
梅
の
香
が
導
く
も
の
｜
市
原
王
の
四
五

O
O番
歌
｜

は
じ
め
に

市
原
王
の
『
万
葉
集
』
四
五
O
O番
歌
は
集
中
唯
一
の
「
梅
の
香
」

を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
香
」
を
詠
む
も

の
は
「
橘
」
に
集
中
し
て
い
る
な
か
で
特
異
と
も
い
え
る
例
で
あ

る
が
、
「
古
今
集
』
で
は
「
香
」
は
大
多
数
が
「
梅
」
に
つ
い
て

詠
ま
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
か
ら
『
古
今
集
』
と
い
う
和
歌
が

大
き
く
変
容
す
る
時
代
を
経
て
、
勅
撰
で
あ
る
『
古
今
集
』
に
お

い
て
「
梅
の
香
」
が
詠
ま
れ
る
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
た
と
考
え

る
と
き
、
こ
の
市
原
王
の
歌
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
詠
ま
れ
た
「
場
」
か
ら
こ
の
「
梅
の
香
」
を
詠
む
と
い
っ

た
発
想
と
「
香
」
の
表
現
す
る
も
の
、
か
っ
「
香
」
を
表
現
す
る

こ
と
が
一
首
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
か
を
考
え
た

い
。
ま
た
、
「
梅
」
を
歌
に
詠
む
と
き
そ
の
景
と
し
て
の
言
葉
は

好

彩

子

万
葉
後
期
と
い
う
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
発
想
の
共
通
性
や

表
現
の
類
向
性
が
み
ら
れ
る
の
か
を
明
確
に
し
な
が
ら
四
五
O
O

番
歌
の
「
梅
」
の
「
香
」
を
詠
む
特
異
性
を
勘
考
し
た
上
で
、
和

歌
史
上
こ
の
歌
の
梅
の
香
を
詠
む
と
い
っ
た
表
現
は
ど
の
よ
う
に

位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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四
五
O
O番
歌
は
巻
二
十
、
題
詞
に
「
二
月
に
、
式
部
大
輔
中

臣
清
麻
呂
朝
臣
の
宅
に
し
て
宴
す
る
歌
十
五
首
」
と
あ
る
歌
々
の

う
ち
「
興
に
依
り
、
各
々
高
円
の
離
宮
処
を
恩
ひ
て
作
る
歌
五

首
」
の
詞
書
を
持
つ
五
首
を
除
い
た
十
首
の
歌
群
の
内
に
収
め
ら

れ
る
。
詳
し
く
歌
を
み
て
い
き
た
い
。



① 

恨
め
し
く
君
は
も
あ
る
か
や
ど
の
梅
の
散
り
過
ぐ
る
ま
で
あ

り
け
る

（
四
四
九
六

大
原
今
城
真
人
）

② 

見
む
と
言
は
ば
否
と
言
は
め
や
梅
の
花
散
り
過
ぐ
る
ま
で
君

が
来
ま
さ
ぬ

③ 

中
臣
清
麻
目
）

は
し
き
よ
し
今
日
の
主
人
は
磯
松
の
常
に
い
ま
さ
ね
今
も
見

る

ご

と

（

四

四

九

八

大

伴

家

持

）

の

我
が
背
子
し
か
く
し
聞
こ
さ
ば
天
地
の
神
を
乞
ひ
稽
み
長
く

（
四
四
九
七

④ 

と
そ
思
う

（
四
四
九
九

中
臣
清
麻
邑
）

⑤ 

梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
そ

（
四
五

0
0

田
a也、

ふ

市
原
王
）

⑥ 

八
千
種
の
花
は
う
つ
ろ
ふ
常
盤
な
る
松
の
さ
枝
を
我
は
結
ば

な

（

四

五

O
一
大
伴
家
持
）

梅
の
花
咲
き
散
る
春
の
長
き
日
を
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
磯
に
も

あ

る

か

も

（

四

五

O
二
甘
南
備
伊
香
真
人
）

君
が
家
の
池
の
白
波
磯
に
寄
せ
し
ば
し
ば
見
と
も
飽
か
む
君

⑦ ③ ⑨ 

（
四
五

O
三
大
伴
家
持
）

愛
し
と
我
が
思
ふ
君
は
い
や
日
異
に
来
ま
せ
我
が
背
子
絶
ゆ

る

日

な

し

に

（

四

五

O
四
中
臣
清
麻
巴
）

磯
の
裏
に
常
夜
日
来
住
む
鴛
鴬
の
惜
し
き
我
が
身
は
君
が
ま

か
も

⑩ 

に
ま
に

（
四
五

O
五

大
原
今
城
真
人
）

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
歌
が
「
二
月
」
に
「
宅
に
し
て
宴
す
る
」
場

で
詠
ま
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
詠
ま
れ
た
景
は
「
梅
」
「
松
」

「
磯
」
「
池
」
で
あ
る
。
清
麻
呂
の
宅
で
の
宴
と
い
う
場
で
詠
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宴
で
歌
を
詠
む
人
々
が
共
通
に
認
識
す

る
こ
と
の
で
き
る
折
の
景
物
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
歌
の
ほ
ぼ
全
て
が
そ
の
「
場
」
の
景
物
を
「
見
る
」

こ
と
で
「
思
う
」
歌
で
あ
る
。
そ
の
中
で
市
原
王
の
「
香
」
を
詠

む
歌
を
歌
群
全
体
と
配
列
順
か
ら
考
え
た
い
。

ιlv

題
詞
「
二
月
」
と
の
あ
⑦
か
ら
こ
の
場
の
「
梅
」
は
実
体
と
し

て
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
僅
か
に
花
が
残
る
程
度
の
状
態
で
あ

ろ
う
。
①
②
と
散
っ
て
し
ま
っ
た
「
梅
」
を
嘆
く
こ
と
で
往
来
の

無
沙
汰
を
述
べ
る
。
①
は
歌
群
の
冒
頭
、
宴
に
招
か
れ
た
客
達
を

代
表
し
て
の
挨
拶
歌
と
と
れ
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
主
の
「
梅
」
を

散
る
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
恨
め
し
く
」
と
嘆
く
こ
と

に
終
始
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
散
る
ま
で
「
梅
」
が
見

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
見
し
め
ず
」
と
訴
え
て
い
る
。
宴
に
招

お

侍
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
冒
頭
で
主
を
賀
め
る
こ
の
よ
う
な
歌
を



詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
春
に
は
ま
ず
「
梅
」
の
花
の
咲
き
誇
る
美

し
さ
を
見
て
愛
で
る
こ
と
が
、
春
に
集
う
宴
の
興
趣
の
一
つ
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
答
え
て
②
で
は
「
見
む
」
と
あ
な
た
が
言
っ

た
な
ら
ば
断
わ
る
わ
け
は
な
い
と
強
く
言
い
、
「
散
り
過
ぐ
る
」

ま
で
来
な
か
っ
た
こ
と
を
答
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
宴
で
「
梅
」

は
咲
い
て
い
る
花
を
「
見
る
」
こ
と
が
理
想
で
あ
っ
た
。
次
に
③

で
「
松
」
を
詠
み
④
で
「
長
く
と
そ
思
ふ
」
と
答
え
る
。
③
の
詠

者
で
あ
る
家
持
の
場
の
景
を
捉
え
る
視
点
は
動
く
。
「
見
る
」
も

の
は
「
梅
」
か
ら
離
れ
「
松
」
と
な
る
。
散
っ
て
い
る
「
梅
」
と

は
対
照
的
に
永
続
性
の
象
徴
で
あ
る
「
松
」
を
、
「
今
」
も
「
見
る
」

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
主
で
あ
る
清
麻
巴
を
そ
の
「
松
」
の
よ
う

に
「
常
に
い
ま
さ
ね
」
と
希
求
す
る
。
受
け
る
清
麻
巴
も
④
で
、

あ
な
た
が
言
う
な
ら
と
家
持
の
意
を
汲
ん
だ
こ
と
を
述
べ
「
神
」

に
「
長
く
と
そ
思
ふ
」
と
念
願
す
る
。
散
っ
て
い
る
「
梅
」
か
ら

転
じ
た
景
は
、
常
緑
で
あ
る
「
松
」
と
な
り
、
そ
の
「
松
」
に
主

を
な
ぞ
ら
え
詠
み
か
け
た
家
持
も
答
え
た
清
麻
呂
も
、
「
常
」
「
長

く
」
と
久
し
く
長
く
あ
る
と
い
う
こ
と
乞
い
願
う
言
葉
を
も
っ
て

我
意
を
表
明
し
お
互
い
に
念
を
押
す
か
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
⑥
1
⑮
で
さ
ら
に
色
濃
く
な
る
。
⑤
で

市
原
王
が
ま
た
詠
む
景
を
「
梅
」
と
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
⑥
は

「
松
」
を
詠
み
「
花
は
う
つ
ろ
ふ
」
も
の
で
あ
る
か
ら
「
常
盤
な

る
松
」
を
も
っ
て
幸
い
を
祈
願
す
る
こ
と
を
詠
う
。
⑦
で
ま
た
視

点
は
「
梅
」
に
戻
る
の
だ
が
、
一
首
の
中
で
「
梅
の
花
」
が
「
散
る
」

の
と
対
比
さ
せ
「
磯
」
を
「
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
」
と
詠
む
。
こ
こ

で
も
「
梅
」
は
「
散
る
」
と
い
う
実
態
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
散

る
」
こ
と
の
対
比
と
し
て
常
在
す
る
「
磯
」
が
景
と
し
て
登
場
す
る
。

そ
う
し
て
③
で
は
「
磯
」
に
寄
せ
る
「
白
波
」
の
よ
う
に
「
し
ば

し
ば
見
と
も
」
飽
き
る
こ
と
の
な
い
と
主
を
褒
め
慕
い
、
⑨
で
主

も
「
日
異
に
」
「
絶
ゆ
る
日
な
し
に
」
と
常
に
会
う
こ
と
を
希
求
し
、

⑩
で
「
常
夜
日
」
来
る
「
鴛
鴛
」
に
自
分
を
聡
え
、
志
を
と
も
に

す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
う
し
て
配
列
順
に
み
る
と
、
「
梅
」
を

詠
む
こ
と
で
始
ま
り
な
が
ら
も
、
「
梅
」
は
散
っ
て
い
る
た
め
、
「
場
」

に
ふ
さ
わ
し
い
物
を
詠
む
と
い
っ
た
宴
の
歌
に
お
け
る
認
識
を
守

り
な
が
ら
「
散
る
」
物
か
ら
視
点
を
ず
ら
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り

「
散
る
」
こ
と
を
厭
い
、
「
梅
」
の
「
散
る
」
と
い
う
性
質
か
ら
離

れ
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
「
松
」
「
磯
」
を
詠
み
、
「
常
盤
」
や
「
常
」

で
あ
る
永
遠
性
を
歌
に
詠
み
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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す
る
と
、
⑤
の
「
梅
の
香
」
を
詠
む
こ
と
は
、
市
原
王
が
「
場
」

に
ふ
さ
わ
し
い
物
を
詠
む
と
い
う
宴
の
歌
の
認
識
を
守
り
な
が
ら

も
視
覚
以
外
で
「
梅
」
を
捉
え
よ
う
と
し
、
な
お
か
つ
「
梅
」
が

「
散
る
」
「
う
つ
ろ
う
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
逃
れ

ょ
う
と
し
た
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
場
」
に
共
通
す
る
も

の
を
詠
む
と
い
う
姿
勢
は
の
②
の
よ
う
に
「
梅
」
を
詠
み
な
が
ら

も
自
然
「
散
っ
て
い
る
」
状
態
へ
と
向
い
て
い
く
。
梅
の
美
し
さ
、

素
晴
ら
し
き
を
惜
し
む
ゆ
え
に
「
散
っ
て
い
る
」
こ
と
を
惜
し
ん

で
い
る
の
だ
が
、
「
散
る
」
と
い
う
花
の
最
盛
期
を
過
ぎ
た
空
虚

感
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
集
ま
り
に
お
い
て
不
安
を
伴
う
も
の
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
表
現
の
後
で
①
③
と
「
梅
」
か
ら

離
れ
永
遠
性
を
連
想
す
る
も
の
を
詠
む
の
だ
が
、
そ
こ
で
一
転
し

て
市
原
王
は
「
梅
の
花
」
の
「
香
」
を
詠
む
。
こ
の
ぬ
⑤
の
展
開

は
す
で
に
伊
藤
博
氏
き
の
「
清
麻
呂
宅
の
庭
園
の
梅
は
散
り
過

ぎ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
家
持
は
、
さ
よ
う
な
風
景
に
依
存
す
る
こ

と
を
避
け
る
た
め
、
場
の
和
ん
だ
の
を
し
お
に
常
盤
木
の
磯
松
を

持
ち
出
し
て
主
人
を
讃
え
た
。
し
か
し
、
「
散
り
過
ぐ
」
に
深
入

り
す
る
の
は
よ
く
な
い
と
そ
れ
な
り
に
と
っ
さ
に
感
じ
た
市
原
王

が
、
逆
に
「
梅
の
花
」
の
習
性
「
香
」
の
か
ぐ
わ
し
さ
を
持
ち
出

し
た
の
に
対
し
、
か
ぐ
わ
し
く
て
も
現
実
の
梅
は
散
り
過
ぎ
て
い

る
か
ら
、
今
日
は
松
で
ゆ
こ
う
と
述
べ
た
の
が
家
持
の
こ
の
一
首

だ
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
折
の
景
と
し
て
「
梅

の
香
」
が
「
散
る
」
こ
と
か
ら
目
を
そ
ら
す
の
に
適
し
て
い
た
だ

け
で
な
く
さ
ら
に
、
「
香
」
と
い
う
も
の
が
実
存
す
る
も
の
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
視
覚
や
触
覚
で
姿
が
捉
え
ら
れ
な
い
性
質
を
も

つ
た
め
、
知
覚
し
た
者
の
想
像
力
に
資
す
る
度
合
い
が
高
い
と
い

う
特
性
を
利
用
し
た
新
し
い
表
現
と
し
て
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
散
っ
て
」
花
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
を
避

け
よ
う
と
し
た
一
同
の
心
象
に
「
香
」
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
美
し

い
「
梅
」
の
幻
視
の
姿
を
浮
か
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

外
観
だ
け
で
な
く
、
「
香
」
に
よ
っ
て
想
見
で
き
る
こ
と
で
「
散

る
」
こ
と
す
ら
も
美
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
な
る
「
梅
」
。
す

る
と
「
梅
」
そ
の
も
の
が
一
段
と
高
め
ら
れ
徳
の
高
い
も
の
と
な

る
。
こ
れ
は
、
「
梅
」
を
主
人
に
轍
え
「
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け

ど
も
」
と
そ
の
清
麻
自
の
人
徳
を
讃
え
た
歌
に
お
い
て
、
清
麻
呂

の
徳
の
高
さ
が
、
従
来
を
超
え
る
称
賛
を
与
え
ら
る
も
の
と
な
る
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だ
ろ
う
。

盛
り
を
過
ぎ
「
見
る
」
こ
と
の
で
き
な
い
「
梅
」
の
美
し
さ
を



「
香
」
に
よ
っ
て
捉
え
、
「
か
ぐ
は
し
み
」
と
心
象
に
働
き
か
け
る

も
の
と
し
て
表
現
し
、
さ
ら
に
は
「
遠
け
ど
も
」
と
「
香
」
が
空

聞
を
も
超
え
る
と
い
う
そ
の
美
的
特
性
を
詠
う
こ
と
に
よ
り
心
象

風
景
は
ひ
と
き
わ
広
が
り
を
み
せ
る
。
「
香
」
を
詠
む
こ
と
は
二
重
、

三
重
に
表
現
の
幅
を
膨
ら
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
上
の
句
で
「
香
」

に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
「
梅
」
の
美
し
さ
は
、
「
心
も
し
の
に
」

と
見
え
な
い
心
の
動
き
を
、
主
へ
の
思
い
が
空
間
を
隙
間
な
く
埋

め
尽
く
し
て
い
る
よ
う
に
心
象
に
映
像
を
形
作
る
。
見
え
な
い
も

の
を
詠
む
こ
と
で
、
歌
の
世
界
は
豊
か
に
広
が
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
「
香
」
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
見
え
な

い
「
梅
」
の
美
し
さ
を
心
象
風
景
に
描
か
せ
る
ほ
か
に
、
「
梅
」

に
聡
え
ら
れ
た
人
物
の
徳
や
そ
の
人
へ
の
思
い
と
い
っ
た
心
情
の

イ
メ
ー
ジ
化
を
遂
げ
る
手
段
と
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
「
遠

け
ど
も
」
と
香
に
よ
っ
て
物
理
的
な
障
壁
を
克
服
で
き
る
と
す
る

表
現
は
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
お
か
れ
た
政
治
的
な
状
況
や
困
難
と

も
重
な
り
そ
の
こ
れ
か
ら
予
測
さ
れ
る
危
機
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
「
香
」
に
表
さ
れ
る
主
の
徳
ゆ
え
と
詠
む
こ
と
に
注
目

し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
先
に
⑥
l
⑩
の
歌
で
永
続
性
の
象
徴
と
な
る
景
の
言
葉

を
以
て
、
主
を
中
心
と
し
た
連
帯
を
長
く
と
望
む
我
意
の
表
明
を

色
濃
く
詠
み
あ
う
こ
と
に
少
し
触
れ
た
が
、
こ
れ
を
詳
述
し
て
い

き
た
い
。
⑦
で
「
散
る
梅
」
か
ら
「
磯
」
へ
と
景
を
転
じ
た
の
を

契
機
に
、
①
②
で
詠
っ
た
各
々
の
志
の
表
明
と
連
帯
を
打
ち
出
す

よ
う
な
詠
み
ぶ
り
が
③
⑨
⑩
と
さ
ら
に
色
濃
く
打
ち
出
さ
れ
る
。

「
梅
」
以
外
の
詠
む
景
が
「
松
」
「
磯
」
「
磯
に
寄
せ
る
白
波
」
「
鴛
驚
」

と
い
っ
た
「
散
る
」
「
う
つ
ろ
ふ
」
こ
と
と
は
対
照
的
な
永
続
性
、

常
在
性
の
象
徴
で
あ
る
も
の
と
、
我
と
我
が
身
、
そ
し
て
お
互
い

を
関
わ
ら
せ
な
が
ら
意
識
さ
せ
る
表
現
が
目
立
つ
。
③
で
は
「
君
」

と
二
度
も
呼
び
か
け
、
⑨
で
は
「
君
」
「
わ
が
背
子
」
⑩
で
は
「
我

が
身
」
「
君
」
と
い
っ
た
相
手
へ
の
呼
称
や
「
我
」
と
歌
を
詠
む

自
分
を
強
調
す
る
こ
と
が
歌
群
を
通
し
て
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

宴
に
集
う
メ
ン
バ
ー
各
々
の
志
や
連
帯
や
同
胞
意
識
を
強
く
表
現

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
関
わ
ら
せ
る
景
も
「
散
る
梅
」

を
厭
い
、
長
く
久
し
い
も
の
を
選
び
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

品
M

。
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こ
の
宴
の
主
で
あ
る
中
臣
清
麻
呂
、
大
伴
家
持
、
市
原
玉
、
大

伴
郎
女
を
母
と
す
る
大
原
今
城
真
人
等
と
い
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
こ

の
時
代
に
同
じ
政
治
的
方
向
を
も
っ
て
お
り
孟
3

｝
宴
の
二
年
前
で



あ
る
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
橘
諸
兄
が
陰
謀
に
よ
り
宮
中
を

追
わ
れ
、
聖
武
天
皇
が
崩
御
し
拠
り
所
を
失
い
、
翌
年
藤
原
仲
麻

呂
が
紫
微
内
相
と
な
り
時
代
の
権
勢
を
握
り
、
ま
た
諸
兄
の
子
奈

良
麻
呂
が
反
乱
を
起
こ
し
摘
発
処
罰
と
い
っ
た
大
伴
家
橘
家
に

と
っ
て
極
め
て
政
治
的
に
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
て

も
、
こ
の
宴
で
歌
を
詠
み
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
志
を
同
じ
く
す
る

も
の
同
士
が
連
帯
を
強
固
に
す
べ
く
唱
和
と
い
う
言
葉
の
世
界
で

表
明
、
確
認
し
な
が
ら
、
幾
久
し
い
も
の
で
あ
る
景
と
自
ら
や
相

手
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

「
場
」
に
お
け
る
共
通
の
発
想
が
市
原
王
の
「
梅
の
香
」
の
表
現

を
こ
の
宴
の
こ
の
メ
ン
バ
ー
と
共
有
で
き
な
か
っ
た
原
因
の
一
端

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
こ
の
市
原
王
が
「
梅
の
香
」
を
詠
ん
だ
万
葉
後
期
と
い
わ

れ
る
時
代
「
梅
」
が
歌
に
詠
ま
れ
る
と
き
ど
の
よ
う
な
発
想
、
連

想
が
あ
り
、
そ
の
表
現
に
は
類
向
性
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
「
梅
」

と
い
う
景
の
言
葉
と
し
て
の
当
時
の
共
通
理
解
と
い
っ
た
面
か
ら

も
考
え
て
み
た
い
。
宴
と
い
う
場
で
の
歌
を
考
え
る
と
き
ど
の
よ

う
な
人
間
関
係
に
よ
る
宴
で
あ
っ
た
か
が
重
要
な
こ
と
は
先
に
述

べ
た
。
故
に
四
五

O
O番
歌
が
詠
ま
れ
た
宴
の
メ
ン
バ
ー
と
同
じ

く
、
官
人
で
あ
り
社
会
的
立
場
も
教
義
も
同
じ
く
す
る
者
逮
に
よ

る
梅
花
の
宴
と
呼
ば
れ
る
宴
席
で
の
歌
を
取
り
上
げ
た
い
。
梅
花

の
宴
と
は
四
五

O
O番
歌
の
歌
群
の
二
十
八
年
前
、
天
平
二
年
正

月
十
三
日
に
大
宰
府
の
大
伴
旅
人
の
官
邸
で
庭
に
開
花
し
た
梅

を
囲
む
雅
宴
で
あ
る
。
参
会
者
は
大
伴
旅
人
を
主
人
と
し
、
大

宰
府
の
官
人
お
よ
び
管
下
諸
国
の
国
司
な
ど
三
十
余
名
で
あ
り
、

三
十
二
首
も
の
梅
の
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
歌
を
見
て
い
く
前
に
序
文
言
1
v

に
「
気
淑
く
風
和
ぎ
、
梅

は
鏡
前
の
粉
を
披
き
、
蘭
は
現
後
の
香
を
薫
す
。
」
と
あ
る
こ
と

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
宴
の
状
況
を
、
快
い
天
候
の
目
、
梅
が

白
く
咲
き
誇
り
蘭
つ
ま
り
香
草
が
薫
る
と
描
写
し
て
い
る
。
実
景

と
し
て
、
穏
や
か
な
大
気
の
中
梅
が
咲
い
て
お
り
、
香
草
の
香
り

は
描
写
す
る
の
に
梅
の
芳
香
は
描
い
て
い
な
い
。
こ
の
序
文
の
作

者
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
表
向
き
は
宴
の
主
催
者
で
あ
る
大

伴
旅
人
、
実
作
は
山
上
憶
良
と
の
説
が
有
力
（
す
』
で
あ
り
、
ど
ち

ら
に
し
て
も
中
国
文
学
に
造
詣
の
深
い
学
識
者
で
あ
る
。
こ
の
序

『

t
n
L
 



文
の
最
後
に
は
「
詩
に
落
梅
の
篇
を
記
す
。
古
と
今
と
夫
れ
何
か

異
な
ら
む
。
園
梅
を
賦
し
て
、
柳
か
短
詠
を
成
す
べ
し
。
」
と
あ

り
、
素
材
と
し
て
「
梅
」
を
詠
む
こ
と
が
こ
の
宴
で
歌
を
詠
出
す

る
に
あ
た
っ
て
の
約
束
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
三
十
二
首
全
て

の
歌
に
「
梅
」
と
い
う
言
葉
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歌

に
詠
ま
れ
る
特
定
の
言
葉
を
鈴
木
日
出
男
氏
は
品
6
4
時
代
の
集
団

の
言
葉
」
で
あ
る
と
し
「
万
葉
の
歌
々
は
、
表
現
の
言
葉
の
次
元

で
も
詠
作
の
場
の
次
元
で
も
、
集
団
的
な
る
も
の
に
規
制
さ
れ
て

い
る
。
」
と
述
べ
、
こ
の
規
制
が
和
歌
を
集
団
的
な
通
念
に
組
す

る
と
と
も
に
作
者
固
有
の
言
葉
と
構
成
力
を
呼
び
起
こ
す
と
す

る
。
ま
た
、
宴
の
歌
に
つ
い
て
中
西
進
氏
は
長
7
4
宴
席
に
集
っ
た

人
た
ち
が
順
を
追
っ
て
歌
を
よ
み
、
そ
の
連
続
と
展
開
と
を
楽
し

む
も
の
だ
か
ら
、
決
し
て
排
他
的
・
個
性
的
で
は
な
い
」
と
述
べ

る
。
四
五
O
O番
歌
は
「
散
る
梅
」
を
詠
む
連
な
り
の
な
か
で
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
梅
花
の
宴
中
「
散
る
」
こ
と
に

言
及
し
た
歌
を
見
て
い
き
当
時
の
宮
人
に
と
っ
て
「
散
る
梅
」
が

歌
世
界
で
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

⑬ 

梅
の
花
今
咲
け
る
ご
と
散
り
す
ぎ
ず
我
が
家
の
園
に
あ
り
こ

せ
ぬ
か
も

⑫ 

（
五
｜
八
一
六
小
野
太
夫
）

青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
さ
し
飲
み
て
む
後
は
散
り
ぬ
と
も

よ
し

（
五
｜
八
二
一

笠
沙
弥
）

⑬ 

我
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る

か
も

（五

l
八
二
三

主
人
）

⑬ 

梅
の
花
散
ら
く
は
い
づ
く
し
か
す
が
に
こ
の
城
の
山
に
雪
は

降

り

つ

つ

（

五

｜

八

二

四

伴

氏

百

代

）

梅
の
花
散
ら
ま
く
惜
し
み
我
が
園
の
竹
の
林
に
う
ぐ
い
す
鳴

⑮ 

く
も

（
五
｜
八
二
四

阿
氏
奥
島
）

⑮ 
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梅
の
花
咲
き
て
散
り
な
ぱ
桜
花
継
ぎ
て
咲
く
べ
く
な
り
に
て

⑫ 

あ

ら

ず

や

張

氏

福

子

）

梅
の
花
散
り
紛
ひ
た
る
岡
辺
に
は
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
春
か
た

ま

け

て

（

五

｜

八

三

八

榎

氏

鉢

麻

呂

）

春
の
野
に
霧
立
ち
渡
り
降
る
雪
と
人
の
見
る
ま
で
梅
の
花
散

る

（

五

l
八
三
九
回
氏
真
上
）

う
ぐ
ひ
す
の
音
聞
く
な
へ
に
梅
の
花
我
家
の
園
に
咲
き
て
散

る

見

ゆ

（

五

l
八
四
二
高
氏
老
）

我
が
や
ど
の
梅
の
下
枝
に
遊
び
つ
つ
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
散
ら

（五

l
八
二
九

⑬ ⑮ ⑫ 

ま
く
惜
し
み

（五

i
八
四
二
高
氏
海
人
）



⑫ 

妹
が
家
に
雪
か
も
降
る
と
見
る
ま
で
に
こ
こ
だ
も
紛
ふ
梅
の

花

か

も

（

五

｜

八

四

四

小

野

氏

国

堅

）

う
ぐ
ひ
す
の
待
ち
か
て
に
せ
し
梅
が
花
散
ら
ず
あ
り
こ
そ
思

⑫ 

ふ
児
が
た
め

（五

l
八
四
五
門
氏
石
足
）

以
上
、
十
二
首
で
あ
る
。
序
か
ら
わ
か
る
場
の
天
候
は
穏
や
か

で
時
期
も
「
正
月
」
と
梅
が
散
る
時
期
で
は
な
い
の
に
こ
れ
だ
け

の
数
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
序

の
作
者
も
早
春
の
快
い
日
を
賞
美
す
る
の
に
は
文
筆
に
よ
る
し
か

な
い
と
記
し
た
あ
と
中
国
に
は
落
梅
の
詩
が
あ
る
で
は
な
い
か
と

続
け
る
、
中
国
に
対
す
る
憧
憶
と
、
落
梅
の
詩
が
あ
た
か
も
こ
の

よ
う
な
初
春
を
喜
ぶ
歌
の
代
表
で
あ
る
か
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い

る
ι
1
0

こ
の
序
の
「
落
梅
の
篇
」
は
楽
府
詩
の
「
梅
花
落
」
を

指
す
と
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
中
西
氏
は
「
梅
花
落
」
が
辺
境
の
望

郷
詩
で
あ
る
ゆ
え
万
葉
後
期
の
官
人
達
に
と
っ
て
「
身
を
な
ぞ
ら

え
る
こ
と
が
漢
字
文
化
圏
の
貴
族
と
し
て
の
最
大
の
教
養
」
長
7

ど

述
べ
る
。
つ
ま
り
政
治
的
に
主
流
を
外
れ
た
官
人
達
に
と
っ
て
、

「
散
る
梅
」
を
詠
む
こ
と
は
楽
府
「
梅
花
落
」
の
世
界
観
を
底
流

に
文
人
趣
味
や
貴
族
的
舶
来
趣
味
の
風
流
美
を
満
足
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

さ
て
歌
だ
が
、
表
現
に
は
特
に
目
立
つ
類
型
の
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
は
⑬
⑬
⑬
⑫
の
梅
と
雪
を
一
首
の
中
に
並
べ
る
型
、

⑬
ゐ
ぬ
め
⑫
の
梅
に
鷲
を
配
す
る
型
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
⑫
の
梅

に
柳
を
配
し
た
り
、
梅
を
描
頭
と
い
っ
た
表
現
を
加
え
考
え
る
と

こ
れ
ら
は
中
国
詩
文
に
追
随
し
た
発
想
と
表
現
の
型
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る

D

こ
の
う
ち
「
見
立
て
」
は
『
古
今
集
」
に
至
っ
て
発

達
す
る
表
現
技
法
で
あ
る
が
『
万
葉
集
」
に
雪
と
花
の
見
立
て
は

十
一
例
あ
り

A

昔
、
四
一
四

O
番
の
李
を
除
く
全
て
が
「
梅
」
と
、

雪
と
梅
と
の
関
係
だ
け
は
早
く
『
万
葉
集
』
時
代
に
認
知
さ
れ
て

い
た

O
A

ぜ
こ
つ
ま
り
、
白
く
小
さ
な
も
の
が
天
空
か
ら
地
上
に
降
る

様
が
雪
と
梅
の
連
想
を
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
梅
と
い

え
ば
ま
ず
「
散
る
」
こ
と
を
「
見
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
中

-29-

国
風
に
詠
出
す
る
こ
と
が
風
流
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
万
葉
後
期

の
当
時
、
共
通
の
理
解
と
し
て
第
一
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
察
で
き

る
。
官
人
達
に
と
っ
て
「
梅
」
を
歌
に
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
彼

ら
の
中
国
詩
文
的
な
趣
味
や
感
覚
や
教
養
を
刺
激
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
歌
世
界
の
「
梅
」
と
は
中
国
詩
文
の
知

識
・
教
養
を
通
し
て
理
解
さ
れ
詠
出
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ



る
。
最
後
に
な
っ
た
が
、
⑪
は
宴
の
冒
頭
歌
「
正
月
立
ち
春
の
来

ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め
」
を
承
け
て
詠

ま
れ
た
も
の
だ
が
、
春
に
な
っ
た
ら
ま
ず
梅
を
愛
で
よ
う
と
の
呼

び
か
け
に
答
え
て
梅
花
の
永
遠
性
を
願
っ
て
お
り
、
春
を
迎
え
た

喜
び
を
梅
の
開
花
と
花
の
美
で
ま
ず
表
す
。
一
方
で
四
五
O
O番

歌
の
宴
の
冒
頭
二
首
は
散
り
ゆ
く
梅
を
惜
し
み
花
を
供
に
見
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
客
と
主
が
責
め
合
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
「
梅
」

が
「
春
先
ず
咲
く
花
」
と
い
う
発
想
も
中
国
詩
文
か
ら
の
流
入
で

あ
る
が
、
そ
の
理
解
の
も
と
「
梅
」
は
ま
ず
咲
い
て
い
る
か
散
っ

て
い
る
か
が
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
当
時
の
官
人
達
の
歌
に
お
け
る
景
の
言
葉
と
し
て
の

「
梅
」
の
様
式
化
さ
れ
た
美
意
識
、
表
現
の
類
型
性
を
踏
ま
え
る

と
、
「
梅
」
を
歌
に
詠
む
際
の
最
も
風
流
で
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
さ

れ
る
在
坦
詠
み
ぶ
り
は
、
「
散
る
」
花
を
「
見
て
」
、
そ
れ
を
雪
と

の
見
立
て
や
、
鷲
や
柳
と
の
組
み
合
わ
せ
や
、
揺
頭
と
い
っ
た
中

国
漢
詩
文
か
ら
学
ん
だ
発
想
・
連
想
を
も
と
に
捉
え
表
現
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

以
上
を
勘
案
し
て
詠
ま
れ
た
「
場
」
へ
の
適
合
、
ま
た
梅
と
い

う
景
の
「
言
葉
」
の
共
通
理
解
か
ら
市
原
王
の
「
梅
の
香
」
を
再

度
考
え
た
い
。
四
五
O
O番
歌
が
詠
ま
れ
た
宴
で
は
冒
頭
か
ら
「
散

る
梅
」
を
詠
み
初
め
る
が
、
こ
こ
で
は
見
立
て
等
の
当
時
の
「
散

る
梅
」
を
詠
む
類
型
表
現
を
使
っ
た
歌
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
の
宴
が
異
国
的
風
流
を
楽
し
む
た
め
の
「
場
」
で
は
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
「
散
る
梅
」
で
何
を
詠
め
ば
よ
い

の
か
。
こ
の
宴
の
そ
も
そ
も
の
意
義
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宴
の
主
旨
は
清
麻
邑
を
中
心
に
政
治
的
な
姿
勢
を
同
じ
く
す
る
者

同
士
が
将
来
的
に
も
同
盟
を
唱
和
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

故
に
家
持
は
冒
頭
の
二
首
の
「
散
る
梅
」
の
景
か
ら
③
で
常
緑
で

あ
る
「
松
」
へ
景
を
転
じ
て
主
で
あ
る
清
麻
自
を
な
ぞ
ら
え
た
の

で
あ
る
。
答
え
た
清
麻
呂
に
続
い
て
⑤
で
市
原
王
が
「
梅
」
を
詠

ん
だ
あ
と
家
持
が
⑥
で
再
度
「
常
盤
な
る
松
」
へ
と
景
を
戻
し
一

首
の
中
で
「
花
は
う
つ
ろ
ふ
」
と
対
比
さ
せ
た
の
も
こ
の
宴
の
九

か
月
前
に
「
咲
く
花
は
移
ろ
ふ
時
あ
り
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
し

-30-

長
く
は
あ
り
け
り
」
（
四
四
八
四
）
と
詠
ん
だ
よ
う
に
「
花
」
は
「
う

つ
ろ
ふ
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
当
時
歌
を
詠
む
人
々
に
と
っ
て
の

共
通
理
解
が
強
く
在
日
ま
た
前
掲
し
た
よ
う
に
「
梅
」
は
殊
に
「
散

る
」
こ
と
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
歌
に
詠
む
こ
と
が
知
識
人
に

と
っ
て
の
曙
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
散
る
」
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。



故
に
、
主
を
褒
め
、
聡
え
る
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の

思
い
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
。
主
催
者
を
讃
え
る
詠
み
ぶ
り
は

宴
席
で
の
一
つ
の
類
型
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
市
原
王
は
春

真
っ
先
に
賞
美
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
梅
を
主
に
喰
え
る
こ
と
を
あ

え
て
試
み
、
「
梅
」
は
「
う
つ
ろ
ふ
」
も
の
で
あ
る
花
に
も
拘
ら

ず
、
花
が
散
り
ゆ
く
際
に
も
「
香
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
そ

の
姿
を
思
い
起
こ
せ
る
類
い
ま
れ
な
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

「
香
」
に
よ
っ
て
あ
な
た
を
近
し
く
思
う
こ
と
が
で
き
る
と
詠
ん

だ
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
時
代
の
共
通
理
解
を
あ
え
て
破
る
こ

と
で
、
型
破
り
と
も
い
う
表
現
に
よ
り
、
そ
の
時
代
の
共
通
理
解

を
覆
し
た
意
外
性
は
「
梅
の
香
」
と
い
う
も
の
の
価
値
の
高
さ
と

主
の
人
物
と
し
て
の
徳
の
高
さ
を
双
方
に
強
く
引
き
立
て
合
わ
す

べ
く
作
用
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
花
咲
く
こ
と
で
春
の
訪

れ
を
真
っ
先
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
「
梅
」
は
中
国
詩
文
の
教
養

を
媒
介
に
歌
に
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
「
梅
」
は

「
香
」
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
「
う
つ
ろ
ふ
花
」
と
は
別
格

の
抜
き
ん
出
て
優
れ
た
も
の
と
成
る
の
で
あ
る
。
「
香
」
が
梅
に

新
た
な
表
現
を
拓
い
た
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
市
原
王
が
「
梅
の
花
」
に
用
い
た
「
か
ぐ
は
し
み
」

と
い
う
表
現
、
「
香
」
と
人
物
評
の
関
わ
り
は
『
万
葉
集
」
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑫ 

橘
の
歌
一
首

か
け
ま
く
も

天
皇
の

神
の
大
御
代
に

参
ゐ
出
来
し

あ
や
に
恐
し

田
道
関
守

八
矛
持
ち

常
世
に
渡
り

時

（
中
略
）

’EA
 

q
d
 

香
菓
を

く
五
月
に
は
初
花
を
枝
に
手
折
り
て

時
じ
く
の

ほ
と
と
ぎ
す

q島

娘
子
ら
に

つ
と
に
も
遣
り
み

白
た
へ
の

か
ぐ

袖
に
も
扱
入
れ

は
し
み

置
き
て
枯
ら
し
み

落
ゆ
る
実
は

玉
に
貫
き

つ
’つ

手
に
巻
き
て

見
れ
ど
も
飽
か
ず

秋
づ
け
ば

時
雨
の
雨
降
り

山
の
小
末
は

紅
に
に

あ
し
ひ
き
の

ほ
ひ
散
れ
ど
も

な
れ
る
そ
の
実
は

ひ
た
照
り

霜
置

橘
の

い
や
見
が
欲
し
く

み
雪
降
る
冬
に
至
れ
ば

け
ど
も

そ
の
葉
も
枯
れ
ず

常
盤
な
す

い
や
さ
か
え

s
i
$
・

』

然
れ
こ
そ

時
じ
く
の

宜
な
へ

神
の
御
代
よ
り

」
の
橘

香
の
木
の
実
と

名
づ
け
け
ら
し
も

を



大
伴
宿
祢
家
持
（
十
八
｜
四
一
一
一
）

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
「
か
ぐ
は
し
み
」
は
右
の
一
例
の
み
。

そ
も
そ
も
集
中
「
芳
」
を
詠
ん
だ
歌
は
三
首
し
か
な
い
。
「
か
」

と
詠
ま
れ
て
い
て
も
嘆
覚
の
み
の
対
象
と
し
て
は
こ
の
う
ち
二
首

の
み
。
他
に
「
か
ぐ
は
し
」
は
六
首
、
「
か
を
れ
る
」
は
一
首
だ
が
、

こ
の
七
首
の
う
ち
「
香
」
を
純
粋
に
嘆
覚
の
対
象
と
し
て
詠
ん
で

い
る
の
は
こ
首
の
み
で
あ
る
o
韮
巴
ま
た
、
序
の
漢
文
に
は
ご
例
み

ら
れ
る
。
つ
ま
り
『
万
葉
集
』
に
は
香
り
を
詠
む
用
例
は
六
例
と

極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
何
の
香
を
詠
む
か
の
内
訳
は
、
和
歌

で
は
橘
が
三
例
、
松
茸
が
一
例
、
伊
勢
国
一
例
、
四
五
O
O番
歌

の
梅
の
香
一
例
で
、
漢
文
は
香
草
一
例
、
春
の
花
一
例
で
あ
り
、

橘
が
最
も
多
い
。
橘
は
『
日
本
書
紀
』
垂
仁
紀
に
よ
る
と
「
非
時

香
実
」
、
つ
ま
り
永
遠
に
香
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
常
世
田
に
存

在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
⑫
の
歌
は
『
日
本
書
紀
』
の
伝
承
を
踏
ま
え
つ
つ
、
春

の
「
孫
枝
」
、
五
月
の
「
初
花
」
、
秋
に
輝
く
「
実
」
、
冬
に
は
枯

れ
な
い
「
葉
」
と
四
季
の
生
態
に
沿
っ
て
一
年
中
美
し
い
様
子
を

表
現
し
つ
つ
「
常
盤
な
す
い
や
さ
か
え
ば
に
」
と
永
遠
回
帰
す
る

時
間
性
の
象
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
橘
の
持
つ
永
遠
性
の

イ
メ
ー
ジ
と
常
世
か
ら
の
も
の
で
あ
る
聖
性
が
い
か
に
重
視
さ
れ

て
い
た
か
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
花
が
枯
れ
た
後

も
手
放
さ
ず
愛
お
し
ん
だ
理
由
が
「
か
ぐ
は
し
み
」
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
花
と
い
う
視
覚
に
よ
る
美
が
損
な
わ
れ
た
あ
と
「
香
」

で
橘
自
体
の
優
れ
た
特
徴
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
四
五

O
O番
歌

で
の
「
梅
の
香
」
の
使
い
方
へ
と
通
じ
る
類
似
点
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
聖
武
天
皇
が
葛
城
王
に
橘
の
姓
を
与
え
た
こ
と
と
そ
れ

に
関
す
る
歌
四
首
在
日
｝
に
も
、
橘
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
橘
氏
の

ま
た
は
天
皇
へ
の
思
い
の
永
遠
性
や
相
手
の
永
遠
の
繁
栄
の
寿
ぎ

を
詠
ん
で
お
り
、
こ
こ
に
は
橘
が
非
時
香
実
と
言
わ
れ
永
遠
に
香

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
共
通
理
解
か
ら
の

発
想
で
あ
ろ
う
。
永
遠
に
香
る
と
い
わ
れ
る
橘
に
相
手
を
重
ね
て

思
う
こ
と
、
橘
に
喰
え
て
相
手
の
繁
栄
を
讃
え
る
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
な
共
通
理
解
を
背
景
に
し
た
賛
辞
で
あ
り
、
取
り
も
直
さ
ず

橘
の
特
性
で
あ
る
「
香
」
が
轍
え
ら
れ
た
相
手
の
人
徳
の
指
標
の

一
っ
と
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
か
ぐ
は
し
み
」
の
用
法
と
、

香
の
う
ち
「
橘
の
香
」
に
限
っ
て
永
遠
性
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
美
質

q
r
u
 

qo 



と
認
知
さ
れ
、
ま
た
人
物
評
の
一
つ
と
な
り
得
て
い
る
当
時
の
共

通
理
解
を
明
示
し
た
。

次
に
、
四
五

O
O番
歌
が
詠
ま
れ
た
万
葉
後
期
の
日
本
の
漢
詩

文
に
お
け
る
「
梅
の
香
」
の
有
無
、
ま
た
そ
れ
は
何
を
表
現
す
る

の
か
、
四
五

O
O番
歌
の
「
梅
の
香
」
と
の
相
違
は
あ
る
の
か
と

い
っ
た
こ
と
を
『
懐
風
藻
』
か
ら
講
究
し
た
い
。

四
『
懐
風
藻
』
は
日
本
に
お
け
る
現
存
最
古
の
漢
詩
集
で
淡
海
三

船
撰
と
伝
え
ら
れ
る
が
未
詳
。
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
こ
の
序

が
あ
り
、
天
智
天
皇
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
至
る
六
十
四
人
の
詩

一二

O
篇
を
年
代
順
に
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
十
六
首
に
「
香
」

を
詠
ん
で
お
り
、
四
首
が
「
梅
の
香
」
、
そ
れ
以
外
の
「
香
」
の

種
類
は
「
梅
、
菊
、
桃
、
蘭
草
、
花
、
芳
春
、
芳
夜
、
酒
」
で
あ
る
。

同
時
代
の
『
万
葉
集
』
が
「
橘
の
香
」
に
集
中
し
て
い
た
の
に
比
べ
、

詠
ま
れ
た
「
香
」
は
多
種
に
及
ぶ
こ
と
が
わ
か
る
。
松
浦
友
久
氏

は
訪
日
本
に
お
け
る
中
国
詩
文
の
受
容
を
「
単
に
読
書
の
対
象

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
そ
れ
を
作
り
、
詠
む
と
い
う
全

面
的
な
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
（
中
略
）
日
本
に
中
国
の

詩
歌
が
ま
と
ま
っ
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
『
文
選
』
（
六

世
紀
初
頭
成
立
）
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
中
国
詩
文

熟
読
を
背
景
と
し
て
、
奈
良
時
代
の
中
期
に
は
、
現
存
最
古
の
漢

詩
集
『
懐
風
藻
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
平
安
初
期

ま
で
は
中
国
詩
文
を
規
範
と
し
て
日
本
漢
詩
は
実
作
さ
れ
て
い
た

と
す
る
。
万
葉
後
期
と
い
う
時
代
、
和
歌
に
お
い
て
「
梅
」
を
詠

む
と
き
そ
こ
に
は
中
国
詩
文
の
影
響
の
濃
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
は

前
掲
し
た
が
、
日
本
漢
詩
で
は
ど
う
表
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
「
梅
の
香
」
を
詠
ん
だ
四
例
を
見
て
い
き
た
い
。

円。qo 

⑫ 

正
五
位
上
紀
朝
臣
古
麻
目
。
二
首
。

七
一
言
。
雪
望
。
一
首
。

無
矯
聖
徳
重
寸
陰
。
有
道
神
功
軽
球
琳
。
垂
挟
端
坐
惜
歳
暮
。

披
軒
饗
簾
望
造
容
。

浮
雲
毅
鶏
紫
巌
刷
。
驚
腿
鮪
悲
響
庭
林
。
落
雪
葬
々
一
嶺
白
。

斜
日
賠
賭
半
山
金
。

柳
禦
未
飛
蝶
先
舞
。
梅
芳
猶
遅
花
早
臨
。
夢
裏
鈎
天
尚
易
涌
。

松
下
清
風
信
難
齢
。



③ ⑧ 

大
皐
博
士
回
過
史
百
枝
。

五
言
。
春
苑
。
腰
詔
。
一
首
。

聖
情
敦
汎
愛
。
神
功
亦
難
陳
。
唐
鳳
淘
蜜
下
。
周
魚
躍
水
演
。

松
風
韻
添
詠
。

梅
花
蕪
帯
身
。
琴
酒
開
芳
苑
。
丹
墨
貼
英
人
。
適
遇
上
林
曾
。

悉
詩
高
年
春
。

正
六
位
但
馬
守
百
済
公
和
麻
呂
。
三
首
。

五
言
。
初
春
左
僕
射
長
王
宅
議
。
一
首
。

帝
里
浮
春
色
。
上
林
開
景
華
。
芳
梅
含
雪
散
。
撤
柳
帯
風
斜
。

庭
規
将
滋
草
。

林
寒
未
笑
花
。
鶏
衣
追
野
坐
。
鶴
蓋
入
山
家
。
芳
含
塵
恩
寂
。

拙
場
風
響
議
。

琴
樽
興
未
巳
。
誰
載
習
車
。

外
従
五
位
下
大
島
一
頭
箭
宿
調
議
麻
巴
。
二
首
。

五
言
。
於
左
僕
射
長
屋
王
宅
宴
。
一
首
。

霊
基
披
庚
宴
。
賀
母
歓
琴
番
。
越
麓
青
鷺
舞
。
夏
踊
赤
鱗
魚
。

柳
候
未
吐
線
。
梅
蕊
己
芳
裾
。
即
是
忘
蹄
地
。
芳
辰
賞
巨
針
。

一首。

⑫ 
右
の
四
例
全
て
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
「
梅
の
香
」
が
春
の

景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
詠
ま
れ
た
状

況
、
場
、
詩
題
と
も
に
春
を
臨
ん
で
の
詠
作
な
こ
と
か
ら
、
漢
詩

に
お
い
て
「
梅
の
香
」
が
春
を
代
表
す
る
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
命
⑧
の
二
例

が
詩
中
で
「
梅
の
香
」
を
「
散
る
雪
」
と
供
に
詠
ん
で
い
る
こ
と

は
、
和
歌
で
は
「
散
る
梅
」
に
詠
ま
れ
な
か
っ
た
「
香
」
が
漢
詩

に
お
い
て
は
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
推
察
で

き
る
。
ま
ず
⑫
は
、
雪
の
景
を
描
く
こ
と
が
主
題
だ
が
、
「
柳
紫

未
飛
蝶
先
舞
。
梅
芳
猶
遅
花
早
臨
」
と
飛
び
散
る
雪
を
蝶
に
、
梅

の
枝
に
置
く
雪
を
梅
の
花
に
喰
え
、
春
の
兆
し
を
連
想
さ
せ
る
幻

視
の
景
を
描
き
つ
つ
、
実
際
に
は
春
を
見
出
せ
な
い
こ
と
を
叙
述

す
る
。
見
立
て
に
よ
る
幻
視
で
あ
っ
て
本
物
の
「
梅
の
花
」
で
は

な
い
証
拠
に
「
香
」
が
蕪
ら
な
い
と
い
う
。
比
聡
し
な
が
ら
も
実

際
は
「
梅
の
花
」
で
は
な
く
「
雪
」
だ
と
い
う
事
実
を
事
実
た
ら

し
め
る
た
め
に
「
香
」
が
な
い
と
叙
述
す
る
。
こ
れ
は
「
梅
」
に

は
「
香
」
が
あ
る
と
認
知
さ
れ
て
お
り
本
物
の
春
は
梅
が
開
花
し

そ
の
芳
香
も
薫
る
と
い
う
共
通
理
解
が
土
台
と
な
っ
て
こ
そ
の
表

現
で
あ
ろ
う
。
⑧
は
春
の
雅
宴
を
描
く
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
天

皇
を
囲
む
徳
の
あ
る
貴
人
達
の
宴
で
の
風
雅
な
様
子
を
、
「
松
風
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韻
添
詠
」
「
梅
花
蕪
帯
身
」
と
描
写
す
る
。
「
松
風
」
に
よ
っ
て
聴

覚
か
ら
、
「
梅
の
香
」
に
よ
っ
て
嘆
覚
か
ら
表
現
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
三
句
四
句
が
「
唐
鳳
」
「
周
魚
」
と
宴
の
場
を

故
事
を
使
っ
て
視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
異
国
の
故
事

の
連
続
で
あ
る
た
め
観
念
的
な
景
へ
と
偏
っ
て
い
た
も
の
が
、
宴

席
の
人
々
を
「
風
の
音
」
と
「
梅
の
香
」
と
い
う
聴
覚
嘆
覚
か
ら

捉
え
た
こ
と
で
、
場
と
人
々
の
様
子
を
視
覚
聴
覚
嘆
覚
の
三
つ
の

感
覚
か
ら
多
面
的
に
描
く
こ
と
に
な
り
、
詩
題
で
あ
る
春
苑
は
臨

場
感
を
持
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑫

は
長
屋
王
宅
で
の
宴
へ
集
っ
て
い
く
様
子
か
ら
宴
席
を
描
く
こ
と

が
主
題
で
あ
る
。
「
芳
梅
含
雪
散
」
と
「
梅
の
香
」
を
雪
と
と
も

に
詠
む
が
、
こ
こ
で
の
「
香
」
は
雪
と
と
も
に
「
散
る
梅
」
を
形

容
す
る
た
め
の
も
の
で
、
一
句
の
主
た
る
も
の
は
梅
と
雪
が
入
り

交
じ
り
散
る
幻
想
的
な
美
し
き
で
あ
る
。
そ
の
視
覚
的
な
美
を
さ

ら
に
風
雅
に
添
え
る
修
辞
と
し
て
の
「
香
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三

例
の
「
梅
の
香
」
は
一
篇
に
お
い
て
「
風
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
「
香
」
が
形
な
く
浮
遊
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
特
性
に
よ
り
「
風
」
と
共
に
空
間
に
作
用
す
る
表
現

と
し
て
詩
中
の
視
覚
表
現
を
支
え
て
、
描
か
れ
た
対
象
を
立
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
喚
起
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
と
考

え
る
。
⑫
も
長
屋
王
宅
の
宴
を
描
く
こ
と
が
主
題
で
あ
る
。
そ
の

景
を
「
柳
の
緑
」
に
は
ま
だ
早
い
が
「
梅
の
香
」
は
愛
で
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
お
り
、
視
覚
で
は
春
の
景
と
し
て
満
足
で
き
な

い
ぷ
ん
を
嘆
覚
に
お
い
て
補
い
、
貴
人
宅
で
の
集
い
と
し
て
理
想

の
春
の
景
と
し
て
成
り
立
た
し
め
て
い
る
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
漢
詩
に
お
け
る
「
梅
の
香
」
は
一
篇
に

お
け
る
主
題
と
な
る
も
の
を
描
く
た
め
の
補
佐
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
た
る
表
現
を
視
覚
で
描

き
、
「
香
」
を
用
い
た
嘆
覚
表
現
は
従
と
し
て
視
覚
表
現
の
援
護

を
し
て
い
る
。
い
わ
ば
主
従
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
漢
詩
は

一
篇
の
主
旨
を
事
実
足
ら
し
め
る
が
如
く
各
種
の
条
件
を
備
え
成

り
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
諸
条
件
の
一
つ
が

「
香
」
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
散
る
梅
」
を
詠
む
と
き
「
香
」

も
描
写
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
主
と
な
る
「
梅
の
散
る
姿
」
を

F
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さ
ら
に
盛
り
立
て
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
引
き
換
え

四
五

O
O番
歌
は
梅
を
そ
の
「
香
」
の
み
で
捉
え
、
「
香
」
は
歌

の
主
旨
と
な
る
主
の
徳
と
そ
の
徳
ゆ
え
に
さ
ら
に
慕
わ
し
い
主
へ

の
思
い
を
相
互
に
響
か
せ
合
う
と
い
っ
た
い
わ
ば
逆
照
射
の
表
現



と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

『
万
葉
集
』
中
唯
一
の
「
梅
の
香
」
を
詠
ん
だ
四
五

O
O番
歌

を
詠
ま
れ
た
「
場
」
と
当
時
歌
に
詠
ま
れ
る
景
の
言
葉
と
し
て

の
「
梅
」
の
両
面
か
ら
み
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
理
解
・

発
想
を
基
に
し
な
が
ら
拓
か
れ
た
新
た
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
斬
新
な
だ
け
で
な
く
、
「
橘
の
香
」
と
い
う
和

歌
に
お
け
る
伝
統
と
ま
た
漢
詩
文
習
熟
を
も
と
に
生
ま
れ
た
「
梅

の
香
」
と
い
う
表
現
は
『
古
今
集
』
に
お
い
て
花
開
く
。
『
古
今

集
』
中
梅
を
詠
ん
だ
歌
は
十
九
首
。
そ
の
う
ち
「
香
」
を
詠
ん
だ

も
の
は
十
五
首
で
あ
る
。
「
散
る
」
こ
と
に
言
及
す
る
の
は
二
首

の
み
。
『
古
今
集
』
と
い
う
我
が
国
初
の
勅
撰
和
歌
集
は
和
歌
が

日
本
独
自
の
文
学
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
古

今
的
表
現
に
は
日
本
独
自
の
文
学
と
し
て
和
歌
の
規
範
と
な
る
詠

み
ぶ
り
と
日
本
的
美
意
識
の
確
立
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
梅

の
香
」
を
詠
む
こ
と
は
和
歌
が
漢
詩
文
か
ら
独
立
し
て
日
本
独
自

の
文
学
と
し
て
成
り
立
つ
上
で
選
ば
れ
た
表
現
で
あ
っ
て
、
こ
の

四
五

O
O番
歌
は
そ
の
萌
芽
と
も
言
う
べ
き
歌
で
あ
り
、
和
歌
史

の
上
で
来
た
る
べ
き
漢
詩
か
ら
和
歌
へ
の
転
換
期
を
予
兆
す
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注
（注
1
）
従
来
の
研
究
で
は
大
久
保
氏
が
「
第
一
首
に
第
二
首
が
、

第
三
首
に
第
四
首
が
照
応
す
る
唱
和
型
で
あ
り
、
以
下
尻

取
型
が
連
鎖
し
て
い
る
」
と
見
解
を
示
す
。
／
大
久
保
康

行
『
筑
紫
文
学
園
論
大
伴
旅
人
筑
紫
文
学
園
』
笠
間

書
院

（注
2
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
稗
注
」
集
英
社

（注
3
）
浅
野
則
子
「
集
結
す
る
歌
」
「
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』

第
七
号
二

O
O五
年
三
月
／
『
万
葉
集
歌
人
事
典
』
新
装

版
雄
山
間
出
版
／
犬
養
孝
『
万
葉
の
人
び
と
』
新
潮
社

（注
4
）
序
文
は
次
の
通
り
。

「
天
平
二
年
正
月
十
三
日
に
、
師
の
老
の
宅
に
革
ま
り

て
、
宴
会
を
申
く
。
時
に
、
初
春
の
令
月
に
し
て
、
気
淑

く
風
和
ぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き
、
蘭
は
現
後
の
香
を

円。円。



蕪
す
。
加
之
、
曙
の
嶺
に
雲
移
り
、
松
は
羅
を
掛
け
て
叢

を
傾
け
、
タ
の
舶
に
霧
結
び
、
烏
は
殺
に
封
め
ら
え
て
林

に
迷
ふ
。
庭
に
は
新
蝶
舞
ひ
、
空
に
は
孤
雁
帰
る
。
こ
こ

に
天
を
蓋
と
し
、
地
を
座
と
し
、
膝
を
促
け
さ
か
づ
き
を

飛
ば
す
。
言
を
一
室
の
裏
に
忘
れ
、
衿
を
煙
霞
の
外
に
聞

く
。
淡
然
と
自
ら
放
に
し
、
快
然
と
自
ら
足
る
。
若
し
翰

苑
に
あ
ら
ず
は
、
何
を
以
ち
て
か
情
を
櫨
べ
む
。
詩
に
落

梅
の
篇
を
紀
す
。
古
と
今
と
そ
れ
何
そ
異
な
ら
む
。
宜
し

く
闘
の
梅
を
賦
し
て
柳
か
に
短
詠
を
成
す
ベ
し
。

（注
5
）
新
編
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
二
」
の
頭
注

（注
6
）
鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会

（注
7
）
中
西
進
『
万
葉
論
集
第
三
巻
』
講
談
社

（注
8
）
「
わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
き
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流

れ
来
る
か
も
」
五

l
八
二
二
、
「
春
の
野
に
霧
り
立
ち
渡

り
降
る
雪
と
人
の
見
る
ま
で
梅
の
花
散
る
」
八
三
九
、
「
妹

が
家
に
雪
か
も
降
る
と
見
る
ま
で
に
こ
こ
だ
も
乱
ふ
梅
の

花
か
も
」
八
四
四
、
「
雪
の
色
を
奪
ひ
て
咲
け
る
梅
の
花

今
盛
り
な
り
見
む
人
も
が
も
」
八
五

O
、
「
御
苑
生
の
百

木
の
梅
の
散
る
花
の
天
に
飛
び
あ
が
り
雪
と
降
り
け
む
」

三
九
O
六
、
「
沫
雪
か
は
だ
れ
に
降
る
と
見
る
ま
で
に
流

ら
へ
散
る
は
何
の
花
そ
も
」
八
｜
一
四
二

O
、
「
た
な
霧

ら
ひ
雪
も
降
ら
ぬ
か
梅
の
花
咲
か
ぬ
が
代
に
擬
へ
て
だ
に

見
む
」
一
六
四
二
、
「
わ
が
屋
前
の
冬
木
の
上
に
降
る
雪

を
梅
の
花
か
と
う
ち
見
つ
る
か
も
」
一
六
四
五
、
「
梅
の

花
枝
に
か
散
る
と
見
る
ま
で
に
風
に
乱
れ
て
雪
そ
降
り
く

る
」
一
六
四
七
、
「
山
高
み
降
り
来
る
雪
を
梅
の
花
散
り

か
も
来
る
と
恩
ひ
つ
る
か
も
」
十
｜
一
八
四
一
、
「
わ
が

園
の
李
か
花
か
庭
に
降
る
は
だ
れ
の
い
ま
だ
残
り
た
る
か

も
」
一
九
｜
四
一
四
O

円
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（注
9
）
鈴
木
日
出
男
「
源
氏
物
語
歳
時
記
」
筑
摩
書
房
／
鈴
木

宏
子
『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』
笠
間
書
院

（
注
叩
）
従
来
の
研
究
で
は
小
島
氏
が
梅
花
宴
の
歌
を
「
雪
梅
柳

鷲
を
題
材
と
し
た
平
凡
な
も
の
が
多
い
」
と
し
て
い
る
。

小
島
憲
之
『
上
代
文
撃
と
中
園
文
拳
中
」
塙
書
房
／
①

の
大
久
保
氏
「
歌
と
し
て
の
お
も
し
ろ
み
の
な
さ
」
と
述

fミ

る

（
注
日
）
注
4
の
古
典
文
学
全
集
「
万
葉
集
四
』
の
4
5
0
1
の

頭
注



（
注
ロ
）
従
来
の
『
万
葉
集
』
の
「
香
」
に
つ
い
て
は
多
田
氏
が
『
万

葉
集
金
解
』
二
二
三
三
番
の
注
に
「
芳
ー
そ
の
も
の
か
ら

漂
い
で
る
霊
力
・
霊
質
。
本
来
、
嘆
覚
に
限
定
さ
れ
ず
、

視
覚
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
全
身
的
な
感
覚
」
と
し
、
「
香
」

を
直
接
嘆
覚
の
対
象
と
し
て
う
た
っ
た
の
は
二
二
三
三
番

（
「
高
円
の
こ
の
峰
も
狭
に
笠
立
て
て
満
て
盛
り
た
る
秋
の

香
の
よ
さ
」
）
と
四
五

O
O番
の
み
と
述
べ
て
お
り
、
こ

れ
に
従
い
た
い
。
／
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解

四
」
筑

摩
書
房

（
注
目
）
「
橘
は
見
さ
へ
花
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
ふ
れ
ど
い

や
常
葉
の
樹
」
六

l
一
O
O九
、
「
橘
の
と
を
の
橘
八
つ

代
に
も
我
は
忘
れ
じ
こ
の
橘
を
」
十
八
｜
四
O
五
八
、
「
常

世
物
こ
の
橘
の
い
や
照
り
に
わ
ご
大
君
は
今
も
見
る
如
」

四
O
六
三
、
「
大
君
は
常
盤
に
在
さ
む
橘
の
殿
の
橘
直
照
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り
に
し
て
」
四
O
六
四

（
注
凶
）
松
浦
友
久
編
「
漢
詩
の
事
典
』
大
修
館
書
店


