後
﹁
令
和
お
じ
さ
ん
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
れ
で
五

月
一
日
の
徳な
る

仁ひ
と

皇
太
子
の
ご
即
位
に
伴
っ
て
︑
平
成
三
十
一
年
は
令
和
元

年
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
二
〇
一
九
年
は
︑
平
成
と

令
和
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒

今
回
の
改
元
最
大
の
特
徴
は
︑
従
来
の
元
号
が
漢
籍
を
典
拠
と
し
て
い

た
の
に
対
し
て
︑
初
め
て
日
本
の
古
典
で
あ
る
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
採
用
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
因
み
に
明
治
と
大
正
は
﹃
易
経
﹄
が
出
典
で
あ
り
︑

昭
和
と
平
成
は
﹃
書
経
﹄
が
出
典
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
も
あ
っ
て
︑
安

倍
首
相
が
テ
レ
ビ
で
﹁
国
書
﹂
を
繰
り
返
し
口
に
し
た
の
が
耳
に
つ
い
た
︒

も
ち
ろ
ん
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
日
本
で
書
か
れ
た

り
出
版
さ
れ
た
本
は
す
べ
て
国
書
だ
か
ら
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
排
他
的

国
粋
主
義
的
な
見
方
は
適
当
で
は
あ
る
ま
い
︒
日
本
文
化
は
中
国
文
化
と

融
合
し
て
誕
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︒

し
か
も
今
回
の
出
典
は
︑
国
書
と
は
い
え
漢
文
で
書
か
れ
た
序
の
部
分

で
あ
り
︑
必
ず
し
も
日
本
語

(大
和
言
葉
)
で
書
か
れ
て
い
る
個
所
か
ら

の
引
用
で
は
な
か
っ
た
︒
も
と
も
と
元
号
と
は
和
語
か
ら
と
れ
な
い
も
の

二
三



で
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
ま
た
歴
史
書
で
は

な
く
初
め
て
文
学
か
ら
引
用
さ
れ
た
の
だ
か
ら
︑
表
面
的
な
漢
字
の
説
明

だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
︒
そ
こ
で
﹃
万
葉
集
﹄
の
出
典

個
所
に
つ
い
て
︑
国
文
学
の
立
場
か
ら
も
う
少
し
詳
し
く
論
述
し
て
み
た

い
︒
そ
の
上
で
︑
文
学
的
に
﹁
令
和
﹂
を
ど
う
読
み
取
れ
ば
い
い
の
か
に

つ
い
て
︑
い
さ
さ
か
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
︒

予
め
私
の
主
張
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

1
︑
典
拠
と
な
っ
た
﹃
万
葉
集
﹄
が
漢
籍
で
は
な
く
国
書
で
あ
る
こ
と
︒

2
︑﹃
万
葉
集
﹄
が
歴
史
書
・
思
想
書
で
は
な
く
歌
集
で
あ
る
こ
と
︒

3
︑
｢梅
花
の
歌
﹂
が
和
歌
で
は
な
く
漢
文
で
書
か
れ
た
序
の
一
部
で

あ
る
こ
と
︒

4
︑
序
が
漢
籍
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
︑
し
か
も
そ
の
漢
籍

が
反
社
会
的
な
思
想
書
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
報
道
さ
れ
て
い
な

い
︒

5
︑
｢梅
花
の
宴
﹂
の
歌
が
中
国
の
﹁
梅
花
篇
﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
こ

と
︑
そ
こ
に
﹁
望
京
の
思
い
﹂
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
︒

6
︑
時
代
背
景
と
し
て
長
屋
王
の
変
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
︒

7
︑
総
合
的
に
考
え
る
と
︑﹁
梅
花
の
歌
﹂
に
は
旅
人
の
複
雑
な
心
境

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
︒

8
︑
家
持
の
﹃
万
葉
集
﹄
自
体
︑
藤
原
氏
へ
の
対
抗
意
識
が
根
底
に
存

し
て
い
る
こ
と
︒

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
︑﹁
令
和
﹂
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
き

た
い
︒

一
︑
元
号
に
つ
い
て

最
初
に
﹁
元
号
﹂
に
つ
い
て
︑
簡
単
な
基
礎
知
識
を
押
え
て
お
こ
う
︒

そ
も
そ
も
元
号
と
い
う
の
は
︑
中
国
発
祥
・
由
来
の
も
の
な
の
で
︑
起
源

は
も
の
す
ご
く
古
い
時
代
に
遡
る
︒
紀
元
前
の
前
漢
の
武
帝
が
﹁
建
元
﹂

と
い
う
元
号
を
創
始
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
歴
史
的
に
は
前
漢

ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
中
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
周
辺
の
国
々

(含
日
本
)
は
︑
中
国
の
従
属
国

(冊
封
国
)
と
し
て
朝
貢
使
を
遣
わ
し
︑

中
国
の
す
ぐ
れ
た
暦
と
中
国
の
元
号
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
︒
元
号
は
暦
の

一
部
で
あ
り
︑
ま
た
支
配
・
被
支
配
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

日
本
が
独
自
の
元
号
を
使
用
し
は
じ
め
た
の
は
︑
ず
っ
と
遅
れ
て
大
化

の
改
新

(
六
四
六
年
)
の
時
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る

(﹃
日
本
書
紀
﹄
に

よ
る
)︒
こ
れ
に
よ
っ
て
独
立
国
と
し
て
の
意
識
を
表
出
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
︒
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
断
続
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
︑

文
武
天
皇
五
年

(七
〇
一
年
)
に
﹁
大
宝
﹂
が
制
定
さ
れ
て
以
来
︑
今
日

新
元
号
﹁
令
和
﹂
出
典
考

二
四



ま
で
千
三
百
年
以
上
も
元
号
が
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
︒
数
え
て
み
る
と
︑

新
﹁
令
和
﹂
は
二
三
二
番
目

(北
朝
を
加
え
れ
ば
二
四
八
番
目
)
の
元
号

に
な
る
︒
こ
の
数
字
だ
け
で
も
十
分
す
ご
い
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
間
︑
本
家
本
元
の
中
国
で
は
︑
辛
亥
革
命

(一
九
一
一
年
)
で
清

王
朝
が
滅
亡
し
た
際
に
元
号
も
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
韓
国
な
ど
周
辺

の
国
々

(漢
字
文
化
圏
)
も
︑
独
立
に
伴
っ
て
元
号
を
や
め
て
し
ま
っ
た

の
で
︑
現
在
も
元
号
が
存
続
し
て
い
る
の
は
︑
な
ん
と
日
本
だ
け
と
の
こ

と
で
あ
る
︒
日
本
に
し
て
も
︑
も
し
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
に
天
皇
制

が
廃
止
さ
れ
て
い
た
ら
︑
お
そ
ら
く
元
号
も
自
動
的
に
廃
止
に
な
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
︒
と
い
う
の
も
︑
元
号
は
君
主
制

(天
皇
制
)
と
不
即
不
離

の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
元
号
の
廃
止
に
つ
い
て
は
︑
戦
後
の
国
会
で
も
議
論
さ
れ
て

い
た
︒
民
主
主
義
国
家
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
折
︑
日
本

に
お
け
る
元
号
の
文
化
的
意
義
を
熱
く
説
い
た
の
が
︑
歴
史
学
者
の
坂
本

太
郎
博
士
で
あ
っ
た
︒
結
局
︑
昭
和
五
十
四
年

(一
九
七
九
年
)
に
元
号

法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
で
︑
元
号
の
存
続
が
決
定
さ
れ
た
︒
そ
の
間
︑
宙

に
浮
い
て
い
た
﹁
昭
和
﹂
も
︑
象
徴
天
皇
の
元
号
と
し
て
そ
の
ま
ま
使
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
日
本
で
は
︑
西
洋
暦
と
元
号

(和

暦
)
の
併
用
が
今
も
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
不
便
だ
︑
西
暦
だ

け
で
い
い
と
い
う
人
も
い
る
が
︑
元
号
は
も
は
や
日
本
固
有
の
伝
統
・
文

化
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
き
た
い
︒

な
お
明
治
に
な
っ
て
︑
元
号
の
制
度
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ご

存
じ
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
以
前
は
︑
天
皇
の
譲
位
と
は
関
係
な
く
︑
随
意
に

改
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
幕
末
の
孝
明
天
皇
の
御
代
な
ど
︑
御
在
位
二

十
一
年
の
間
に
嘉
永
・
安
政
・
万
延
・
文
久
・
元
治
・
慶
応
と
六
度
も
改

元
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
煩
雑
さ
も
あ
っ
て
︑
明
治
政
府
は
﹁
一
世
一
元
﹂

の

詔
み
こ
と
の
り

を
発
布
し
て
︑
新
天
皇
即
位
の
時
に
だ
け
改
元
す
る
こ
と
に
定

め
た
︒
こ
の
時
に
本
来
の
元
号
と
は
多
少
ず
れ
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
結
果
と
し
て
︑
昭
和
が
日
本
で
一
番
長
い
元
号
と
な
っ
た

(六
十
四

年
)︒平

成
の
天
皇
陛
下
は
︑
ご
高
齢
だ
っ
た
昭
和
天
皇
を
身
近
に
御
覧
に
な

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
八
十
歳
を
過
ぎ
た
ら
譲
位
し
た
い
旨
を
述
べ

ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ
を
受
け
て
︑
明
治
以
降
初
め
て
生
前
譲
位
が
行
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
︑
皇
太
子

(
徳
仁
親
王
)
の
即
位

(一
二
六
代
)
に

よ
っ
て
改
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
伴
っ
て
今
上
天

皇
は
︑
譲
位
後
は
﹁
上
皇

(陛
下
)
﹂
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(上
皇

復
活
)︒

つ
い
で
な
が
ら
︑
平
成
の
天
皇
が
長
い
皇
太
子
時
代
を
経
て
即
位
さ
れ

新
元
号
﹁
令
和
﹂
出
典
考
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た
の
は
五
十
五
歳
の
時
で
あ
り
︑
日
本
で
二
番
目
に
高
齢
の
即
位
と
さ
れ

た
︒
今
回
は
五
十
九
歳
な
の
で
さ
ら
に
高
齢
で
あ
っ
た
が
︑
ま
だ
一
番
で

は
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
一
番
は
第
四
十
九
代
・
光
仁
天
皇
の
六
十
一
歳

だ
か
ら
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
記
録
は
︑
現
皇
嗣
・
秋
篠
宮
が
即
位
さ

れ
る
際
に
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

二
︑
﹁
令
和
﹂
の
出
典
に
つ
い
て

次
に
新
元
号
﹁
令
和
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
お

き
た
い
︒
今
回
初
め
て
出
典
を
日
本
の
古
典
に
求
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

や
は
り
坂
本
博
士
が
生
前
に
︑
そ
ろ
そ
ろ
出
典
を
日
本
の
古
典
に
求
め
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
提
言
し
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
︒
日
本
の
古
典

と
い
っ
て
も
︑
聖
徳
太
子
の
﹃
十
七
条
の
憲
法
﹄
や
﹃
六
国
史
﹄・﹃
勅
撰

漢
詩
集
﹄︑
あ
る
い
は
﹃
古
事
記
﹄
な
ど
漢
籍
に
準
じ
た
著
作
が
た
く
さ

ん
あ
る
の
で
︑
元
号
選
定
の
材
料
に
は
事
欠
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

今
回
は
そ
う
い
っ
た
漢
字
も
の
で
は
な
く
︑
予
想
外
の
﹃
万
葉
集
﹄
が
出

典
と
さ
れ
た
こ
と
が
一
番
の
驚
き
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
最
初
に
提
出
さ
れ

た
候
補
か
ら
で
は
な
く
︑
後
に
追
加
さ
れ
た
も
の
か
ら
選
ば
れ
た
と
の
こ

と
で
あ
る
︒
ど
う
や
ら
安
倍
首
相
は
︑
単
に
国
書
か
ら
選
ぶ
と
い
う
だ
け

で
な
く
︑﹃
万
葉
集
﹄
へ
の
拘
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
の
た
め
著
名
な

万
葉
学
者
で
あ
る
中
西
進
博
士
の
発
案
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
報
道
さ
れ

た
︒そ

れ
も
あ
っ
て
発
表
直
後
か
ら
︑
書
店
の
文
庫
本
﹃
万
葉
集
﹄
が
飛
ぶ

よ
う
に
売
れ
︑
増
刷
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

(﹁
平
成
﹂

の
時
と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
)︒
中
に
は
﹃
万
葉
集
﹄
と
聞
い
て
︑

﹁
令
和
﹂
を
和
歌
の
一
節
だ
と
勘
違
い
し
た
人
も
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
し

か
し
前
述
の
よ
う
に
︑
出
典
は
決
し
て
和
歌
の
一
節
で
は
な
い
︒
そ
も
そ

も
﹁
令
﹂
は
和
歌
に
馴
染
ま
な
い
漢
字
で
あ
っ
た
︒
加
え
て
﹃
万
葉
集
﹄

に
は
︑
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
た
和
歌
だ
け
で
な
く
︑
漢
文
で
書
か
れ
た
文

章
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
も
ら
い
た
い
︒
特
に
巻
五
は
︑

漢
文
が
多
い
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
た
︒

出
典
を
含
む
﹁
梅
花
歌
三
十
二
首
幷
序
﹂
は
そ
の
好
例
と
い
え
る
︒
次

に
そ
の
序
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し
て
み
よ
う
︒
冒
頭
部
分
は
︑

天
平
二
年
正
月
十
三
日
︑
萃
于
帥
老
之
宅
︑
申
宴
会
也
︒
于
時
︑
初

春
令
月
︑
気
淑
風
和
︑
梅
披
鏡
前
之
粉
︑
蘭
薫
珮
後
の
香
︒

(
新
編
全
集
﹃
万
葉
集
1
﹄
40
頁
)

云
々
と
漢
文
体
で
貫
か
れ
て
い
る
︒
天
平
二
年
は
七
三
〇
年
の
こ
と
で
あ

る
︒
こ
こ
に
出
て
い
る
﹁
帥
老
﹂
は
︑
帥そ
ち

(長
官
)
と
し
て
大
宰
府

(福

岡
県
)
に
赴
任
し
て
い
た
当
時
六
十
六
歳

(
か
な
り
老
齢
)
の
大
伴
旅
人

新
元
号
﹁
令
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の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
旅
人
の
邸
で
﹁
梅
花
の
宴
﹂
が
開
催
さ
れ
た
︒
そ

の
宴
会
で
歌
わ
れ
た
﹁
梅
花
の
歌
三
十
二
首
﹂
(八
一
五
～
八
四
六
番
)

の
序
と
し
て
︑
歌
の
前
に
置
か
れ
た
漢
文
こ
そ
が
﹁
令
和
﹂
の
出
典
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
宴
会
が
行
な
わ
れ
た
旅
人
の
邸
は
︑
現
在

の
坂
本
八
幡
宮
の
境
内
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
以
前
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で

は
︑
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
証
拠

(痕
跡
)
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒

そ
の
他
︑
月
山
東
地
区
官
跡
や
大
宰
府
条
坊
榎
社
周
辺
な
ど
も
比
定
地
候

補
で
あ
る
が
︑
ど
れ
も
決
め
手
を
欠
い
て
い
る
︒

残
念
な
こ
と
に
︑
こ
の
序
の
作
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
一
見
す
る
と
︑

主
催
者
で
あ
る
旅
人
の
作
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
漢
文
に
秀
で
て
い
た

部
下
の
山
上
憶
良
が
代
筆
し
て
い
る
と
い
う
説
も
強
い
︒
参
考
ま
で
に
前

掲
の
漢
文
を
書
き
下
し
文
に
す
る
と
︑

天
平
二
年
正
月
十
三
日
︑
帥
老
の
宅い
へ

に
萃あ
つ

ま
り
て
︑
宴
会
を
申の

べ
た

り
︒
時
に
︑
初
春
の
令
月
に
し
て
︑
気
淑よ

く
風

和
や
わ
ら

ぎ
︑
梅
は
鏡
前

の
粉ふ
ん

を
披ひ
ら

き
︑
蘭
は
珮は
い

後
の
香か
う

を
薫か
を

ら
す
︒

と
読
め
る
︒
こ
れ
を
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
︒

天
平
二
年
正
月
十
三
日
に
︑
旅
人
の
邸
に
集
ま
っ
て
宴
会
を
開
い
た
︒

折
し
も
初
春
の
め
で
た
い
月
︑
空
気
は
清
ら
か
で
風
も
穏
や
か
︑
梅

は
鏡
の
前
で
白
粉
を
つ
け
た
美
人
の
よ
う
に
白
く
咲
き
︑
蘭

(藤

袴
)
は
身
に
帯
び
た
匂
い
袋
の
よ
う
に
薫
っ
て
い
る
︒

こ
こ
に
は
平
和
で
穏
や
か
な
宴
会
の
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
る(1
)

︒
付
け
加

え
る
と
︑
当
時
の
梅
は
す
べ
て
白
梅
だ
っ
た

(
紅
梅
は
﹃
古
今
集
﹄
以
降

に
登
場
)
︒
そ
の
白
梅
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
貴
重
な
も
の

(漢
方
薬
)

だ
っ
た
の
で
︑
庭
園
に
植
え
て
大
切
に
守
り
育
て
ら
れ
て
い
た
︒
日
本
文

学
に
お
け
る
梅
の
初
出
は
︑
﹃
懐
風
藻
﹄
に
あ
る
葛か
ど

野の

王

(
弘
文
天
皇
の

皇
子
)
の
漢
詩
と
さ
れ
て
い
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
一
一
九
首
も
詠
ま
れ
て

い
る
が
︑
古
い
時
代
の
歌
に
は
見
ら
れ
ず
︑
全
て
第
三
期
以
降
に
出
て
い

る
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
中
国
の
窓
口
的
な
大
宰
府
に
梅
が
植
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
納
得
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
﹃
万
葉
集
﹄
の
梅
は
︑

日
本
の
花
で
は
な
く
中
国
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
︒

そ
の
﹁
梅
﹂
と
対
に
な
っ
て
い
る
植
物
が
﹁
蘭
﹂
で
あ
る
︒
た
だ
し

﹁
蘭
﹂
は
初
春
に
咲
く
花
で
は
な
い
︒
開
花
は
夏
か
ら
秋
な
の
で
︑
造
花

か
レ
ト
リ
ッ
ク
で
も
な
い
限
り
︑
正
月
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
︒
だ
か
ら
こ
こ
は
花
で
は
な
く
葉
の
香
り
と
い
う
こ
と
で
︑﹁
藤
袴
﹂

の
こ
と
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
﹁
鏡
前
の
粉
﹂
を
解
釈

す
る
と
︑
鏡
の
前
で
お
化
粧
し
て
い
る
美
人
の
顔
の
よ
う
に
白
く
︑
と
な

る
︒
こ
れ
は
白
梅
の
花
を
︑
顔
に
塗
ら
れ
た
白
粉

お
し
ろ
い

(=

美
人
)
に
譬
え
て
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い
る
の
で
あ
る
︒
有
名
な
白
楽
天
の
﹃
長
恨
歌
﹄
に
も
︑﹁
六
宮
の
粉ふ
ん

黛た
い

顔
色
な
し
﹂
と
あ
っ
た
︒

な
お
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
梅
の
歌
が
多
い
の
は
︑
こ
の
﹁
梅
花
の
宴
﹂
で

ま
と
め
て
三
十
二
首

(+

追
和
四
首
)
も
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

も
っ
と
い
え
ば
︑
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
梅
の
歌
が
一
度
に
詠
ま
れ
て
い
る

の
は
︑
非
常
に
珍
し
い
こ
と
だ
っ
た
︒
実
は
﹃
万
葉
集
﹄
で
初
め
て
梅
が

詠
ま
れ
た
の
は
こ
の
宴
の
わ
ず
か
三
年
前
な
の
で
︑
梅
は
ま
だ
大
木
で
は

な
く
若
木
程
度
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
も
梅
の
歌
は
︑
旅
人
周
辺
の
文
化
圏

(筑
紫
歌
壇
)
に
ま
と
ま
っ

て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
︒
山
上
憶
良
・
小
野
老
・
満
誓
な
ど
︑
当
時
の
大

宰
府
文
化
圏
の
教
養
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
︒
彼
ら
の
能
力
か
ら
す
れ
ば
︑

漢
詩
の
方
が
も
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
読
め
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
を
和
歌

に
し
て
く
れ
た
お
蔭
で
︑
こ
う
し
て
﹃
万
葉
集
﹄
に
載
る
こ
と
が
で
き
た

わ
け
で
あ
り
︑
時
を
経
て
﹁
令
和
﹂
の
出
典
に
で
き
た
の
で
あ
る
︒

三
︑
﹁
令
和
﹂
の
意
味
に
つ
い
て

前
章
で
紹
介
し
た
漢
文
の
序
の
中
の
﹁
初
春
令
月
︑
気
淑
風
和
﹂
が
︑

元
号
の
出
典
と
な
っ
て
い
る
個
所
で
あ
る
︒
た
だ
し
一
見
し
て
お
わ
か
り

の
よ
う
に
︑﹁
令
和
﹂
と
い
う
熟
語
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
は
単

純
な
引
用
で
は
な
く
︑
対
句
に
な
っ
て
い
る
﹁
令
月
﹂
と
﹁
風
和
﹂
か
ら

一
字
ず
つ
︑
し
か
も
互
い
違
い
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
︑﹁
令
和
﹂
と
い

う
二
字
熟
語
を
強
引
に
こ
し
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る

(造
語
)︒
こ
ん
な

芸
当
は
普
通
の
国
文
学
者
に
は
到
底
で
き
そ
う
も
な
い
︒
当
然
︑
現
在
市

販
さ
れ
て
い
る
万
葉
集
の
解
説
本
を
見
て
も
︑
﹁
令
月
﹂
の
説
明
は
あ
っ

て
も
︑﹁
令
和
﹂
の
説
明
な
ど
一
言
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒
も
と
も
と
そ

ん
な
言
葉
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
︑
以
前
は
﹁
令
和
﹂
に
注
目
す
る
こ

と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
慌
て
て
﹃
万
葉
集
﹄
の
本
を
購
入
し
て

も
︑
期
待
し
た
説
明
な
ど
出
て
い
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
︒

こ
の
こ
と
を
押
え
た
上
で
︑
漢
字
の
説
明
に
移
り
た
い
︒
ま
ず
﹁
令
﹂

は
意
味
用
法
の
多
い
漢
字
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
は
﹁
命
令
・
法
律
・
長

官
・
使
役
﹂
な
ど
の
意
味
で
は
な
く
︑﹁
立
派
な
・
す
ば
ら
し
い
・
め
で

た
い
・
良
い
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
和
﹂
は
﹁
平

和
・
調
和
・
和
睦
﹂
と
い
う
よ
り
︑﹁
な
ご
や
か
・
お
だ
や
か
・
や
わ
ら

ぐ
﹂
の
意
味
で
あ
る
︒
だ
か
ら
た
と
え
﹃
類
聚
国
史
﹄
に
﹁
令
和
之
﹂

(﹁
曲
宴
﹂
)
と
い
う
使
役
の
古
い
例
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
︑
明
ら
か

に
用
法
が
異
な
る
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
出
典
の
一
つ
と
す
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
︒
と
い
う
よ
り
︑
﹁
令
和
﹂
を
熟
語
と
し
て
考
え
る
と
う
ま
く
い
か

な
い
の
で
︑
独
立
し
た
漢
字
﹁
令
﹂
と
﹁
和
﹂
の
集
合
体
と
見
る
方
が
わ
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か
り
や
す
い
︒﹁
令
和
﹂
は
実
の
と
こ
ろ
説
明
し
に
く
い
言
葉
な
の
で
あ

る
︒ま

た
序
は
︑
本
来
漢
詩
に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
日
本

で
和
歌
に
援
用
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
必
然
的
に
漢
詩
の
序
の
形
式
や
構

成
・
文
体
・
用
字
も
模
倣
し
て
い
る
︒
見
本
を
参
照
し
て
序
を
書
い
て
い

る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
︑
序
の
内
容
・
文
体
に
つ
い
て
は
類
型
化
し
て
い

て
も
仕
方
な
い
の
で
あ
る
︒
特
に
張
ち
ょ
う

衡こ
う

作
﹁
帰
田
賦
﹂
の
﹁
仲
春
令
月
︑

時
和
気
清
﹂
(文
選
)
や
︑
晋
の
王
羲
之
の
﹃
蘭
亭
序
﹄
(﹁
蘭
亭
集
﹂
の

序
)
の
﹁
是
日
也
︑
天
朗
気
清
︑
恵
風
和
暢
﹂
な
ど
が
手
本
と
し
て
下
敷

き
に
さ
れ
て
い
る(2
)

︒

た
だ
し
蘭
亭
の
宴
は
曲
水
の
宴
だ
っ
た
の
で
︑﹁
梅
花
の
宴
﹂
と
は
内

実
が
異
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
帰
田
賦
﹂
に
は
﹁
仲
春
令
月
︑

時
和
気
清す
む

﹂
と
あ
っ
て
﹁
令
・
和
﹂
が
揃
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な

く
︑
八
字
中
の
五
字
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
序
は
こ
れ
を
意
識
し

て
書
い
て
い
る
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い

(出
典
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
)︒
も
ち
ろ
ん
漢
籍
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
純
粋
な
和
文

で
は
な
い
と
い
う
非
難
は
あ
た
ら
な
い
︒
当
時
は
漢
籍
を
踏
ま
え
る
こ
と

こ
そ
が
教
養
あ
る
文
章
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

つ
い
で
な
が
ら
こ
れ
ら
の
先
行
作
品
は
︑
中
国
で
は
反
社
会
的
な
思
想

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
当
然
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
る

﹁
梅
花
の
宴
﹂
に
も
そ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
表
層

的
な
意
味
を
知
る
だ
け
で
は
鑑
賞
し
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
︒
そ
う
い
っ

た
複
雑
さ
が
文
学
の
担
っ
て
い
る
役
割
で
も
あ
る
の
だ
︒
そ
し
て
﹁
令

和
﹂
も
例
外
で
は
な
か
っ
た

(後
述
)
︒

な
お
﹁
令
月
﹂
の
﹁
月
﹂
は
︑
空
に
照
っ
て
い
る
月
で
は
な
く
年
月
の

﹁
月
﹂
な
の
で
︑
き
れ
い
な
月
な
ど
空
に
出
て
は
い
な
い
︒
め
で
た
い
の

は
あ
く
ま
で
正
月

(
初
春
)
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
令
月
﹂
は
︑﹃
和

漢
朗
詠
集
﹄
や
﹃
宴
曲
集
﹄
に
﹁
嘉か

辰し
ん

令
月
﹂
(お
め
で
た
い
月
日
)
の

例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
正
月
の
褒
め
言
葉
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
﹁
帰
田
賦
﹂
の
﹁
令
月
﹂
は
﹁
仲
春
﹂
つ
ま
り
二
月
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
︑
序
と
は
﹁
令
月
﹂
の
意
味
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
﹁
和
﹂
に
し
て
も
︑﹁
帰
田
賦
﹂
が
﹁
時
和
﹂
(時
和
し
)
で
あ
る
の

に
対
し
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
は
﹁
風
和
﹂
(
風
和
ら
ぎ
)
な
の
で
︑
こ
れ
も
用

法
が
違
っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
漢
籍
か
ら
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
と
い
う
の
も

あ
て
は
ま
ら
な
い
︒
そ
こ
に
差
違
と
工
夫
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
︒
と
い
う
よ
り
︑
本
来
︿
引
用
﹀
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
な

の
だ
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹁
令
﹂
は
今
回
初
め
て
元
号
に
用
い
ら
れ
た
漢
字
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で
あ
っ
た
︒
ラ
行
の
発
音
も
何
百
年
ぶ
り
で
あ
る
︒
一
方
の
﹁
和
﹂
は

﹁
昭
和
﹂
に
続
い
て
今
回
で
二
十
回
目
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
で
﹁
令
和
﹂

に
は
︑﹁
め
で
た
い
・
お
だ
や
か
﹂
な
世
の
中
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
か
つ
て
の
改
元
は
国
に
災
い
が
生

じ
た
時
︑
そ
の
災
い
を
祓
い
さ
る
と
い
う
願
い
を
こ
め
て
行
な
わ
れ
た
︒

今
回
の
改
元
は
一
世
一
元
な
の
で
そ
れ
と
は
事
情
が
異
な
る
が
︑
確
か
に

平
成
に
は
東
北
大
震
災
な
ど
災
害
が
多
か
っ
た
︒
人
々
が
新
し
い
令
和
の

時
代
へ
期
待
を
寄
せ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る(3
)

︒

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
︑﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
採
用
さ
れ
た
﹁
令
和
﹂

は
︑
国
書
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
は
い
え
︑
分
厚
い
中
国
文
化
に
依
存
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
日
本
は
決
し
て

独
自
に
発
展
し
た
の
で
は
な
く
︑
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
一
員
と
し
て
の
歴

史
を
刻
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

四
︑
大
伴
旅
人
と
吉
田
宜
の
や
り
と
り

先
に
﹁
令
和
﹂
の
出
典
と
な
っ
た
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
梅
花
の
宴
﹂
歌
の

序
に
つ
い
て
解
説
し
た
が
︑
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
と
し
て
不
十
分

の
よ
う
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
序
は
も
っ
と
大
き
な
括
り
の
中
に
含
ま

れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
文
学
と
い
う
の
は
︑
一
部
を
切
り

取
っ
た
時
の
解
釈
と
︑
作
品
全
体
か
ら
見
た
解
釈
で
は
異
な
る
場
合
が
あ

る
︒
だ
か
ら
こ
こ
も
巨
視
的
に
見
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
︒
一
面
的

に
見
な
い
の
が
国
文
学
の
鉄
則
で
も
あ
る
︒

ま
ず
﹃
万
葉
集
﹄
巻
五
の
目
録

(
目
次
)
を
見
る
と
︑

大
宰
帥
大
伴
旅
人
卿
の
宅
に
し
て
宴
す
る
梅
花
の
歌
三
十
二
首
并
せ

て
序

(
八
一
五
～
八
四
六
番
)

に
続
い
て
︑

故
郷
を
思
ふ
歌
二
首

(
八
四
七
～
八
四
八
番
)

後
に
梅
花
の
歌
に
追
和
す
る
四
首

(八
四
九
～
八
五
二
番
)

が
附
随
し
て
お
り
︑
こ
の
三
項
目
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
続
い
て
︑

松
浦
川
に
遊
ぶ
贈
答
歌
二
首
并
せ
て
序

(
八
五
三
～
八
五
四
番
)

蓬
客
等
の
更
に
贈
る
歌
三
首

(
八
五
五
～
八
五
七
番
)

娘
等
が
更
に
報こ

た

ふ
る
歌
三
首

(
八
五
八
～
八
六
〇
番
)

帥
大
伴
卿
の
追
和
す
る
歌
三
首

(
八
六
一
～
八
六
三
番
)

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
内
容
は
﹁
梅
花
の
宴
﹂
歌
と
は
別
な
の
で
無
関
係

の
よ
う
に
思
え
る
が
︑
ど
う
や
ら
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
一
括
さ
れ
︑
大
伴

旅
人
か
ら
都
に
い
る
吉
田
連

宜
よ
ろ
し

(帰
化
人
・
医
師
)
に
私
信
を
添
え
て

送
り
届
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ

(
四
月
六
日
)︒
そ
の
こ
と
は
︑
こ
れ
に
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続
い
て
旅
人
の
歌
に
応
え
た
宜
の
返
歌
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
︒

吉
田
連
宜
︑
梅
花
の
歌
に
和こ
た

ふ
る
一
首

(八
六
四
番
)

吉
田
連
宜
︑
松
浦
の
仙
媛
に
和
ふ
る
一
首

(八
六
五
番
)

吉
田
連
宜
︑
君
を
思
ふ
こ
と
未
だ
尽
き
ず
︑
重
ね
て
題し
る

す
歌
二
首

(八
六
六
～
八
六
七
番
)

と
い
う
こ
と
で
︑﹁
令
和
﹂
の
背
景
を
考
え
る
た
め
に
は
︑
該
当
す
る

序
の
一
部
だ
け
で
な
く
︑
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
資
料
と
し
て
総
合
的
に
考

え
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
ま
ず
目
に
と
ま
っ
た
の
が
︑
目
録
の
二
番
目

に
あ
る
﹁
故
郷
を
思
ふ
歌
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
故
郷
﹂
は
旅
人
の
生
れ

故
郷
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
平
城
京

(都
)
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

そ
の
こ
と
は
歌
の
中
に
﹁
都
見
ば
﹂
(八
四
八
番
)
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
︒

そ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
が
宜
の
返
書

(七
月
十
日
)
の
中
に
︑

辺
城
に
羈
旅
し
︑
古
旧
を
懐お
も

ひ
て
志
を
傷
ま
し
め
︑
年
矢

ね
ん
し

停
ま
ら
ず
︑

平
生
を
憶
ひ
て
涙
を
落
と
す
︒

と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
す
る
と
︑

僻
地
に
あ
る
大
宰
府
に
旅
寝
し
︑
過
去
を
懐
か
し
ん
で
は
心
を
痛
め
︑

年
月
は
さ
っ
さ
と
去
っ
て
い
き
︑
若
か
り
し
頃
を
偲
ん
で
は
涙
を
流

し
て
い
る
︒

と
な
る
︒
こ
こ
で
旅
人
の
い
る
大
宰
府
は
︑
都
に
い
る
宜
か
ら
は
﹁
辺

城
﹂
(僻
地
)
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

(中
国
風
に
解
釈
す

れ
ば
左
遷
に
等
し
い
)︒
続
く
﹁
古
旧
を
懐
ひ
て
﹂
に
は
︑
二
年
前
に
亡

く
な
っ
た
旅
人
の
妻

(大
伴
郎
女

い
ら
つ
め

)
に
対
す
る
悲
し
み
が
暗
示
さ
れ
て
い

た
︒ど

う
や
ら
旅
人
か
ら
宜
に
送
ら
れ
た
私
信
に
は
︑
明
る
い
﹁
梅
花
の

宴
﹂
歌
に
は
表
出
さ
れ
て
い
な
い
私
的
な
悲
し
み

(本
心
)
が
吐
露
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
に
文
学
的
脚
色
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
︑
少
な

く
と
も
陽
気
な
﹁
梅
花
の
宴
﹂
と
は
異
な
る
旅
人
の
悲
痛
な
望
京
の
念
が

綴
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
こ
の
宜
の
返
書
か
ら
察
せ
ら
れ
る
︒
そ
も
そ
も

序
の
末
尾
に
﹁
落
梅
の
篇
を
紀し
る

せ
﹂
と
あ
っ
た
﹁
落
梅
篇
﹂
と
は
︑
中
国

の
﹁
梅
花
落
﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
梅
花
落
﹂
は
︑

梅
の
落
花
に
こ
と
よ
せ
て
望
京
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う

な
る
と
大
宰
府
に
お
け
る
旅
人
の
﹁
梅
花
の
宴
﹂
に
は
︑
表
裏
二
重
の
思

い
が
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い(4
)

︒
﹁
令
和
﹂

に
も
そ
れ
は
反
映
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

五
︑
大
伴
旅
人
の
文
学
的
虚
構

そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
ま
だ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
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旅
人
あ
る
い
は
﹁
梅
花
の
宴
﹂
自
体
が
内
包
す
る
文
学
的
虚
構
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
﹁
梅
花
の
宴
﹂
は
︑
満
開
の
梅
の
花
の
元
で

催
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
主
の
旅
人
は
︑

我
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天あ
め

よ
り
雪
の
流
れ
く
る
か
も

(八
二
二
番
)

と
あ
っ
て
︑
表
向
き
﹁
園
梅
﹂
で
あ
り
な
が
ら
︑
内
実
は
﹁
梅
花
落
﹂
に

ふ
さ
わ
し
く
散
る
花
を
詠
じ
て
い
る
︒

な
お
梅
の
花
が
散
る
の
を
降
雪
に
喩
え
て
い
る
の
は
︑
梅
が
白
梅
だ
か

ら
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
そ
れ
に
続
く
大
伴
百
代

(大
伴
一
族
の
一

人
)
を
見
る
と
︑

梅
の
花
散
ら
く
は
い
づ
く
し
か
す
が
に
こ
の
城き

の
山
に
雪
は
降
り
つ

つ

(八
二
三
番
)

と
詠
じ
て
お
り
︑
散
る
花
ど
こ
ろ
か
ま
だ
梅
は
咲
い
て
お
ら
ず
︑
大
野
山

に
は
雪
が
降
っ
て
い
る
と
現
実
を
暴
露
し
て
い
る

(園
梅
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
)︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
雪
を
白
梅
に
見
立
て
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
考

え
ら
れ
る
が
︑
新
編
全
集
の
頭
注
に
︑

現
在
︑
大
宰
府
周
辺
の
梅
の
満
開
は
普
通
三
月
上
旬
︒
太
陽
暦
の
二

月
八
日
に
当
る
天
平
二
年

(七
三
〇
)
正
月
十
三
日
に
落
梅
が
見
ら

れ
た
可
能
性
は
少
な
い
︒

(43
頁
)

と
あ
っ
て
︑
大
宰
府
の
梅
の
満
開
は
も
っ
と
遅
い

(
新
暦
三
月
初
旬
頃
)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(5
)

︒
そ
う
な
る
と
旅
人
に
し
て
も
︑
決
し
て
眼
前

に
咲
く
梅
花
を
詠
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

ま
た
歌
が
詠
ま
れ
た
場
所
も
旅
人
の
梅
園
だ
け
で
な
く
︑
宿
の
梅

(八

一
八
番
)
・
野
の
梅

(八
三
九
番
)
・
岡
辺
の
梅

(八
三
八
番
)
と
不
統

一
に
な
っ
て
い
る
︒
も
っ
と
詳
し
く
歌
の
内
容
を
分
析
す
る
と
︑
山
上
憶

良
の
歌
に
は
﹁
ひ
と
り
見
つ
つ
や
﹂
(八
一
八
番
)
と
あ
っ
て
︑
独
り
で

自
邸
の
梅
を
見
て
詠
ん
で
い
る
し
︑
小
野
国
堅
は
﹁
妹
が
家へ

に
﹂
(八
四

四
番
)
と
恋
人
の
家
の
梅
を
詠
じ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
我
が
家
の
園
﹂
(八

一
六
番
小
野
老
・
八
三
七
番
志
紀
大
道
・
八
四
一
番
高
向
老
)
・﹁
我
が

園
﹂
(八
一
六
番
阿
倍
息
島
)
・﹁
我
が
宿
﹂
(
八
二
六
番
史
部
大
原
・
八

四
二
番
番
高
氏
海
人
)
と
自
邸
の
梅
を
詠
じ
て
い
る
歌
も
少
な
く
な
い
︒

こ
れ
に
つ
い
て
新
編
全
集
の
八
四
二
番
注
に
は
︑

こ
の
﹁
梅
花
歌
三
十
二
首
﹂
の
中
に
は
旅
人
邸
で
詠
ん
だ
と
考
え
ら

れ
な
い
歌
が
幾
つ
か
混
じ
っ
て
い
る
︒
殊
に
大
宰
府
か
ら
遠
い
辺
地

の
歌
に
は
︑
旅
人
か
ら
﹁
園
中
梅
﹂
な
ど
の
題
で
歌
を
詠
み
送
れ
と

言
わ
れ
て
作
っ
た
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

(48
頁
)

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
い
は
憶
良
な
ど
の
代
作
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ

な
い
︒
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し
か
も
こ
う
い
っ
た
歌
は
宴
会
の
楽
し
さ
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
︑
旅
人

邸
の
﹁
梅
花
の
宴
﹂
席
の
雰
囲
気
と
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な

い
︒
あ
る
い
は
妻
を
亡
く
し
た
旅
人
の
心
を
代
弁
し
て
詠
じ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
眼
前
の
梅
で
は
な
く
︑
平
城
京
の
我
が
家
の
梅
を
想

起
し
て
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
大
胆
に
い
え
ば
︑
旅
人
の
家
の
梅

な
ど
誰
も
見
て
い
な
い

(詠
じ
て
い
な
い
)
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(宴

会
で
歌
わ
れ
た
の
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
)︒

た
と
え
梅
が
咲
い
て
い
な
く
て
も
︑
た
と
え
宴
会
が
開
か
れ
て
い
な
く

て
も
︑
そ
し
て
誰
も

(旅
人
で
さ
え
も
)
旅
人
邸
の
梅
を
見
て
い
な
く
て

も
︑
梅
花
の
歌
宴
は
文
学
・
文
章
と
し
て
成
立
さ
せ
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑

こ
の
宴
会
自
体
が
文
学
的
虚
構
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
宴
会
当
日
に
三
十
二

人
が
集
っ
て
い
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
︒﹁
園
梅
﹂
と
い
う
題
詠
に

適
っ
た
和
歌
を
読
み
︑
そ
れ
が
旅
人
の
も
と
に
届
け
ら
れ
︑
そ
れ
を
紙
面

で
構
成
し
た
虚
構
の
宴
会
・
虚
構
の
歌
会
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
考
え
ら

れ
る
︒
全
体
を
ま
と
め
た
の
は
︑
こ
れ
も
憶
良
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ

な
い
︒

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
梅
花
篇
﹂
と
い
う
の
は
辺
境
の
梅
を
見

て
都
の
梅
を
思
い
や
る
も
の
だ
っ
た
︒
当
然
︑
都
か
ら
来
て
い
る
旅
人
も

そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
で
は
旅
人
が
何
故
そ
ん
な
こ
と
を

し
た
の
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
私
的
な
妻
の
死
の
悲
し
み
な
ど
で
は
説
明

で
き
そ
う
も
な
い
︒
も
っ
と
大
き
な
事
件
が
都
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と

無
縁
で
は
な
さ
そ
う
だ
︑
と
考
え
て
み
た
く
な
る
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
梅
花

の
宴
﹂
の
直
前

(天
平
元
年
)︑
旅
人
が
都
に
い
る
藤
原
房
前

ふ
さ
さ
き

に
桐
の
大

和
琴
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い

(
八
一
〇
～
八
一
二
番
)︒
何

故
旅
人
は
唐
突
に
房
前
に
贈
り
物
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

試
み
に
歴
史
年
表
を
紐
解
い
て
み
る
と
︑
天
平
元
年

(七
二
九
年
)
の

二
月
に
︑
忌
ま
わ
し
い
長
屋
王
の
変
が
勃
発
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

こ
れ
は
不
比
等
の
娘
光
明
子
の
立
后
に
反
対
す
る
長
屋
王
の
力
を
恐
れ
た

藤
原
四
兄
弟
が
︑
長
屋
王
を
無
実
の
罪
で
処
罰

(
排
斥
)
し
た
事
件
で
あ

る
︒
そ
の
長
屋
王
と
旅
人
は
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
︒
も
し
こ
の
時
︑
軍
事

力
を
有
す
る
旅
人
が
都
に
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
考

え
る
と
旅
人
が
帥
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
︑
長
屋
王
排
斥
を
目
論
む
藤
原
氏

の
深
慮
遠
謀
だ
っ
た
と
も
読
め
る
︒
こ
う
し
て
光
明
子
は
初
の
藤
原
氏
出

身
の
后
と
な
っ
た
︒

遠
い
大
宰
府
の
地
で
長
屋
王
の
自
害
を
聞
い
た
旅
人
は
︑
一
体
何
を

思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
う
な
っ
た
以
上
︑
大
伴
一
族
に
類
が
及
ば
な
い

よ
う
に
し
た
い
︑
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
︒
大
和
琴
の

贈
与
は
︑
旅
人
に
反
抗
心
が
な
い
こ
と
を
藤
原
氏
に
表
明
す
る
た
め
に
行
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な
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
う
い
っ
た
都
の
大
事
件
を
背
景
に
し
つ

つ
︑
大
宰
府
で
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
︑﹁
梅
花
の
宴
﹂
が
表

向
き
の
ど
か
に
都
を
意
識
し
つ
つ
開
催
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

た
だ
し
こ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
大
宰
府
や
筑
前
・
筑
後
・
豊
後

の
み
な
ら
ず
︑
壱
岐
守
・
対
馬
目
・
大
隅
目
・
薩
摩
目
な
ど
九
州
全
域

(九
国
二
島
)
の
主
要
な
役
人
達
で
あ
る(6
)
︒
地
方
に
お
け
る
私
的
な
宴
会

と
し
て
は
︑
規
模
が
大
き
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
宴
会
の
開
催
自

体
が
何
か
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
︒
思
う
に
︑
彼
ら
が

筑
紫
歌
壇
の
一
員
と
し
て
旅
人
主
催
の
宴
会
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
︑
旅
人
が
九
州
全
域
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
︒

そ
れ
は
八
年
前

(七
二
〇
年
)
に
遡
っ
て
︑
旅
人
が
隼
人
の
乱
制
圧
の
た

め
征
隼
人
持
節
大
将
軍
と
し
て
九
州
に
赴
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
察
せ

ら
れ
る
︒
旅
人
主
催
の
宴
会
に
︑
ほ
ぼ
九
州
全
土
の
役
人
が
終
結
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
︑
旅
人
の
政
治
力
・
軍
事
力
を
表
象
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒
こ
れ
こ
そ
宴
会
の
裏
の
意
義
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
も
﹁
梅
花
の

宴
﹂
の
二
重
構
造
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
︒

六
︑
﹃
万
葉
集
﹄
編
纂
の
意
図

天
平
二
年
十
一
月
︑
旅
人
は
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
都
に
戻
っ
て
い
る
︒

そ
れ
も
束
の
間
︑
翌
天
平
三
年
七
月
に
病
死
し
て
い
る
が

(享
年
六
十

七
)︑
そ
れ
で
も
都
で
亡
く
な
っ
た
の
は
本
望
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
ま
で
視

野
を
拡
げ
る
こ
と
で
︑
よ
う
や
く
﹁
令
和
﹂
の
複
雑
さ
と
い
う
か
︑
表
と

裏
の
内
実

(
現
実
と
希
望
)
が
ほ
の
見
え
て
く
る
︒
そ
れ
こ
そ
元
号
を

﹃
万
葉
集
﹄
(文
学
)
か
ら
採
用
し
た
こ
と
の
意
義
で
あ
り
︑﹁
令
和
﹂
に

込
め
ら
れ
た
祈
り
で
あ
ろ
う
︒﹁
令
和
﹂
を
安
易
に
﹁
大
和
し
う
る
は
し
﹂

と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
か
ね
る
︒
か
え
っ
て
本
質
か
ら
遠
ざ
か
る

と
思
う
か
ら
で
あ
る
︒

つ
い
で
に
大
伴
旅
人
の
文
学
的
業
績
を
調
べ
て
み
る
と
︑
ほ
ぼ
大
宰
府

に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
都
を
離
れ
て
大
宰
府
に
赴
任
し

て
い
る
時
に
︑
旅
人
は
都
を
意
識
し
て
多
く
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で

あ
る

(酒
の
歌
も
多
い
)︒
旅
人
の
子
・
家
持
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
と
い

う
の
も
︑
越
中

(富
山
県
)
に
赴
任
し
て
い
た
五
年
間
に
二
二
三
首
も
の

歌
を
詠
じ
て
い
る

(﹃
万
葉
集
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
)
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
家
持
所
収
歌
の
半
分
近
く
に
な
る
︒
そ
の
折
に
︑
筑

紫
歌
壇
を
模
し
た
越
中
歌
壇
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
因
幡
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(鳥
取
県
)
赴
任
中
に
詠
ん
だ
﹁
あ
ら
た
し
き
﹂
歌
が
﹃
万
葉
集
﹄
最
後

の
歌
で
あ
り
︑
知
ら
れ
て
い
る
限
り
家
持
最
後
の
歌
で
も
あ
っ
た
︒
そ
れ

以
降
︑
亡
く
な
る
ま
で
に
詠
じ
た
歌
の
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
︒

次
に
家
持
に
よ
る
﹃
万
葉
集
﹄
編
纂
の
意
図
を
考
え
て
み
る
と
︑
も
ち

ろ
ん
秀
歌
撰
と
し
て
の
要
素
も
否
定
で
き
な
い
が
︑
藤
原
氏
に
よ
る
他
氏

排
斥
が
激
化
す
る
中
で
︑
滅
び
ゆ
く
大
伴
氏
の
最
後
の
抵
抗
と
い
う
か
︑

藤
原
氏
に
は
で
き
な
い
歌
人
と
し
て
の
文
化
力
を
高
ら
か
に
謳
歌
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
証
拠
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
は
所
収
歌
四
五
〇
〇

首
に
余
る
最
古
か
つ
最
大
級
の
歌
集
で
あ
っ
た
︒
加
え
て
編
者
・
家
持
の

歌
は
長
歌
を
含
め
て
四
八
〇
首
程
も
収
め
ら
れ
て
い
る

(全
体
の
一
割

強
)︒
一
人
で
百
首
以
上
撰
ば
れ
て
い
る
の
は
家
持
た
だ
一
人
で
あ
る
︒

こ
れ
は
巻
十
七
か
ら
巻
二
十
ま
で
が
家
持
の
歌
日
記
を
も
と
に
し
て
い
る

か
ら
で
も
あ
ろ
う
︒

そ
れ
の
み
な
ら
ず
大
伴
坂
上
女
郎

(八
十
四
首
)
・
大
伴
旅
人

(七
十

八
首
)
や
大
伴
池
主

(二
十
九
首
)
な
ど
の
大
伴
氏
の
歌
が
精
力
的
に
集

め
ら
れ
て
い
る
し
︑
古
代
氏
族

(柿
本
人
麻
呂
九
十
四
首
・
山
上
憶
良
約

八
十
首
・
山
部
赤
人
五
十
首
)
以
下
︑
渡
来
人
・
作
者
不
明
の
地
方
の
歌

な
ど
が
意
図
的
に
集
大
成
さ
れ
て
い
る

(も
と
も
と
作
者
不
詳
が
半
数
を

占
め
て
い
る
)︒
ま
た
漢
文
の
序
や
万
葉
仮
名
表
記
な
ど
︑
中
国
を
強
く

意
識
し
た
体
裁
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
歌
集
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
誇
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
逆
に
藤
原
氏
の
歌
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
も
︑

隠
れ
た
﹃
万
葉
集
﹄
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
そ
う
だ
︒
た
と
え
政
治
で
は

敗
北
し
て
も
︑
和
歌

(文
化
)
で
は
大
伴
氏
が
全
国
を
掌
握
し
藤
原
氏
を

凌
駕
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
い
う
こ
と
で
︑
雄
略
天
皇
の
﹁
籠
も
よ
み
籠
も
ち
﹂
歌
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
﹃
万
葉
集
﹄
は
︑
和
歌
に
よ
っ
て
大
和
朝
廷
の
歴
史
を
私
的
な
大

伴
氏
の
視
点
か
ら
綴
っ
て
い
る
文
芸
作
品
と
も
読
め
る

(
大
伴
歌
集
)
︒

そ
れ
は
大
伴
氏
の
滅
び
の
歴
史
・
文
学
で
も
あ
る
の
だ
が
︑
家
持
は
誇
り

高
く
﹁
あ
ら
た
し
き
﹂
と
い
う

寿
こ
と
ほ

ぎ
の
歌
で
﹃
万
葉
集
﹄
を
閉
じ
て
い

る

(こ
れ
も
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
)︒

最
後
の
歌
は
︑
奇
し
く
も
橘
諸
兄
が
亡
く
な
っ
た
二
年
後
の
天
平
宝
字

三
年

(七
五
九
年
)
の
も
の
だ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
日
本
の
平
和
︑
天
皇
家

の
安
泰
︑
そ
し
て
大
伴
家
の
存
続
へ
の
祈
り
が
籠
め
ら
れ
て
い
る(7
)

︒
面
白

い
こ
と
に
︑
旅
人
も
﹁
梅
花
の
宴
﹂
で
降
雪
に
平
和
を
願
っ
て
い
た
︒
そ

の
願
い
も
む
な
し
く
大
伴
氏
は
没
落
し
て
し
ま
う
が
︑
家
持
の
遺
し
た

﹃
万
葉
集
﹄
は
今
も
輝
き
を
失
っ
て
い
な
い
︒
そ
れ
こ
そ
が
文
学
の
力

(魅
力
)
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
家
持
の
思
い
を
強
く
受
け
止
め
た
の
が
︑
平
安
時
代
の
菅
原
道
真
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と
紀
貫
之
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
旅
人
と
同
じ
く
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た

道
真
は
︑
和
歌
と
そ
の
漢
詩
訳
を
載
せ
た
﹃
新
撰
万
葉
集
﹄
を
編
纂
し
て

い
る
︒
そ
こ
に
漢
詩
が
含
ま
れ
る
の
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
が
中
国
文
学
の
影

響
を
た
っ
ぷ
り
受
け
て
い
る
こ
と
を
見
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

貫
之
に
し
て
も
︑
日
本
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
﹃
古
今
集
﹄
を
︑
当

初
﹃
続
万
葉
集
﹄
と
名
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
︒
何
よ
り
貫
之
は
家
持
を

真
似
て
︑
自
身
の
歌
を
﹃
古
今
集
﹄
全
体
の
一
割
も
撰
入
し
て
い
る
︒
も

ち
ろ
ん
親
戚
の
友
則
を
は
じ
め
と
し
て
︑
紀
氏
の
み
な
ら
ず
在
原
氏
な
ど

の
没
落
氏
族
の
歌
も
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る

(紀
氏
歌
集
)︒
真
名
序

(紀
淑
望

よ
し
も
ち

)
も
仮
名
序
も
紀
氏
が
独
占
し
て
い
た
︒
貫
之
は
公
的
な
勅
撰

集
に
私
的
な
紀
氏
の
和
歌
を
詰
め
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も

﹃
古
今
集
﹄
の
規
模
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
四
分
の
一
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
︑

い
か
に
﹃
万
葉
集
﹄
が
巨
大
で
あ
る
か
が
わ
か
る
︒

こ
こ
で
も
う
一
つ
︑
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は

﹃
万
葉
集
﹄
は
漢
字
表
記
を
選
び
︑﹃
古
今
集
﹄
は
仮
名
表
記
を
選
ん
で
い

る
こ
と
で
あ
る
︒
漢
字
表
記
を
選
ん
だ
か
ら
こ
そ
︑
令
和
の
出
典
た
り
え

た
わ
け
だ
が
︑
要
す
る
に
漢
字
に
は
権
威
付
け
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
︒

対
中
国
を
意
識
し
て
も
︑
漢
字
で
表
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
︒

そ
れ
に
対
し
て
貫
之
は
︑
そ
う
い
っ
た
権
威
付
け
よ
り
も
︑
仮
名
表
記

に
よ
る
和
歌
技
巧
の
便
利
さ
を
選
び
取
っ
た
こ
と
に
な
る
︒﹃
古
今
集
﹄

に
な
っ
て
和
歌
の
技
巧
が
広
が
っ
た
と
い
う
よ
り
︑
仮
名
表
記
に
し
た
か

ら
こ
そ
和
歌
の
技
巧
が
深
化

(進
化
)
し
た
の
で
あ
る
︒
貫
之
は
対
中
国

よ
り
も
日
本
の
和
歌
の
充
実
を
こ
そ
望
ん
だ
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
が
﹃
万

葉
集
﹄
と
の
大
き
な
違
い
な
の
だ
︒

お
わ
り
に

そ
う
い
え
ば
大
伴
旅
人
主
催
の
﹁
梅
花
の
宴
﹂
最
初
の
歌
は
︑
当
時
大

宰
の
大
弐

(次
官
)
で
あ
っ
た
紀
男
人
の
︑

正
月

む
つ
き

立
ち
春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
も

(八
一
五
番
)

歌
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
な
ど
巻
頭
歌
と
い
う
こ
と
で
形
式
的
に
︑

新
し
き
年
の
始
め
に
か
く
し
こ
そ
千
年
を
か
ね
て
楽
し
き
を
積
め

(続
日
本
紀
一
四
・
琴
歌
譜
・
催
馬
楽
)

を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
の
紀
氏
に
し
て
も
大
伴
氏
同
様
に
武
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
︑
藤

原
氏
の
他
氏
排
斥
に
よ
っ
て
没
落
の
道
を
辿
っ
て
い
っ
た
︒
紀
氏
最
後
の

夢
は
︑
文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子
・
惟
喬

こ
れ
た
か

親
王

(母
は
紀
名
虎
の
娘
静
子
)

の
立
太
子
だ
っ
た
が
︑
藤
原
良
房
に
よ
っ
て
第
四
皇
子
・
惟
仁
親
王

(母
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は
良
房
の
娘
明
子
)
が
立
太
子
す
る
こ
と
で
あ
っ
け
な
く
敗
北
し
て
し
ま

う
︒
そ
の
惟
喬
親
王
の
逸
話
を
載
せ
て
い
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
作
者
と
し

て
︑
紀
貫
之
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
み
や
び
に
描
か
れ
た

﹃
伊
勢
物
語
﹄
も
そ
し
て
﹃
古
今
集
﹄
も
︑
間
違
い
な
く
滅
び
の
文
学
の

一
つ
だ
っ
た
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
は
家
持
の
思
い
が
貫
之
に
継
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒

『古
今
集
﹄
歌
人
と
し
て
の
藤
原
氏
と
し
て
は
︑
摂
関
家
の
血
筋
か
ら

は
ず
れ
た
藤
原
敏
行
が
活
躍
し
て
い
る
︒
し
か
し
撰
者
に
藤
原
氏
は
一
人

も
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
藤
原
氏
が
政
権
の
み
な
ら
ず
和
歌
の
世
界
を
リ
ー

ド
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
藤
原
公
任
が
﹃
拾
遺
抄
﹄
の
撰
者
と
な
っ
て

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
公
任
が
﹃
三
十
六
人
撰
﹄
(秀
歌
撰
)
に

人
麿
・
赤
人
・
家
持
の
三
人
を
撰
入
さ
せ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
藤
原
俊
成
に

よ
っ
て
家
持
が
再
評
価
さ
れ
た
こ
と
で
︑
歌
人
と
し
て
の
家
持
は
人
麿
・

赤
人
に
匹
敵
す
る
地
位
を
獲
得
す
る
︒
百
人
一
首
に
家
持
が
撰
入
さ
れ
た

の
も
︑
そ
う
い
っ
た
下
地
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
︒
見
方
に
よ
っ
て
は
︑

勅
撰
八
代
集
に
し
て
も
百
人
一
首
に
し
て
も
︑
藤
原
氏
が
政
治
に
続
い
て

和
歌
を
手
中
に
収
め
る
過
程
を
描
い
た
歴
史
書
と
し
て
も
読
め
そ
う
だ
︒

｢令
和
﹂
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
み
な
ら
ず
日
本
の
古

典
や
文
化
が
総
合
的
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
︒
こ
の

﹁
令
和
﹂
を
︑
日
本
文
化
復
活
の
契
機
に
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
平

成
﹂
の
折
に
こ
ん
な
感
情
は
抱
か
な
か
っ
た
が
︑
﹁
令
和
﹂
に
は
何
か
し

ら
期
待
で
き
そ
う
な
の
で
︑
古
典
文
学
見
直
し
の
期
待
を
こ
め
て
私
見
を

ま
と
め
て
み
た
次
第
で
あ
る
︒

〔
注
︺

(1
)
益
田
勝
実
氏
は
こ
の
宴
会
に
つ
い
て
︑

九
国
二
島
の
各
地
か
ら
集
っ
て
き
た
今
年
の
朝
集
使
た
ち
は
︑

︿
中
略
﹀
正
月
の
は
じ
め
﹁
遠
の
朝
廷
﹂
と
呼
ば
れ
る
府
の
政
庁

で
拝
賀
を
行
な
い
︑
帥
旅
人
か
ら
饗
を
給
う
た
は
ず
で
あ
る
︒
今

日
は
そ
の
公
式
の
宴
と
変
っ
て
︑
旅
人
が
私
邸
に
招
い
て
の
宴
で

あ
っ
た
︒

(
134
頁
)

と
分
析
し
て
お
ら
れ
る

(﹁
鄙
に
放
た
れ
た
貴
族
﹂﹃
新
装
版
火
山
列
島

の
思
想
﹄
(筑
摩
書
房
)
一
九
八
三
年
二
月
)
︒

(2
)
そ
れ
と
は
別
に
︑
﹃
蘭
亭
序
﹄
の
﹁
淡
然
自
放
︑
快
然
自
足
﹂
(か
い
ぜ

ん
と
し
て
み
ず
か
ら
た
る
)
が
梅
花
の
序
に
﹁
快
然
と
し
て
自
ら
足
り
︑

老
の
将
に
至
ら
む
こ
と
を
知
ら
ず
﹂
と
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
︑
﹃
蘭
亭
序
﹄
を
踏
ま
え
て
い
る

(お
手
本
に
し
て
い
る
)
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
︒
し
か
も
そ
れ
は
梅
花
の
序
の
欠
点
で
は
な
く
︑
教
養

の
高
さ
を
象
徴
す
る
も
の

(プ
ラ
ス
要
素
)
と
見
た
い
︒

(3
)
即
位
の
年
︑
東
日
本
は
台
風
に
よ
る
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
︒
ま
た
沖
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縄
で
は
首
里
城
が
消
失
し
た
︒
令
和
二
年
に
は
未
曾
有
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
が
日
本
中
に
蔓
延
し
て
い
る
︒
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も

延
期
に
な
っ
た
︒
も
う
そ
ろ
そ
ろ
終
息
に
向
か
っ
て
︑
良
い
こ
と
が
続

い
て
ほ
し
い
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
︒

(4
)
益
田
勝
実
氏
﹁
鄙
に
放
た
れ
た
貴
族
﹂﹃
新
装
版
火
山
列
島
の
思
想
﹄

参
照
︒
益
田
氏
は
﹁
旅
人
﹂
と
い
う
名
称
が
宿
命
の
旅
人
の
喩
え
で
あ

る
と
さ
れ
︑
だ
か
ら
こ
そ
都
を
恋
る
と
説
く
︒
そ
し
て
最
期
は
都
を
越

え
︑
氏
族
の
ふ
る
さ
と
︑
妻
の
眠
る
墓
へ
と
旅
立
っ
た
と
し
て
お
ら
れ

る
︒

(5
)
新
編
全
集
の
八
二
三
番
注
に
は
︑

こ
の
一
首
を
除
け
ば
皆
︑
梅
の
花
が
満
開
だ
と
か
落
花
盛
ん
と
か

い
い
︑
ま
た
柳
も
青
み
鶯
も
鳴
い
て
い
る
な
ど
と
い
っ
て
︑
序
に

記
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
早
春
の
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
そ

の
中
で
こ
の
歌
だ
け
が
﹁
梅
の
花
が
散
っ
て
い
る
と
は
ど
こ
の
こ

と
で
す
か
︒
裏
山
で
は
雪
が
降
っ
て
い
ま
す
の
に
﹂
と
歌
っ
て
い

る
︒
お
そ
ら
く
︑
百
代
は
旅
人
と
同
族
で
あ
り
︑
ま
た
日
頃
心
安

く
接
し
て
い
る
遠
慮
な
さ
か
ら
真
相
を
あ
ば
い
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
一
首
に
よ
っ
て
︑
宴
そ
の
も
の
が
文
学
的
虚
構
の
産
物

で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(
43
頁
)

と
興
味
深
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
こ
れ
以
外
の
歌
か
ら

も
そ
の
こ
と
は
読
み
取
れ
る
︒
こ
れ
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
︒

(6
)
新
大
系
の
脚
注
に
は
︑
﹁
参
加
し
な
か
っ
た
の
は
︑
豊
前
︑
肥
前
︑
肥

後
︑
日
向
の
四
国
﹂
(﹃
万
葉
集
一
﹄
438
頁
)
と
あ
る
︒
な
お
新
大
系
は

宴
に
参
加
し
た
三
十
二
名
の
歌
と
し
て
い
る
点
︑
私
見
と
は
考
え
方
が

異
な
っ
て
い
る
︒
な
お
こ
の
宴
が
行
わ
れ
て
十
年
後
に
︑
大
伴
書
持
が

追
和
し
た
歌
が
六
首

(三
九
〇
一
～
三
九
〇
六
)
あ
る
︒
ま
た
家
持
も

二
十
年
後
に
一
首

(四
一
七
四
)
追
和
し
て
い
る
︒
家
持
は
父
旅
人
の

梅
花
の
宴
を
﹃
万
葉
集
﹄
に
詳
細
に
残
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

(7
)
そ
も
そ
も
聖
武
天
皇
が
大
仏
建
立
を
発
願
さ
れ
た
の
は
︑
当
時
天
然
痘

が
大
流
行
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
猛
威
は
藤
原
氏
に
も
及
ん
で

お
り
︒
天
平
九
年

(
七
三
七
年
)
に
は
藤
原
四
兄
弟
が
揃
っ
て
病
死
し

て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
公
卿
の
三
分
の
一
が
亡
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
の

感
染
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
同
様
︑
遣
唐
使
や
遣
新
羅
使
が
外
国

(中
国
・
朝
鮮
)
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
に

と
っ
て
の
国
際
化
に
は
︑
大
昔
か
ら
伝
染
病
の
持
ち
込
み
と
い
っ
た
マ

イ
ナ
ス
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
︒
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