
9293

○
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
さ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

「
か
」
を
除
く
と
、
平
叙
文
、
「
か
」
が
つ
く
と
、
疑
問
文
と
な
る
。

第
二
類

○
野
山
に
　
ま
じ
り
て
　
竹
を
　
取
り
つ
つ
　
よ
ろ
づ
の
　
こ
と
に
　
つ
か
ひ

け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

「
野
山
吋
」
は
「
ま
じ
り
て
」
に
続
く
。
そ
の
場
合
、
「
続
く
力
」
は
「
に
」

に
あ
る
。
以
下
図
解
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
「
ま
じ
り
す
」
－
「
取
り

つ
つ
」
。
「
竹
討
」
－
「
取
り
つ
つ
」
。
「
取
り
早
耳
」
－
「
つ
か
ひ
け
り
」
。
「
よ
ろ

づ
の
」
－
「
こ
と
に
」
。
「
こ
と
可
」
－
「
つ
か
ひ
け
り
」
。

第
三
類
、

㊤
　
　
　
　
　
　
②

○
家
の
人
ど
も
に
、
物
を
だ
に
言
は
む
と
て
、
い
ひ
か
く
れ
と
も
事
と
も
せ
ず
。

（
竹
取
物
語
）

文
節
①
は
、
②
に
続
く
。
右
の
場
合
、
「
続
く
力
」
は
、
「
を
」
　
に
あ
っ
て
、

「
だ
に
」
に
は
な
い
。
「
だ
に
」
は
、
「
続
く
力
」
を
も
っ
て
い
な
い
か
わ

り
に
、
表
現
者
の
気
持
（
耳
i
引
i
計
＜
物
ヲ
＞
列
外
干
草
…
∴
を
示
し
て
い

る。
○
名
を
ば
讃
岐
進
と
測
副
い
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）

「
名
を
ば
」
は
「
い
ひ
け
る
」
に
続
く
。
そ
の
場
合
、
「
続
く
力
」
は
「
を
」

に
あ
っ
て
、
「
ば
」
に
は
な
い
。
「
ば
」
は
「
は
」
と
同
じ
で
、
「
続
く
力
」

を
も
っ
て
い
な
い
か
わ
り
に
、
強
調
し
ょ
う
と
い
う
表
現
者
の
気
韓
を
示
し

て
い
る
。
「
讃
岐
造
と
な
む
」
は
「
い
ひ
け
る
」
　
に
続
く
。
そ
の
場
合
、

「
続
く
力
」
は
、
「
と
」
で
示
し
、
「
な
む
」
は
、
強
調
し
よ
う
と
い
う
表

現
者
の
気
特
を
示
し
て
い
る
。

九
二

「
か
な
」
が
あ
る
場
合
、
「
ウ
レ
シ
ク
モ
オ
ッ
シ
ャ
ル
コ
下
司
。
」
と
な
り
、

「
か
な
」
が
な
い
場
合
は
「
ウ
レ
シ
ク
モ
オ
ッ
シ
ャ
ル
コ
ト
。
」
　
と
な
り
、

「
文
」
の
性
質
は
変
わ
ら
な
い
。
「
ヨ
」
と
い
う
表
現
者
の
気
特
が
加
わ
る

か
加
わ
ら
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
か
な
」
は
、
表
現
者
の
感
動

を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
助
詞
の
働
き
を
、
先
に
、
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
基
蜂
に
よ

っ
て
整
理
し
た
も
の
と
、
関
連
ず
げ
ろ
と
、
は
じ
め
に
あ
げ
た
整
理
表
の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
、
い
わ
ば
、
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
の
比
較
的
、
容

易
な
こ
と
が
ら
、
即
ち
、
「
位
置
」
　
「
接
続
」
　
「
そ
の
他
」
と
い
う
「
外
に
あ

ら
わ
れ
た
特
徴
」
と
、
右
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
グ
ル
上
フ
の
助
詞
に
共
通
し

た
「
働
き
」
と
の
関
係
を
理
解
し
記
憶
し
て
お
く
こ
と
を
、
最
小
限
の
知
識
と

し
た
い
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
知
識
を
、
解
釈
の
出
発
点
と
し
て
、

多
種
多
様
な
、
具
体
的
表
現
に
応
じ
て
解
釈
を
進
め
た
い
。
こ
の
後
段
の
作
業

で
、
今
日
、
文
法
書
に
示
さ
れ
て
い
る
「
助
詞
の
用
法
」
を
参
考
に
し
た
い
。

そ
の
場
合
、
「
助
詞
の
用
法
」
を
記
憶
す
る
こ
と
は
、
そ
、
の
必
要
と
立
場
と
が

明
確
で
あ
る
か
ら
記
憶
す
る
こ
と
の
無
意
味
を
云
々
す
る
心
配
は
な
い
。
そ
う

い
う
意
味
で
も
、
こ
の
整
理
表
が
、
通
用
の
文
法
書
で
の
助
詞
の
分
類
の
「
格

助
詞
・
接
続
助
詞
・
副
助
詞
・
係
助
詞
・
終
助
詞
・
間
投
助
詞
」
と
、
つ
な
が

り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
意
義
が
あ
り
、
都
合
が
よ
い
。

注
①
　
高
等
学
校
で
の
古
典
の
学
習
指
導
の
場
合
を
考
え
て
の
整
理
で
あ
る
。

②
　
時
枝
識
語
「
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
」
初
版
の
は
し
が
き
。

○
う
れ
し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
。

（
竹
取
物
語
）

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

初
版
「
赤
光
」
中
の
秀
歌
に
数
え
ら
れ
る
一
つ
に
、

雪
の
な
か
に
日
の
落
つ
る
見
ゆ
ほ
の
ほ
の
と
慣
憶
の
心
か
な
し
か
れ
ど
も

（
大
正
二
年
作
）

が
あ
る
。
右
に
み
ら
れ
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
い
う
用
語
は
一
応
注
目
す
べ
き
用

法
で
あ
り
、
種
々
の
点
で
考
察
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
副
詞
が
常
に
ど
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
云

わ
ぼ
語
義
解
釈
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
し
に
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
こ
の
語
の
語
性

と
も
関
連
し
て
頗
る
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

大
体
、
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
　
と
い
う
語
は
副
詞
に
属
し
、
「
ほ
ん
の
り
と
」

「
ぼ
ん
や
り
と
」
　
「
ほ
の
か
に
」
　
「
か
す
か
に
」
等
々
の
意
を
も
つ
い
わ
ゆ
る

状
態
副
詞
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
状
態
副
詞
の
中
で
も
、
「
ほ

ろ
ほ
ろ
I
L
　
「
は
ら
は
ら
I
L
　
「
ぴ
か
ぴ
か
I
L
等
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
擬

声
語
」
　
（
擬
音
語
）
や
「
擬
態
語
」
　
（
擬
容
語
）
と
異
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、

形
態
的
に
み
て
、
こ
れ
が
二
音
節
反
復
の
畳
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
い
わ

ゆ
る
「
連
濁
」
が
あ
る
点
に
も
見
ら
れ
る
。
「
連
濁
」
と
い
う
の
は
、
通
常
二

語
が
複
合
し
て
一
語
を
成
す
場
合
、
又
は
同
一
語
を
反
復
し
て
畳
語
を
造
る
場

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

小
　
嶋
　
孝
　
三
　
郎

合
、
下
に
来
る
語
の
語
頭
音
が
濁
音
を
生
じ
る
こ
と
（
無
声
音
の
有
声
音
化
）

を
い
う
。
例
え
ば
「
猿
」
と
「
知
恵
」
と
が
一
つ
に
な
っ
て
「
猿
知
恵
」
即
ち

こ
の
場
合
　
「
ち
」
　
の
音
が
「
ぢ
」
ノ
と
な
る
。
「
月
」
　
「
時
」
　
を
反
復
す
る
と

「
つ
き
づ
l
き
」
　
「
と
き
引
き
」
と
な
り
、
下
の
　
「
つ
」
　
「
と
」
　
が
そ
れ
ぞ
れ

「
づ
」
　
「
ど
」
と
い
う
よ
う
に
連
濁
を
生
じ
て
い
る
。
「
高
L
L
「
遙
か
な
り
」

等
の
語
幹
（
語
根
）
を
反
復
す
る
と
「
た
か
だ
か
」
　
「
は
る
ば
る
」
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
語
か
ら
類
推
す
る
と
、
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
と
い
う
語
は
諸
原
的
に

「
は
の
に
」
　
「
ほ
の
か
に
」
　
「
灰
か
な
り
」
そ
の
他
「
灰
見
ゆ
」
　
「
灰
聞
く
」

「
灰
め
く
」
　
「
灰
め
か
す
」
　
「
灰
暗
L
L
等
々
に
み
ら
れ
る
語
根
「
ほ
の
」
を

反
復
し
て
成
語
し
た
畳
語
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
初
版
「
赤
光
」
申
「
ほ
の
ぼ
の
ー
」
を
用
い
た
歌
を
あ
げ
る
と

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
最
も
古
い
例
で
は
、
明
治
四
十
二
年
作
の
二

首
が
あ
る
。

l
．
き
み
だ
れ
は
ぎ
の
ふ
よ
り
降
り
行
々
子
を
ほ
の
ぼ
の
や
さ
し
く
聞
く
今

宵
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
折
に
触
れ
て
）

2
．
や
ま
ひ
去
り
嬉
し
み
居
れ
ば
ほ
の
ぼ
の
に
心
ぐ
け
く
も
な
り
て
来
る
か

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
細
り
身
）

九
三
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剛
腕
糠
潮
薄
調

3
・
病
み
ぬ
れ
ば
圃
〝
側
周
到
d
u
寸
あ
り
経
た
る
和
世
の
す
が
た
悲
し
み
に

け

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

　

〝

　

）

こ
こ
で
は
ま
ず
「
ほ
の
ぼ
の
」
、
次
い
で
「
ほ
の
ぼ
の
に
」
、
更
に
「
ほ
の
ぼ

の
と
し
て
」
が
使
わ
れ
、
翌
四
十
三
年
の
作
品
で
は
、
や
は
り
「
ほ
の
ぼ
の
と

し
て
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

4
．
瞳
青
き
を
と
こ
悲
し
と
島
を
と
め
ほ
の
ぼ
の

と
し
て
み
ご
も
り
に
け
り

（南蛮男）

か
く
し
て
大
正
二
年
に
入
る
と
、
次
の
よ
う
空
ハ
首
が
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

5
・
ほ
の
ぼ
の
と
お
の
れ
光
り
て
な
が
れ
た
る
螢
を
殺
す
わ
が
道
く
ら
し

（悲報来）

6
・
鳳
i
羽
中
の
1
日
限
を
細
く
し
て
抱
か
れ
し
子
は
去
り
し
よ
り
幾
夜
か
経
た

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

お

ひ

ろ

、

其

の

二

）

7
・
夕
や
み
に
風
た
ち
ぬ
れ
ば
劇
中
岡
引
i
打
鍵
蝿
の
花
は
散
。
に
げ
ろ
か
も

（　　　〝　　　）

8
・
ひ
ん
か
し
に
星
い
づ
る
時
汝
が
見
な
は
そ
の
限
ほ
の
ぼ
の
と
か
な
し
く

あ

れ

よ

　

　

　

　

1

－

－

∴

㌫

㍉

　

其

の

三

）

9
・
き
さ
ら
ぎ
の
市
路
を
来
つ
つ
ほ
の
ぼ
の
と
紅
き
下
表
の
悲
し
か
る
か
も

（
き
さ
ら
ぎ
の
日
）

的
・
雪
の
な
か
に
日
の
落
つ
る
見
ゆ
ほ
の
ぼ
の
と
俄
憶
の
心
か
な
し
か
れ
ど

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

さ

ん

げ

の

心

）

今
こ
れ
ら
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ほ
の
ぼ
の
⊥
の
用
法
を
一
瞥
す
る

と
、
先
ず
1
・
の
「
ほ
の
ぼ
の
」
は
「
聞
く
」
を
修
飾
し
て
「
か
す
か
に
」
の

恵
と
み
ら
れ
る
。
2
・
の
歌
で
は
「
な
る
」
を
修
飾
し
て
1
の
「
ほ
の
ぼ
の
」

九
四

と
は
ゞ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
の
3
・
の
歌
は
か
な
り
難
解
だ
が
、
改

選
「
赤
光
」
で
は
、

病
み
て
思
ふ
ほ
の
ぼ
の
と
し
て
あ
り
経
た
る
和
世
の
我
に
憶
は
多
か
り

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
右
の
「
ほ
の
ぼ
の
と
し
て
」
は
「
ぼ
ん
や
り
と
し

三
「
蒲
と
し
て
」
・
の
意
と
み
ら
れ
る
。
4
・
の
歌
は
右
に
比
す
る
と
更
に
複

雑
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
見
す
る
と
「
み
ど
も
り
に
け
り
」
を
修
飾
す
る

よ
う
で
移
ろ
が
、
そ
う
で
は
な
く
で
、
南
蛮
男
を
慕
う
島
の
娘
の
悲
愁
の
情
を

表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
3
・
4
・
の
歌
は
1
・
2
．
の
歌
と
異
な

り
、
い
ず
れ
も
状
態
副
詞
と
し
て
、
心
理
的
な
も
の
を
描
写
的
に
表
現
し
て
い

る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
5
・
の
歌
は
「
光
る
」
を
修
飾
し
て
視
覚
的

状
態
、
6
1
8
の
歌
は
例
の
「
霊
ろ
」
と
題
す
る
遼
作
中
の
諸
歌
で
、
先
ず

6
・
が
心
理
的
状
態
、
1
・
が
視
覚
的
印
象
、
8
・
が
哀
愁
の
心
情
に
関
連
し

て
い
る
。
6
、
1
0
の
用
法
は
い
ず
れ
も
「
悲
し
」
を
修
飾
し
て
、
や
は
り
悲
哀

の
情
調
と
関
達
し
で
あ
り
、
作
者
の
心
理
的
状
態
を
描
写
的
に
表
現
し
て
い
る

も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

但
し
、
最
後
の
歌
の
用
法
は
決
し
て
単
純
で
な
く
、
「
雪
の
な
か
に
日
の
落

つ
る
」
状
態
と
、
「
悲
し
」
を
修
飾
し
て
作
者
の
心
情
即
ち
「
戯
情
の
心
」
の

状
態
の
描
写
的
表
現
を
兼
ね
で
あ
り
、
そ
の
点
右
の
十
首
中
、
こ
の
歌
の
用
法

が
最
も
斬
新
に
し
て
複
雑
な
理
由
が
領
げ
ろ
で
あ
ろ
う
。

茂
吉
の
「
雪
の
中
に
」
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
が
、
右
の
よ

う
に
注
目
す
べ
き
用
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
茂
吉
以
前
の
諸
歌
と

比
較
し
て
み
れ
ば
、
一
層
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

まず、

ほ
の
ぼ
の
と
明
行
く
空
の
星
な
れ
ば
楽
し
む
声
の
四
方
に
充
ち
め
り

（
明
一
六
「
聖
詠
」
瑠
璃
遮
爾
選
）

中
島
の
入
江
の
あ
た
り
ほ
の
ぼ
の
と
大
み
あ
そ
び
の
夜
は
あ
け
ん
と
す

（
明
三
二
「
読
売
新
聞
」
溶
液
武
夫
）

劇
中
劇
i
坤
打
明
け
わ
た
り
け
り
御
社
の
ち
ぎ
の
か
た
そ
ぎ
雪
は
残
り
て

（
明
三
三
「
　
〝
　
　
」
小
日
向
定
次
郎
）

周
到
鳳
i
刊
引
磯
の
夜
あ
げ
て
透
垣
の
夏
花
ご
し
に
涼
し
き
よ
潮

（
明
三
九
「
伶
人
」
土
岐
善
麿
）

鳳
】
刊
国
中
打
明
け
ゆ
く
庭
に
夫
妻
ぞ
流
れ
き
た
れ
る
し
ら
梅
散
る
も

（
明
四
一
「
暇
な
時
」
石
川
啄
木
）

山
菊
の
う
す
む
ら
さ
き
に
ほ
の
ぼ
の
と
花
畑
の
夜
は
あ
げ
て
ゆ
く
か
な

（
明
四
三
「
わ
が
お
も
ひ
」
金
子
蕪
園
）

〔
以
上
い
ず
れ
も
製
作
年
代
、
以
下
同
じ
〕

右
の
六
首
は
い
ず
れ
も
「
明
く
」
　
「
明
け
来
」
　
「
明
け
行
く
」
　
「
明
け
わ
た

る
」
等
を
修
飾
し
て
、
夜
の
次
第
に
明
け
ゆ
く
さ
ま
、
即
ち
曜
の
状
最
を
描
写

的
に
表
現
し
て
い
る
。
歌
の
内
容
は
い
ず
れ
も
古
典
和
歌
的
情
趣
を
一
歩
も
脱

げ
出
し
て
い
な
い
。
右
の
用
語
が
頗
る
平
凡
な
こ
と
も
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で

も
な
い
。

次
の
三
首
も
殆
ど
同
様
の
こ
と
が
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

大
ゐ
川
さ
森
流
れ
て
図
研
鳳
〝
叩
封
し
ら
み
行
く
瀬
に
か
じ
か
な
く
也

（
明
一
〇
代
「
縁
日
本
古
典
全
集
第
一
一
縞
」
近
藤
芳
美
）

ほ
の
ぼ
の
と
花
よ
り
し
ら
む
朝
も
よ
し
経
路
の
と
は
山
霞
た
な
び
く

（　　　　　　　　　〝

ほ
の
ぼ
の
と
野
末
の
花
も
み
え
初
て
明
ゆ
く
空
に
な
く
ひ
ば
り
哉

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

（
明
二
三
「
千
代
田
歌
集
第
一
縞
」
宮
地
厳
表
し

こ
れ
ら
も
夜
明
け
と
と
も
に
対
象
が
ほ
ん
の
り
と
見
え
て
来
る
様
子
を
表
現

し
て
い
る
。
又
次
の
歌
は
夜
明
け
の
空
に
残
る
有
明
月
の
淡
々
と
し
た
さ
ま
を

写
し
て
い
る
。

竹
む
ら
の
末
ほ
の
ぼ
の
と
あ
り
あ
げ
て
ま
た
ゝ
く
星
の
か
げ
ぞ
動
か
ぬ

（
明
三
二
「
読
売
新
聞
」
服
部
姑
治
）

こ
れ
と
よ
く
似
通
っ
た
も
の
に
同
じ
作
者
の
、

鳳
i
印
刷
倒
引
篭
し
ら
み
て
白
み
ゆ
く
敵
の
砦
の
桜
散
る
な
り

（
明
三
四
「
迦
兵
士
」
）

が
あ
り
、
「
ぼ
ん
や
り
と
」
＋
ほ
う
ッ
と
」
の
恵
で
、
夜
明
け
の
模
糊
た
る

対
象
を
写
し
て
い
る
。
次
に
夜
明
け
と
は
別
に
春
霞
の
た
な
び
く
さ
ま
を
写
し

た
も
の
に
、

ほ
の
ぼ
の
と
今
朝
は
霞
の
立
田
山
夜
は
に
や
春
の
越
て
き
つ
ら
ん

（
明
二
三
「
千
代
田
歌
集
第
一
編
」
松
浦
詮
）

図
例
岡
引
引
山
の
榛
原
か
す
む
日
を
駕
な
き
て
小
雨
そ
ぼ
ふ
る

（
明
三
四
「
紫
」
与
謝
野
鉄
幹
）

の
二
首
が
あ
る
。
右
の
一
首
目
の
如
き
は
掛
詞
ま
で
使
っ
て
陳
腐
そ
の
も
の

で
あ
る
。

い
づ
の
海
霞
に
暮
て
ほ
の
ぼ
の
と
い
ざ
り
火
み
え
ぬ
下
田
あ
た
り
に

（
明
三
七
「
橘
道
守
家
集
上
」
）

右
は
霞
と
と
も
に
暮
れ
て
ゆ
く
海
の
彼
方
に
、
ほ
う
ッ
と
見
え
て
来
る
漁
火

の
様
子
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
「
見
ゆ
」
を
修
飾
し
て
主
観
的
・
印
象
的
表

現
に
な
っ
て
い
る
。

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
唯
一
の
特
例
と
し
て
は
次
の
一
首
が
あ
る
。

九
五
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あ
や
め
革
は
た
ち
は
な
も
由
、
側
、
矧
、
刊
引
匂
ふ
折
よ
く
暗
く
ほ
と
と
ぎ
す

（
明
四
三
「
礼
厳
法
師
歌
集
」
与
謝
野
尚
網
）

右
は
視
覚
的
状
寮
と
、
喚
覚
的
印
象
と
を
兼
ね
て
表
現
し
て
い
る
も
の
と
み

ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
、
既
掲
の
諸
例
と
比
較
す
る
と
、
一
応
特
異
で
あ
る

と
も
云
え
る
が
、
歌
の
内
容
は
頗
る
古
典
的
な
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
「
ほ
の
ぼ
の
」
に
つ
い
て
み
る
と
、

森
ま
よ
ふ
岡
べ
の
寺
の
む
な
瓦
圃
i
例
i
図
例
見
え
て
夜
は
あ
げ
に
け
り

（
明
一
〇
代
「
続
日
本
歌
学
全
書
第
二
編
」
近
藤
芳
美
）

右
は
朝
霧
の
中
に
次
第
に
夜
が
明
け
て
来
て
、
か
す
か
に
寺
の
む
な
瓦
が
見

え
て
来
る
さ
ま
を
詠
じ
て
い
る
。
又
こ
れ
と
同
意
だ
が
歌
の
内
容
、
素
材
が
や

や
清
新
な
も
の
に
、

畔
つ
た
ひ
お
の
れ
と
か
へ
る
う
し
の
世
に
ほ
の
ぼ
の
の
こ
ろ
夕
日
影
哉

（
明
四
〇
「
秋
香
集
」
中
村
秀
香
）

が
登
り
、
牛
の
背
に
の
こ
ろ
斜
陽
の
淡
い
光
の
印
象
を
写
し
て
い
る
。
同
じ

「
ほ
の
ぼ
の
」
で
も
、
前
者
が
「
見
ゆ
」
を
修
飾
し
て
表
現
主
体
の
主
観
的
印

象
と
し
て
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
の
こ
ろ
」
を
修
飾
し
て
客
体

即
ち
視
覚
的
対
象
を
描
写
的
に
表
現
し
て
い
る
。
又
、
こ
れ
ま
で
の
歌
が
い
ず

れ
も
夜
明
け
・
有
明
・
霞
・
霧
等
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
い
ず

れ
も
が
古
典
和
歌
的
情
趣
の
世
界
か
ら
離
脱
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
較
べ
る
と
、

幾
分
新
鮮
な
感
覚
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
き
、
凡
そ
茂
吉
以
前
の
短
歌
で
「
ほ

の
ぼ
の
－
」
を
用
い
た
も
の
に
は
、
そ
の
全
て
と
云
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
近
代
的

な
詠
風
の
作
品
を
見
出
し
得
ず
、
そ
の
殆
ん
ど
が
古
典
和
歌
的
情
趣
と
結
び
つ

い
て
い
た
。

九
六

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
う
ら
の
朝
き
り
に
か
く
れ
も
ゆ
く
か
こ
と
の
葉
の
み
ち

（
明
二
六
「
新
聞
日
本
」
落
合
直
文
）

こ
の
歌
は
、
旧
い
伝
統
を
誇
る
和
歌
が
、
明
治
と
い
う
新
し
い
世
代
を
迎
え

な
が
ら
依
然
と
し
て
旧
套
を
脱
し
切
れ
ず
、
徒
ら
に
古
典
的
形
骸
の
中
に
漸
次

衰
頚
し
て
ゆ
く
情
勢
を
嘆
い
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
お
け
る
「
ほ
の
ぼ
の
I
L

の
用
語
こ
そ
、
明
治
時
代
に
お
け
る
こ
の
語
の
語
感
を
最
も
端
的
に
象
徴
し
て

い
る
よ
え
ノ
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
明
治
短
歌
に
お
け
る
「
ほ
の
ぼ
の
ー
」
の
用
語
が
、
い
ず
れ
も

旧
来
の
古
典
的
詠
風
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
茂
吉
の
用
語
が
如
何

に
清
新
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
更
の
よ
う
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

が
、
こ
こ
で
茂
吉
の
新
し
さ
を
論
ず
る
前
に
、
先
ず
次
の
よ
う
な
白
秋
「
桐
の

花
」
の
一
首
を
見
逃
す
訳
に
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ほ
の
ぼ
の
と
人
を
た
づ
ね
て
ゆ
く
朝
は
あ
か
し
や
の
木
に
ふ
る
雨
も
が
な

（大二）

右
の
歌
に
は
詞
書
と
し
て
「
す
ず
か
け
の
木
と
あ
か
し
や
の
木
と
あ
か
し
や

の
木
と
す
ず
か
け
と
舗
石
み
ち
の
う
ず
霧
に
」
　
と
あ
る
。
「
朝
」
　
の
　
「
う
ず

霧
」
の
中
を
「
人
を
た
づ
ね
で
ゆ
く
」
時
の
作
者
の
心
境
は
、
「
ぬ
か
し
や
の

木
に
降
る
雨
も
が
な
」
と
襲
っ
て
い
る
。
そ
の
時
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
情
感
が

こ
の
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
に
よ
く
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
右
の
用
法
は
古

典
和
歌
に
お
け
る
数
多
の
用
法
「
曙
」
や
「
朝
霧
」
と
い
っ
た
状
寮
か
ら
類
推

し
て
、
心
理
的
状
態
の
描
写
的
表
現
へ
の
新
生
面
を
拓
い
て
い
る
の
で
ぬ
る
。

そ
し
て
こ
の
用
語
は
極
め
て
無
理
の
な
い
妥
当
な
、
否
適
切
な
む
の
で
あ
っ
た

と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
白
秋
は
こ
の
歌
集
の
中
で
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
を
右
の

一
首
以
外
に
は
全
然
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
唯
一
の
用
例
こ
そ
、
先
さ

に
あ
げ
た
明
治
短
歌
の
数
多
く
の
用
例
の
い
ず
れ
も
が
到
達
し
得
な
か
っ
た
最

も
斬
新
な
用
語
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

大
正
二
年
作
の
茂
吉
の
歌
六
首
が
、
右
の
「
桐
の
花
」
の
用
語
に
直
接
影
響

を
う
げ
で
い
る
か
ど
う
か
は
明
白
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
白
秋
や
茂
吉
に
お
け
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
用
法

が
、
と
も
に
旧
来
の
古
典
的
語
感
を
払
拭
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
白

秋
に
お
け
る
「
詞
書
」
は
、
こ
の
語
の
由
緒
正
し
い
血
統
を
決
し
て
無
視
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
「
曙
」
　
「
う
ず
霧
」
等
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
上
に
新
し
い
方

向
へ
の
発
展
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
一
体
、
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
と
い
う
語
の
白
秋
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
心

理
描
写
へ
の
新
生
面
が
、
茂
吉
に
よ
っ
て
更
に
ど
の
よ
う
な
方
向
に
発
展
さ
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
掲
の
よ
う
に
、
明
治
短
歌
に
み
ら
れ
る
古
典

和
歌
的
用
語
が
、
い
ず
れ
も
曙
の
状
寮
、
霧
や
霞
や
夕
幕
等
の
状
寮
を
表
現
す

る
の
に
止
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
白
秋
の
用
語
は
、
霧
の
か
か
っ
た
朝
、

あ
か
し
や
の
並
木
路
を
ゆ
き
な
が
ら
、
「
あ
か
し
や
の
木
に
ぶ
る
雨
も
が
な
」

と
庶
幾
し
て
い
る
。
そ
の
襲
い
は
、
雨
に
濡
れ
た
舗
道
や
あ
か
し
や
の
葉
の
悲

し
い
光
沢
を
愛
す
る
が
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
か
。
な
に
に
し
て
も
作
者
は
「
人
を

訪
ね
て
ゆ
く
」
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
情
感
の
蕩
揺
を
暗
示

し
て
、
こ
の
語
は
見
事
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
茂
吉
の
「
雪
の
中
に
」
の
歌
は
ど
う
か
。
朝
の
霧
と
は
お

よ
そ
対
躁
的
に
、
雪
の
車
の
落
日
を
描
き
、
そ
の
夕
映
え
の
壮
烈
な
輝
き
を
見

て
、
青
春
の
日
の
悩
ま
し
さ
、
罪
の
深
さ
を
直
感
し
、
「
戯
憶
の
心
か
な
し
か

れ
ど
も
」
と
訴
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
作
者
　
－
　
こ
こ
に
は
、
強
い
自
我

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

を
追
求
し
た
若
き
日
の
作
者
が
、
冷
た
い
現
実
に
真
向
っ
て
知
り
得
た
幻
滅
の

悲
哀
に
も
似
た
悲
傷
の
情
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
セ
ン
チ

メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
て
、
一
種
諦
念
に
近
い
ぶ
か
ぶ
か
と
し
た
情
感
が
漂

っ
て
い
る
。
お
よ
そ
そ
う
し
た
も
の
が
こ
の
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
に
よ
く
象
徴
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
一
つ
疑
問
を
点
が
ぬ
る
。
そ
れ
は
既
婦
の
よ
う
な
初
版

「
赤
光
」
中
の
十
首
が
、
1
3
6
1
1
0
の
歌
を
残
し
て
、
改
選
版
で
は
削
除
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
め
る
。
十
首
中
五
首
ま
で
も
削
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
理
由
は
一
体
ど
う
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
削
ら
れ
た
五
首
の
歌
を
検
討
し
て
み
る
と
、

5
を
除
い
て
は
、
2
4
8
9
い
ず
れ
も
「
哀
怨
」
乃
至
「
悲
傷
」
の
情
調
を
帯

び
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
古
典
の
用
例

に
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
新
し
い
用
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
又
こ
の
こ
と

は
一
体
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

茂
吉
は
改
選
版
の
駿
の
中
で
、
「
余
り
ひ
ど
い
の
を
直
し
或
い
は
削
っ
た
」

と
い
っ
て
い
る
。
直
せ
る
も
の
は
3
の
「
病
み
ぬ
れ
ば
」
の
歌
の
よ
う
に
、
改

作
を
施
し
て
い
る
。
直
す
こ
と
が
出
来
ず
、
か
と
い
っ
て
そ
の
燈
で
は
ど
う
し

て
も
「
余
り
ひ
ど
い
」
と
思
わ
れ
た
も
の
の
中
に
、
そ
れ
ら
の
歌
が
入
る
ら
し

い
。
し
て
み
る
と
、
茂
吉
が
「
ひ
ど
い
」
と
思
っ
た
点
は
一
体
ど
う
い
う
点
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
一
つ
の
推
定
を
下
す
と
、
茂
吉
は
前
記
3
の
「
病
み
ぬ
れ
ぼ
」
の
歌

に
お
い
で
も
「
悲
し
み
に
け
り
」
を
「
梅
は
多
か
り
」
と
改
作
し
て
い
る
よ
う

に
、
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
が
哀
怨
悲
傷
の
情
調
を
晴
示
的
に
表
現
し
た
六
首
の
歌

九
七
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（
2
3
4
8
9
1
0
）
に
大
き
な
疑
問
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
1
0
の
「
雪
の
車
に
」
の
歌
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
又
問
題
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
に
限
っ
て
は
、
夕
映
え
の
状
景
描
写
を
主
と
し
て
お

り
、
そ
の
点
諸
他
の
も
の
と
は
異
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
可
能
な
推
論
は
、

最
初
茂
吉
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
即
ち
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
を
哀
傷
の
情
調
と
結
び

っ
げ
で
心
理
描
写
に
用
い
た
こ
と
を
必
ず
し
も
無
理
だ
と
は
思
わ
ず
、
寧
ろ
得

意
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
そ
の
儀
初
版
の
諸
例
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に

そ
の
後
古
典
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
の
語
の
用
法
を
審
さ
に
検
討
し
て
み

て
、
漸
く
自
己
の
用
例
が
古
典
の
語
感
を
無
視
し
た
甚
だ
し
い
濫
用
で
あ
っ
た

こ
と
に
気
ず
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
又
、
当
時
の
茂
吉
の
傾
向

を
「
乱
調
子
」
と
み
た
師
左
千
夫
の
批
判
乃
至
同
僚
の
注
意
で
も
聞
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
茂
吉
は
こ
れ
ら
の
歌
の
改
作
を
試
み
、
そ

れ
の
ど
う
し
て
も
果
し
得
な
か
っ
た
も
の
を
悉
く
切
り
捨
て
、
そ
れ
が
遂
に
大

量
五
〇
％
の
削
除
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

私
の
最
初
の
推
定
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
私
は
右
の
よ
う
な
最
初
の
推
論
を
、
．
大
幅
に
修
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
三
つ
の
理
由
を
発
見
し
た
。

先
ず
第
一
の
点
と
い
う
の
は
、
古
典
並
び
に
現
代
短
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「
ほ
の
ぼ
の
ー
」
の
用
例
を
網
羅
し
た
調
査
（
古
典
並
び
に
古
典
和
歌
、
明
治

以
降
の
短
歌
等
約
三
〇
〇
例
）
の
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
語
は

奈
良
時
代
に
用
例
が
な
く
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
歌
集
・
物
語
・
日
記
等
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
平
安
時
代
の
散
文
に
み
る
用
例
で
は
「
源
氏
物
語
」
を

始
め
と
し
て
、
い
ず
れ
も
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
と
「
ほ
の
ぼ
の
」
と
の
間
に
明
確

な
区
別
が
あ
る
。
こ
の
区
別
は
勿
論
和
歌
に
も
存
在
す
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
入

九
八

っ
て
漸
く
不
明
確
と
な
り
、
そ
れ
が
室
町
江
戸
を
経
て
明
治
に
受
け
つ
が
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
き
、
初
版
「
赤
光
」
中
の
十
首
の
用
例
申
、
唯

一
の
「
ほ
の
ぼ
の
」
が
「
聞
く
」
を
修
飾
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
「
ほ

の
ぼ
の
と
」
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
一
事
を
以
て

み
て
も
、
彼
の
用
語
が
決
し
て
単
な
る
思
い
つ
き
乃
至
濫
用
で
な
い
こ
と
が
証

明
さ
れ
る
。

第
二
の
調
査
は
、
晶
子
・
啄
木
・
白
秋
・
茂
吉
の
写
声
語
の
比
較
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
写
声
語
と
は
擬
声
語
・

擬
態
語
並
び
に
象
徴
語
（
語
源
的
に

は
擬
声
・
擬
態
い
ず
れ
に
も
属
さ
な

く
て
も
意
味
形
態
職
能
等
の
点
か
ら

同
一
範
曙
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
語

彙
。
例
、
ほ
の
ぼ
の
、
は
る
ば
る
、

く
ろ
ぐ
ろ
、
ひ
ッ
そ
り
等
）
を
含
む

語
彙
の
仮
称
で
あ
る
。

右
の
第
一
表
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
初
版
「
赤
光
」
に
お
け

る
写
声
語
の
使
用
は
前
代
未
聞
の
高

率
で
あ
る
。
こ
れ
を
諸
他
の
歌
集
と

比
較
し
て
も
、
も
と
よ
り
最
も
多
い

が
、
芭
蕉
・
蕪
村
・
一
茶
・
子
規
や

更
に
は
「
誹
風
柳
多
留
」
を
も
遥
か

に
凌
駕
す
る
高
率
で
あ
る
。
要
す
る

に
初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
写
声
語

の
使
用
は
、
量
的
に
み
て
日
本
新
記
録
だ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
尤

も
こ
の
記
録
は
、
後
に
白
秋
の
　
「
雲
母
集
」
　
二
一
・
八
％
に
よ
っ
て
破
ら
れ

て
い
る
。
）

と
こ
ろ
で
一
体
ど
の
よ
う
な
写
声
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

次
の
第
二
表
の
よ
う
な
話
語
が
あ
げ
ら
れ
、
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
が
最
も
多
く
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
改
選
版
と
比
較
す
る
と
き
、
左

の
第
二
表
の
通
り
、
一
語
で
六
回
以
上
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
は
　
「
ほ
そ
ぼ

そ
」
を
除
い
て
す
べ
て
大
量
に
削
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
五
－
三
回
用
い
ら

れ
て
い
た
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
以
下
の
六
語
は
全
然
削
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と

は
要
す
る
に
、
同
じ
語
を
余
り
数
多
く
用
い
て
い
た
も
の
に
限
っ
て
削
減
し
た

こ
と
が
解
る
。

大
体
、
茂
吉
の
歌
集
の
中
で
写
声
語
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
赤
光
」

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
一
用
語

を
除
け
ば
「
あ
ら
た
ま
」
の
一
二
・
一
％
ぐ
ら
い
な
も
の
で
、
「
つ
ゆ
じ
も
」

の
三
・
二
％
、
「
遠
遊
」
の
三
・
六
％
、
「
遍
歴
」
の
五
・
六
％
、
「
と
も
し

び
」
の
五
・
〇
％
と
い
う
具
合
で
、
最
終
歌
集
の
「
つ
き
か
ば
」
の
五
・
四
％

ま
で
、
再
び
処
女
歌
集
に
お
け
る
よ
う
な
高
率
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
初
版
「
赤
光
」
に
見
る
そ
の
異
数
の
高
率
に
気
づ
い
た
茂
吉
が
、

そ
れ
を
改
選
版
に
お
い
て
九
。
八
％
に
ま
で
削
減
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
彼

が
そ
の
後
写
声
語
の
使
用
を
或
程
度
ま
で
忌
避
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

第
三
の
理
由
と
い
う
の
は
次
の
用
例
で
あ
る
。

圃
“
羽
中
動
。
諸
国
修
行
に
行
く
こ
ゝ
ろ
遠
松
か
ぜ
も
聞
く
べ
か
り
け
り

（
大
三
「
あ
ら
た
ま
」
）

目
の
当
り
目
の
当
り
と
年
を
経
た
る
か
ら
劇
、
刑
、
閉
、
刑
、
幻
せ
る
悲
し
み
も
な
し

（
昭
三
「
と
も
し
び
」
）

初
版
「
赤
光
」
の
十
例
以
後
、
約
四
十
年
間
に
茂
吉
が
用
い
た
「
ほ
の
ぼ
の

I
L
は
全
部
で
九
例
め
り
、
大
体
五
年
に
一
度
の
平
均
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
に
取
り
あ
げ
る
に
足
る
よ
う
な
用
例
と
も
思
わ

れ
な
い
。
た
だ
右
の
二
首
だ
け
が
さ
き
に
指
摘
し
た
初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る

用
語
に
類
似
し
て
い
る
。
「
あ
ら
た
ま
」
の
用
例
は
、
単
な
る
孤
独
な
寂
し
さ

を
超
え
た
山
積
諦
念
に
似
た
情
感
が
あ
る
。
「
と
も
し
態
」
の
「
ほ
の
ぼ
の
と

せ
る
悲
し
み
」
と
は
、
理
想
を
求
め
て
傷
つ
き
易
い
青
春
の
多
感
な
情
　
－

悲
傷
の
情
調
を
暗
示
的
に
表
わ
そ
う
と
す
る
用
語
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
用
法
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
、
約
十
五
年
後
の
作

品
に
ま
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
彼
が
そ
の
用
語
に
何
等

疑
問
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
逆
に
寧
ろ
そ
う
し
た
用
語

詫
2

に
十
分
自
信
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

九
九
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以
上
を
総
括
し
よ
う
。

嘗
て
「
ほ
の
ぼ
の
I
L
と
い
う
語
は
、
平
安
朝
以
来
明
治
の
末
年
頃
ま
で
、

古
典
語
と
し
て
旧
来
の
和
歌
的
情
趣
と
密
着
し
た
よ
う
な
語
感
を
有
し
て
い
た
。

特
に
こ
の
語
が
「
古
今
集
」
の

中
洲
「
風
当
日
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
そ
思
ふ
（
伝
人
麿
）

や
、
「
新
古
今
集
」
の

鳳
i
刊
圃
勾
引
春
こ
そ
空
に
乗
に
け
ら
し
天
の
か
ぐ
山
嶺
た
な
び
く（

後
鳥
羽
院
）

等
の
名
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
一
層
そ
の
語
感
は
払
拭
し
難
い
も

の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
茂
吉
の
処
女
歌
集
、
初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
「
は
の

ー
ほ
の
I
L
の
用
語
は
、
こ
れ
を
見
事
に
払
拭
し
た
。
白
秋
の
「
桐
の
花
」
か
ら

茂
吉
の
「
赤
光
」
へ
の
バ
ト
ン
・
タ
ッ
チ
は
、
状
景
描
写
か
ら
心
理
描
写
へ
の

見
事
な
転
換
を
成
し
遂
げ
て
、
こ
の
殆
ど
老
衰
化
せ
ん
と
し
て
い
た
古
い
歌
語

に
あ
た
か
も
帰
死
因
生
の
注
射
を
施
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
蝿
足
で
は
あ
る
が
、
茂
吉
の
「
赤
光
」
以
後
こ
の
語
が
現
代
短
歌
に
ど

の
よ
う
に
清
新
な
語
感
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
を
次
の
諸
例
に
よ
っ
て
明
察
さ

れ
た
い
。

足
の
へ
に
ふ
と
虫
鳴
き
は
そ
り
行
く
こ
こ
ろ
見
ま
も
れ
は
ほ
の
ぼ
の
寂
し

（
大
二
　
「
馬
鈴
馨
の
花
」
中
村
憲
吉
）

図
研
は
i
T
刑
。
引
柩
を
お
く
る
笛
な
ら
め
紅
き
か
ぜ
軒
を
と
は
り
た
け
り

（
大
三
「
林
泉
集
」
中
村
憲
吉
）

一
〇
〇

ほ
の
ぼ
の
と
生
命
の
意
識
目
ざ
め
た
る
ゆ
ふ
柔
道
の
青
の
漂
ひ

（
大
二
　
「
林
泉
集
」
島
木
赤
彦
）

曙
の
ひ
か
り
を
踏
め
ば
ほ
の
ぼ
の
と
生
き
た
か
り
け
り
息
の
緒
か
け
て

（
大
三
「
林
泉
集
」
島
木
赤
彦
）

山
茶
花
の
花
び
ら
よ
り
も
図
例
矧
甲
と
朝
の
な
ぎ
さ
に
貝
は
あ
り
け
れ

（
大
三
「
藤
む
す
め
」
松
本
は
つ
子
）

註
1
　
尤
も
、
こ
の
種
の
用
法
が
新
し
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
語
が
心
理
描
写

的
に
′
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
和
歌
に
お
け
る
情
趣
的

用
語
法
と
も
云
う
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
和
歌
に
お
け
る
情
趣
的

用
語
の
考
察
」
　
（
「
立
命
館
文
学
」
第
一
七
六
号
）
　
に
論
じ
て
お
い
た
。

註
2
　
茂
吉
は
「
童
馬
山
房
夜
話
」
の
中
に
「
古
語
の
使
用
」
に
つ
い
て
の
論

が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
そ
の
語
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
的
な
理

由
の
な
い
限
り
古
語
は
使
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る

が
、
一
方
「
童
馬
渡
語
」
の
中
に
は
、
「
古
語
の
問
題
」
と
題
し
て
、
「
短

歌
の
言
葉
が
現
代
語
で
あ
る
べ
き
か
、
古
語
で
あ
る
べ
き
か
、
こ
の
間
題

も
ど
う
で
も
い
い
。
ぼ
く
等
は
も
う
そ
ん
な
中
途
に
ぶ
ら
つ
い
て
居
ら
れ

な
い
。
ぱ
く
の
『
け
る
か
も
』
は
柿
本
人
暦
の
『
け
る
か
も
』
で
は
な
い
。

要
す
る
に
生
命
の
問
題
で
あ
る
。
云
々
」
　
（
傍
点
附
加
）
　
と
述
べ
て
い
る
。

初
版
「
赤
光
」
に
お
け
る
茂
吉
の
古
語
使
用
の
態
度
に
つ
い
て
み
る
の
に

た
し
か
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

昭

和

俳

句

と

万

葉

集

ー
古
典
と
い
ぶ
語
に
は
種
々
の
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
、

④古
典
と
は
単
な
る
過
去
の
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
同
時
に
現
在
の
事
実
と
し

て
通
用
し
得
る
何
も
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ぶ
考
へ
方
が
示
さ
れ
て

ゐ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
文
学
研
究
の
場
に
於
げ
ろ
正
し
い
意
味
づ
け
な
の
で
あ

る
が
、
今
こ
の
稿
で
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
こ
と
は
、
万
葉
集
が
昭
和
俳
句
の

流
れ
の
或
る
時
期
に
、
ど
の
や
う
に
生
き
た
か
と
い
ぶ
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
喜

び
方
を
換
へ
で
み
れ
ば
、
万
葉
集
が
真
に
古
典
と
し
て
の
生
命
を
も
ち
え
た
か

と
い
ぶ
点
に
就
い
て
、
昭
和
俳
句
の
流
れ
の
上
か
ら
眺
め
て
み
ょ
う
と
い
ぶ
こ

と
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
、
昭
和
俳
句
と
い
ぶ
言
ひ
方
に
つ
い
て
で
ぬ
る
が
、
猶
、
昭
和

と
い
ぶ
年
号
が
続
き
、
昭
和
俳
句
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
ぶ
現
実
か
ら
、
今

日
我
々
が
明
治
俳
句
と
言
ひ
、
大
正
俳
句
と
言
ひ
っ
ゝ
、
そ
れ
ら
両
時
代
を
等

し
く
異
質
な
時
代
と
考
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
性
を
集
約
的
に
考
へ
て
ゆ

く
、
そ
れ
と
同
じ
あ
り
方
で
昭
和
俳
句
を
把
握
し
て
ゆ
く
と
い
ぶ
こ
と
は
不
可

能
に
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
ゝ
に
言
ふ
昭
和
俳
句
と
い
ぶ
の
は
、
極
め
て
機

械
的
に
、
政
治
区
分
に
従
っ
て
昭
和
を
昭
和
と
す
る
。
さ
う
し
た
皮
相
的
な
語

の
用
ひ
方
　
－
　
こ
れ
こ
そ
一
番
良
心
的
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
が
　
－
　
に

昭
和
俳
句
と
万
葉
集

松

　

井

　

　

利

　

彦

従
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
二
言
し
て
お
き
た
い
。

で
、
具
体
的
に
、
万
葉
集
と
俳
句
と
の
関
連
を
眺
め
て
ゆ
く
訳
で
あ
る
が
、

こ
の
現
象
が
俳
壇
で
目
立
っ
た
現
象
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
最
近
に

誓
子
君
の
万
葉
振
り
と
い
ひ
ま
せ
う
か
、
所
謂
古
来
の
雅
語
に
新
し
さ
意
味
を

含
め
て
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
俳
句
の
上
に
用
ひ
来
ら
れ
来
っ
た
る
言
葉
を
常
套

語
を
排
し
て
更
に
雅
語
を
取
り
入
れ
、
然
も
そ
れ
を
俳
句
的
に
岨
噛
し
て
、
巧

み
な
る
用
語
と
し
て
表
現
し
て
居
ら
れ
る
最
近
の
句
に
つ
い
て
は
私
は
驚
異
の

眼
を
放
っ
て
ゐ
る
一
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
紫
雲
郎
（
「
雑
詠
句
評
会
」
大
鵬
・

1
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
　
「
近
頃
空
虚
な
る
内
容
に
対
し
万
葉
集
漬
ど
に
あ
る
雅
語

や
す
で
に
死
後
と
な
っ
て
ゐ
る
古
語
を
か
つ
て
来
て
鬼
面
人
を
驚
か
さ
ん
と
す

る
如
き
は
と
ら
ざ
る
所
で
、
こ
れ
ら
は
語
を
駆
使
せ
る
に
あ
ら
ず
し
て
語
に
駆

使
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
俳
句
に
は
勿
論
殊
語
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
代

人
に
縁
遠
く
耳
に
熟
さ
ず
両
も
作
者
の
実
感
と
か
け
は
な
れ
た
死
語
を
満
々
然

と
使
ふ
は
、
あ
ま
り
に
血
の
め
ぐ
り
が
な
さ
す
ぎ
る
。
」
野
風
呂
（
「
俳
句
の
修

辞
」
大
1
5
・
6
　
京
麗
子
）
　
「
一
二
の
俳
人
の
旬
の
万
葉
調
め
き
た
る
用
語
お

る
を
採
録
す
る
は
、
万
葉
調
め
き
た
る
用
語
あ
る
た
め
採
録
す
る
に
は
無
之

一
〇
一


