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中世歌合研究の可能性

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

所
与
の
題
目
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
に
『
河
合
社
歌
合
』

を
具
体
例
に
し
つ
つ
叙
述
を
進
め
た
い
。
藤
川
功
和
氏
の
ゼ
ミ
生

諸
氏
に
よ
る
労
作
「
寛
元
元
年
『
河
合
社
歌
合
』
試
注―

「
冬
月
」

題―

」
が
手
元
に
あ
る
。

（
１
）

佐
藤
恒
雄
氏
が
、「
寛
元
元
年
十
一
月

十
七
日
の
『
河
合
社
歌
合
』」
は
「
定
家
の
時
代
以
来
和
歌
活
動

を
つ
づ
け
て
き
た
信
実
が
、
定
家
の
嫡
男
為
家
（
一
一
九
八
～

一
二
七
五
）
を
判
者
に
推
戴
し
、
為
家
を
中
心
に
歌
壇
の
再
編
を

図
っ
た
催
し
で
あ
り
、
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら
歌
壇
史
的
意
義
は

小
さ
く
な
い
」
と
説
明
さ
れ
る
と
お
り
、

（
２
）

藤
原
為
家
の
本
格
的
な

歌
壇
活
動
の
初
発
を
な
す
催
し
で
あ
っ
た
。

（
３
）

　
　
　
　

一

　

さ
っ
そ
く
『
河
合
社
歌
合
』
一
番
を
見
て
み
よ
う
。
先
の
試
注

の
成
果
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

一
番  

冬
月

　
　

左                        

前
権
大
納
言
藤
原
為
家

よ
そ
な
か
ら
豊
明
の
こ
の
こ
ろ
と
お
も
ひ
出
た
る
月
そ
悲
し
き

　
　

右  

勝                      

沙
弥
蓮
性

神
代
よ
り
霜
ふ
り
を
け
る
真
榊
の
い
や
と
し
の
は
に
す
め
る
月
哉

左
哥
、
題
の
哥
と
は
き
こ
え
す
し
て
、
そ
の
事
と
な
き
や

う
に
見
え
侍
る
に
や
、
月
そ
か
な
し
き
と
い
ひ
は
て
た
る
、

こ
と
に
見
所
な
く
侍
へ
し

右
哥
、
真
榊
の
霜
に
す
め
る
月
、
こ
と
に
と
を
し
ろ
く
、

神
代
ま
て
思
ひ
や
ら
れ
て
う
る
は
し
き
す
か
た
に
は
へ
れ

は
、
一
番
の
左
と
て
、
ゆ
る
さ
る
へ
く
も
見
え
侍
ら
ね
は
、

右
為
勝

　

底
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
歌
合
部
類
本
・『
新
編
国
歌
大
観
』
の

底
本
）
の
作
者
名
「
前
権
大
納
藤
原
朝
臣
為
家
」
は
、
他
の
諸

本
に
従
っ
て
「
前
権
大
納
言
藤
原
為
家
」
に
、「
は
て
た
る
」
は
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国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
他
の
本
に
従
っ
て
「
出
た
る
」
に
、「
と

を
ろ
し
く
」
は
こ
れ
も
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
他
の
本
に
従
っ

て
「
と
を
し
ろ
く
」
に
改
め
た
。
問
題
と
し
た
い
の
は
判
者
為
家

の
左
歌
に
関
す
る
判
詞
で
あ
る
。
為
家
は
自
歌
が
題
の
「
冬
月
」

を
生
か
し
て
い
な
い
点
、
又
「
月
そ
か
な
し
き
」
と
言
い
果
て
て

い
る
点
を
難
じ
て
、「
一
番
の
左
と
て
、
ゆ
る
さ
る
へ
く
も
見
え

侍
ら
ね
は
、
右
為
勝
」
と
し
た
。「
一
番
左
歌
は
負
け
ず
と
い
う

こ
と
」
は
、
つ
と
に
萩
谷
朴
氏
が
『
平
安
時
代
歌
合
大
成
増
補
新

訂
五
』
第
四
章
「
平
安
朝
歌
合
の
歌
論
」
中
「
平
安
朝
歌
合
の
特

殊
批
評
」
の
条
で
指
摘
し
、『
八
雲
御
抄
』
巻
一
正
義
部
「
一
番

左
歌
は
不
可
負
。
先
例
負
も
多
為
持
」
の
条
を
は
じ
め
多
く
の
例

を
引
い
て
慎
重
な
検
討
を
加
え
ら
れ
た
。
考
察
に
入
る
前
に
『
河

合
社
歌
合
』
の
他
の
二
つ
の
為
家
作
品
を
引
い
て
お
く
。（
本
稿

執
筆
中
に
藤
川
ゼ
ミ
の
皆
さ
ん
の
ご
好
意
で
、
国
文
学
研
究
資
料

館
蔵
本
を
底
本
と
し
た
、
為
家
と
蓮
性
の
番
の
テ
キ
ス
ト
を
頂
戴

し
た
。
他
の
諸
本
と
の
校
異
も
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
は
国
文
学

研
究
資
料
館
蔵
本
で
「
千
鳥
」
と
「
不
遇
恋
」
の
歌
を
あ
げ
る
。

異
同
に
つ
い
て
は
、
主
要
な
も
の
に
限
っ
て
注
記
す
る
）

　
　

十
一
番  

千
鳥

　
　
　

左                                

為
家
卿

河
あ
ひ
や
身
を
う
き
浪
に
立
千
鳥
ま
た
は
た
め
し
も
鳴

く
そ
ふ

る

　
　
　

右  

勝                            

蓮
性

行
か
へ
る
賀
茂
の
河
原
の
友
千
鳥
し
ら
し
な
し
た
に
い
の
る
こ
ゝ

ろ
を

左
哥
、
た
め
し
な
き
身
を
う
れ
へ
た
る
は
か
り
に
て
、
よ
う

あ
る
こ
と
ゝ
は
み
え
侍
ら
す
、
右
、
行
帰
る
か
も
の
か
は
ら
、

か
く
こ
そ
つ
ゝ
く
へ
く
侍
り
け
れ
、
し
ら
し
な
下
に
祈
る
心

は
と
侍
る
も
、
そ
の
ゆ
へ
ふ
か
く
侍
れ
は
、
尤
以
右
可
為
勝

  　
　

廿
一
番    

不
遇
恋

　
　
　

左                            

為
家

君
た
に
も
ね
て
と
た
の
め
は
も
ろ
こ
し
の
と
ら
ふ
す
野
へ
に
百
夜

成
と
も

　
　

右  

勝                          

蓮
性

風
あ
ら
き
浦
の
と
ま
や
に
た
つ
煙
こ
ゝ
ろ
や
す
く
は
な
ひ
き
や
は

す
る

左
、
と
ら
ふ
す
の
へ
い
か
さ
ま
に
も
物
と
を
く
聞
え
侍
る
う

へ
に
、
右
、
心
や
す
く
は
す
る
こ
と
に
や
さ
し
く
み
え
侍
れ

は
、
浦
の
返

く
た
か
く
立
ま
さ
り
侍
る
へ
し

　

十
一
番
の
右
歌
「
し
た
に
い
の
る
こ
ゝ
ろ
を
」
は
『
新
編
国
歌

大
観
』
の
底
本
書
陵
部
本
で
は
「
月
に
祈
る
心
は
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
判
詞
と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
も
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本

の
本
文
が
よ
か
ろ
う
。
二
十
一
番
の
判
詞
の
部
分
「
心
や
す
く
は
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す
る
」
は
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
「
心
や
す
く
は
な
ひ
き
や
は
す
る
」

に
、「
浦
の
」
は
書
陵
部
本
そ
の
他
に
よ
っ
て
「
浦
の
と
ま
屋
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

　

『
河
合
社
歌
合
』
は
「
冬
月
」「
千
鳥
」「
不
遇
恋
」
の
三
題
だ
か
ら
、

為
家
は
蓮
性
と
の
番
の
三
番
す
べ
て
、
自
作
を
負
け
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

『
河
合
社
歌
合
』（
一
二
四
三
）
か
ら
五
年
後
の
宝
治
元
年

（
一
二
四
七
）
に
行
わ
れ
た
『
院
御
歌
合
』
は
、
後
嵯
峨
院
政
の

始
発
を
祝
う
こ
の
時
代
と
し
て
は
大
規
模
な
歌
合
で
あ
っ
た
が
、

為
家
は
こ
こ
で
も
判
者
を
勤
め
た
。『
河
合
社
歌
合
』
と
『
院
御

歌
合
』
の
勝
負
表
を
掲
げ
て
お
い
た
の
で
ご
参
照
願
い
た
い
。（
図

表
一
・
図
表
二
））
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二

　

『
院
御
歌
合
』
に
お
け
る
為
家
と
越
前
の
勝
負
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
旧
稿
で
言
及
し
て
い
る
。

（
４
）

図
表
二
に
見
る
と
お
り
、『
院

御
歌
合
』
で
は
劈
頭
の
後
嵯
峨
院
と
小
宰
相
の
番
が
院
の
勝
九
・

持
一
で
、
掉
尾
の
為
家
と
越
前
の
番
が
為
家
の
負
九
・
持
一
と
な
っ

て
い
て
、
き
れ
い
な
シ
ン
メ
ト
リ
を
形
成
し
て
お
り
、
歌
合
全
体

へ
の
形
式
上
の
配
慮
と
と
も
に
、
番
の
人
選
に
も
周
到
な
用
意
が

あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
た
。『
河
合
社
歌
合
』
で
も
同
様
の

表
を
作
っ
て
お
い
た
。
→
図
表
一

　

『
河
合
社
歌
合
』
に
お
い
て
は
為
家
の
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
読

み
取
れ
よ
う
か
。
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
歌
合
の
参
加
者
で
あ
る
。

当
該
歌
合
の
出
詠
者
全
二
十
名
を
、
大
き
く
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
て
み
よ
う
。

　

①
歌
合
の
提
唱
者
藤
原
信
実
の
グ
ル
ー
プ
で
、
信
実
自
身
と
、

信
実
の
男
為
継
、
信
実
の
女
た
ち
す
な
わ
ち
弁
内
侍
、
藻
壁
門
院

少
将
内
侍
、
少
将
弟
（
後
深
草
院
少
将
内
侍
）
の
計
五
名  

　

②
判
者
藤
原
為
家
と
彼
の
二
人
の
男
為
氏
、
為
教
の
計
三
名  

　

③
後
に
は
っ
き
り
と
「
反
御
子
左
家
」
の
立
場
を
と
る
こ
と
に

な
る
蓮
性
（
九
条
知
家
）、
蓮
性
の
男
行
家
、
真
観
（
葉
室
光
俊
）、

真
観
の
妹
鷹
司
院
按
察
の
計
四
名
、

　

④
そ
の
他
と
し
て
、
公
家
で
は
大
炊
御
門
光
俊
の
男
光
成
、
藤

原
成
時
の
男
永
光
、
藤
原
隆
範
の
男
為
綱
、
女
性
で
は
正
親
町
院

左
京
大
夫
、
安
嘉
門
院
甲
斐
、
出
家
者
で
は
日
吉
祢
宜
祝
部
宿
祢

成
茂
、
円
空
、
能
暹
の
計
八
名
。

　

④
の
グ
ル
ー
プ
も
一
人
一
人
を
精
査
す
れ
ば
、
立
場
は
微
妙
に

分
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
日
吉
祢
宜
成
茂
は
『
河
合
社
歌
合
』

催
行
の
時
点
で
す
で
に
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
の
歌
人
で
、
そ
れ
ま
で
に
も

数
々
の
歌
合
に
参
加
し
て
お
り
、
経
歴
を
閲
す
る
と
、
為
家
と
の

交
誼
が
確
認
で
き
る
。

　

歌
合
に
お
け
る
判
者
の
役
割
は
、
個
々
の
番
の
勝
負
を
判
定
し
、

判
詞
を
加
え
る
こ
と
が
基
本
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
当
該

歌
合
の
参
加
者
の
選
進
、
方
分
け
、
歌
題
の
選
定
、
結
番
の
設
定

な
ど
、
個
々
の
歌
合
の
事
情
に
よ
っ
て
多
様
な
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。『
河
合
社
歌
合
』
の
場
合
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

歌
合
催
行
の
提
唱
者
は
藤
原
信
実
で
あ
る
が
、
詠
進
者
二
十
人
の

選
定
は
為
家
自
身
の
仕
業
と
み
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
た
だ
し

人
選
に
関
し
て
事
前
に
信
実
に
相
談
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
結
果
が
前
掲
の
図
表
一
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
為
家
は
自
分
に
批
判
的
な
目
を
持
つ
蓮
性
を
番
の
相
手
に

敢
え
て
選
び
、
自
作
を
全
部
負
け
と
し
た
。

　

前
節
に
引
い
た
「
冬
月
」
題
の
番
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

　

為
家
の
歌
「
よ
そ
な
か
ら
豊
明
の
こ
の
こ
ろ
と
お
も
ひ
出
た
る

月
そ
悲
し
き
」
に
つ
い
て
前
引
「
寛
元
元
年
『
河
合
社
歌
合
』
試

注―

「
冬
月
」
題―

」
の
語
注
の
項
で
、「
こ
こ
で
は
、
こ
の
年

の
豊
明
節
会
が
一
一
月
一
四
日
で
あ
り
、『
河
合
社
歌
合
』
が
催
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さ
れ
た
一
一
月
一
七
日
に
は
既
に
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、『
河

合
社
歌
合
』
の
場
に
お
い
て
過
去
に
行
わ
れ
た
豊
明
節
会
を
回
顧

し
、「
お
も
ひ
出
た
る
」
と
詠
ん
だ
も
の
と
捉
え
、他
本
に
よ
り
「
お

も
ひ
出
た
る
」
と
改
め
る
」
と
あ
る
が
、
私
に
は
少
々
違
和
感
が

あ
る
。『
河
合
社
歌
合
』
で
詠
進
さ
れ
た
当
該
歌
を
「
過
去
に
行

わ
れ
た
豊
明
節
会
を
回
顧
し
、「
お
も
ひ
出
た
る
」
と
詠
ん
だ
も

の
と
捉
え
」
る
に
し
て
も
、
そ
の
「
過
去
に
行
わ
れ
た
豊
明
節
会
」

が
、
三
日
前
の
「
豊
明
節
会
」
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
初
句
「
よ

そ
な
が
ら
」
と
、
末
句
「
月
そ
悲
し
き
」
の
表
現
か
ら
見
れ
ば
、

視
点
人
物
が
か
つ
て
参
加
し
た
殿
上
で
の
「
豊
明
節
会
」
を
、
今

別
の
所
に
い
て
思
い
出
し
て
い
る
、
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
の
注
釈
で
担
当
者
は
【
参
考
】
と
し
て

去
年
今
夜
侍
清
涼 

秋
思
詩
篇
独
断
腸

恩
賜
御
衣
今
在
此 

捧
持
毎
日
拝
余
香 
（『
菅
家
後
集
』

九
月
十
日
）

を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に
も
引
か
れ
た
有

名
な
詩
句
で
、
為
家
の
歌
を
読
む
者
が
す
ぐ
に
想
起
し
た
作
品
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
担
当
者
（
庄
部
美
希
子
さ
ん
）
は
ま

た
、作
者
為
家
の
説
明
の
中
で
、為
家
は
「
仁
治
元
年
（
一
二
四
一
）

二
月
権
大
納
言
に
至
っ
た
が
、
こ
の
年
八
月
父
定
家
を
失
い
、
服

解
し
て
復
任
し
な
か
っ
た
」
と
注
し
て
い
る
。
従
っ
て
『
河
合
社

歌
合
』
が
催
行
さ
れ
た
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）、
為
家
は
い
ま

だ
父
の
逝
去
の
哀
し
み
を
引
き
ず
っ
て
お
り
、
復
任
も
果
た
し
て

い
な
か
っ
た
。
一
番
左
「
冬
月
」
題
の
為
家
の
歌
に
見
ら
れ
る
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
な
響
き
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
し
て
い
よ
う
。

　

た
だ
し
歌
合
に
詠
出
さ
れ
た
歌
を
、
こ
う
し
た
作
者
の
個
人
事

情
に
還
元
し
て
解
す
る
に
は
、
慎
重
か
つ
十
分
な
手
続
き
が
必
要

で
、
為
家
の
歌
の
場
合
に
も
、
当
時
の
読
者
、
と
り
わ
け
『
河
合

社
歌
合
』
の
参
加
者
が
、こ
れ
を
ど
う
解
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

歌
合
の
劈
頭
に
か
か
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
響
き
を
持
つ
作
品
が
置
か

れ
れ
ば
、
読
者
は
こ
れ
を
物
語
的
に
読
み
解
く
筋
道
を
探
す
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
大
宰
府
で
中
秋
の
名
月
を
見
て
「
去
に
し
年
」

を
偲
ん
だ
菅
原
道
真
、
同
じ
く
八
月
十
五
夜
の
月
を
見
な
が
ら
須

磨
の
謫
居
で
道
真
の
詩
句
を
誦
し
た
光
源
氏
、
さ
ら
に
は
「
三
五

夜
中
の
新
月
の
色
」
に
「
二
千
里
の
外
の
故
人
の
心
」
を
偲
ん
だ

白
楽
天
な
ど
の
俤
を
、
当
時
の
読
者
は
思
い
浮
か
べ
た
に
違
い
な

い
。
当
時
の
為
家
の
個
人
的
事
情
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
、
歌

の
正
面
か
ら
の
解
釈
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
定
家
な
き
後
の
為

家
の
立
場
を
案
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
藤
原
信
実
が
、
ど
の
よ
う
に

読
み
取
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
為
家
は
、
信
実
に
だ

け
は
そ
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
み
な
想
像
で
あ
る
。

　

為
家
は
判
詞
の
中
で
「
左
哥
、
題
の
哥
と
は
き
こ
え
す
し
て
、

そ
の
事
と
な
き
や
う
に
見
え
侍
る
に
や
、
月
そ
か
な
し
き
と
い
ひ

は
て
た
る
、
こ
と
に
見
所
な
く
侍
へ
し
」
と
、
自
作
を
評
し
た
。

当
該
作
の
視
点
人
物
が
道
真
や
光
源
氏
を
想
起
さ
せ
る
な
ら
、
そ
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れ
は
秋
の
月
の
連
想
を
導
く
は
ず
で
、
歌
題
の
「
冬
月
」
は
「
豊

明
の
こ
の
こ
ろ
」
の
語
だ
け
が
支
え
て
い
る
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

為
家
の
「
冬
月
」
題
の
歌
は
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
欠
点

を
備
え
て
い
た
歌
で
、
為
家
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
は

ず
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
為
家
は
こ
の
歌
を
詠
進
し
た
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
一
番
の
左
歌
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
作
を
負
け
と

す
る
た
め
、
ま
た
一
つ
に
は
、
蓮
性
の
歌
と
番
わ
せ
て
負
け
と
す

る
た
め
、
当
時
の
自
分
の
心
境
や
境
遇
を
、
誰
か
（
た
と
え
ば
信

実
、
又
も
し
か
し
た
ら
糺
の
森
の
神
）
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
、

さ
ら
に
は
、こ
の
よ
う
な
雑
の
性
格
の
強
い
歌
を
劈
頭
に
据
え
て
、

『
河
合
社
歌
合
』
の
褻
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
、
な
ど
、
種
々

の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
が
、
今
の
私
に
は
こ
れ
ら
の
諸
々
の
理

由
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
（
優
先
順
位
）
を
付
け
る
用
意
が
な
い
。

　
　
　
　

三

　

『
河
合
社
歌
合
』
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
判
者
が
一
番
左
の

歌
を
作
り
、
し
か
も
そ
の
自
作
を
負
け
と
判
じ
た
歌
合
に
、『
石

清
水
若
宮
歌
合 

寛
喜
四
年
』
が
あ
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
の
解

題
（
田
尻
嘉
信
）
に
よ
れ
ば
、こ
の
歌
合
は
「
寛
喜
四
年
（
一
二
三
二
）

三
月
二
五
日
、
家
隆
の
玉
吟
集
（
一
七
七
○
・
二
八
二
四
詞
書
）

に
よ
っ
て
、
藤
原
成
実
の
勧
進
で
石
清
水
若
宮
社
に
奉
納
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
出
詠
は
定
家
お
よ
び
、
そ
の
所
縁
に
よ
る
三
四

名
で
、
三
題
五
一
番
と
規
模
も
か
な
り
大
き
い
。
定
家
判
は
短
評

な
が
ら
、
晩
年
の
歌
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
（
以
下
略
）」。

　

こ
の
歌
合
の
判
者
定
家
の
出
詠
作
品
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
　

一
番  

河
上
霞  

左                  

権
中
納
言
定
家

一
わ
た
り
す
る
河
瀬
の
霞
立
ち
な
れ
て
藤
な
み
か
ざ
す
雲
の
上
人

　
　
　

右
勝                             

俊
成
卿
女

二
橋
姫
の
袖
の
朝
霜
な
ほ
さ
え
て
か
す
み
吹
き
こ
す
う
ぢ
の
河
風

左
歌
、
老
耄
之
狂
言
也
、
往
年
久
積
舞
人
之
度
数
た
ら
ん
、

勅
使
之
行
粧
、
時
代
雖
隔
、
景
気
未
忘
、
依
纔
覚
悟
、
憖
以

詠
吟
、
橋
姫
之
袖
霜
、
尤
妖
艶
之
体
也
、
可
為
勝

　
　

十
八
番  

暮
山
花  

左                

定
家

三
五
た
の
み
こ
し
み
山
の
桜
け
ふ
や
み
る
我
が
身
夕
の
春
の
ひ
か

り
を

　
　
　

右
勝                            

俊
成
卿
女

三
六
月
影
も
う
つ
ろ
ふ
花
に
か
は
る
色
の
夕
を
春
も
み
よ
し
野
の
山

左
歌
、
久
仰
宗
廟
之
冥
鑑
、
適
浴
聖
廟
之
天
恩
、
雖
恥
老
耄

之
至
極
猶
喜
信 

心
之
不
空
、
纔
述
其
志
、
更
非
宜
詞
、
右
歌
、

可
謂
妖
艶
之
姿
、
足
于
握
翫
、
為
勝

    

　
　

三
十
五
番  

社
述
懐  

左              

定
家

六
九
な
が
き
よ
と
い
た
だ
く
雪
も
有
り
ふ
れ
ば
あ
ふ
ぐ
ち
か
ひ
の
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恵
な
り
け
り

　
　
　

右
勝                            

俊
成
卿
女               

七
○
た
の
み
こ
し
心
に
も
す
め
石
清
水
む
か
し
の
袖
の
影
や
ど
す

ま
で

　
　
　

以
右
為
勝

　

右
に
見
る
よ
う
に
、
当
該
歌
合
の
歌
題
は
「
河
上
霞
」「
暮
山

花
」「
社
述
懐
」
の
三
つ
で
、
定
家
の
詠
は
俊
成
卿
女
の
歌
と
合

せ
ら
れ
て
、
三
首
と
も
定
家
の
負
け
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

『
河
合
社
歌
合
』
に
お
け
る
為
家
と
蓮
性
の
番
の
勝
負
と
同
じ
で

あ
る
。
図
表
三
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
寛
喜
四
年
（
一
二
三
二
）

三
十
五
歳
で
あ
っ
た
為
家
も
こ
の
歌
合
に
参
加
出
詠
し
て
い
た
。

し
か
も
後
の
蓮
性
（
藤
原
知
家
）
真
観
（
藤
原
光
俊
）
や
藤
原
信

実
も
同
席
し
て
い
た
。
図
表
三
を
子
細
に
見
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に

も
少
将
（
信
実
女
）、
成
茂
（
日
吉
祢
宜
）、
為
継
（
信
実
男
）
が

両
方
の
歌
合
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
本
歌
合
は

岩
波
文
庫
『
歌
合
集
』（
峯
岸
義
秋
編
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
て
、

底
本
と
さ
れ
た
峯
岸
氏
所
蔵
の
写
本
で
は
、
六
九
番
の
歌
は
初
句

が
「
永
き
夜
に
」、
第
二
句
が
「
い
た
ゞ
く
雲
も
」
と
翻
字
さ
れ

て
い
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
佐
藤
恒
雄
氏
の
ご
研
究
を
引
用
し
て
述
べ
た
よ

う
に
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）「
定
家
の
時
代
以
来
和
歌
活
動

を
つ
づ
け
て
き
た
信
実
が
、
定
家
の
嫡
男
為
家
（
一
一
九
八
～

一
二
七
五
）
を
判
者
に
推
戴
し
、
為
家
を
中
心
に
歌
壇
の
再
編
を

図
っ
た
催
し
で
あ
」
っ
た
『
河
合
社
歌
合
』
に
は
、『
石
清
水
若

宮
歌
合 

寛
喜
四
年
』
に
参
加
し
た
因
縁
の
人
物
た
ち
の
多
く
が

集
結
し
て
い
た
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
定
家
の
不
在
は
参
加
者
の
誰
に

も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
一
番
左
の
歌
の
受
け
取

り
に
も
、
そ
れ
が
響
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

四 

 　

さ
て
『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
が
催
さ
れ
た
寛
喜
四
年
（
貞
永
元

年
）、
定
家
は
七
十
一
歳
で
、
こ
の
年
の
一
月
三
十
日
に
は
権
中

納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
歌
合
に
お
け
る
定
家
の
批
評
に

つ
い
て
は
、岩
波
文
庫
『
歌
合
集
』
の
解
題
で
峯
岸
義
秋
氏
が
「
定

家
は
一
歩
高
い
所
か
ら
率
直
に
批
評
し
て
、
遠
慮
を
し
た
り
故
実

典
拠
の
中
に
逃
避
し
た
り
す
る
様
な
事
を
し
な
か
つ
た
。
ど
こ
ま

で
も
作
品
に
つ
い
て
、
自
己
の
見
る
所
を
は
つ
き
り
述
べ
て
ゐ
る
。

そ
こ
に
又
考
察
の
価
値
が
あ
る
と
思
ふ
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
先
に

見
た
定
家
と
俊
成
卿
女
の
番
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

　

一
番
「
河
上
霞
」
で
は
、
定
家
は
自
歌
に
つ
い
て
「
左
歌
、
老

耄
之
狂
言
也
、
往
年
久
積
舞
人
之
度
数
た
ら
ん
、
勅
使
之
行
粧
、

時
代
雖
隔
、
景
気
未
忘
、
依
纔
覚
悟
、
憖
以
詠
吟
」
と
記
し
て
い

る
。
岩
波
文
庫
本
で
は「
往
年
久
積
舞
人
之
度
数
、多
見
勅
使
行
粧
」

と
す
る
。
自
分
の
歌
は
老
耄
の
狂
言
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
石
清
水
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臨
時
祭
の
勅
使
に
選
ば
れ
た
雲
上
人
の
記
憶
を
詠
ん
だ
ま
で
だ
と

し
、
右
方
の
俊
成
卿
女
の
作
を
「
橋
姫
之
袖
霜
、
尤
妖
艶
之
体
也
」

と
の
理
由
か
ら
勝
と
し
て
い
る
。
定
家
の
歌
は
久
保
田
淳
氏
が『
訳

注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
の
補
注
で
、【
参
考
】
に
「（
臨
時
の
祭
の

使
し
て
帰
り
た
る
に
、
船
に
、
す
け
あ
き
ら 

 

石
清
水
か
ざ
し
の

藤
の
う
ち
な
び
き
君
に
ぞ
神
も
心
寄
せ
け
る
」（
大
納
言
公
任
集
、

玉
葉
・
神
祇
・
二
七
五
九 

読
人
不
知
、
第
二
句
「
か
ざ
す
藤
波
」）

を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
如
く
、
石
清
水
若
宮
社
に
因
む
巧
み
な
歌
と

い
え
よ
う
。  

　

十
八
番
「
暮
山
花
」
題
の
定
家
の
歌
は
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
頼

み
に
し
尊
崇
し
て
き
た
男
山
の
桜
を
、
我
が
身
も
人
生
の
暮
れ
方

に
な
っ
た
今
日
、
春
の
光
の
中
で
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
。

一
首
の
響
き
は
寂
し
げ
な
風
情
だ
が
、「
左
歌
、
久
仰
宗
廟
之
冥
鑑
、

適
浴
聖
廟
之
天
恩
、
雖
恥
老
耄
之
至
極
猶
嘉
信
心
之
不
空
、
纔
述

其
志
、
更
非
宜
詞
」
の
自
注
的
な
判
詞
を
勘
案
す
れ
ば
、
一
月
の

権
中
納
言
叙
任
を
踏
ま
え
た
表
現
だ
と
解
さ
れ
よ
う
。
対
す
る
俊

成
卿
女
の
歌
は
「
可
謂
妖
艶
之
姿
、
足
于
握
翫
」
と
評
さ
れ
て
勝

と
な
っ
た
。

　

三
十
五
番
「
社
述
懐
」
題
で
は
、

な
が
き
よ
と
い
た
だ
く
雪
も
有
り
ふ
れ
ば
あ
ふ
ぐ
ち
か
ひ
の
恵

な
り
け
り

の
自
歌
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ず
、
た
だ
俊
成
卿
女
の
歌
を
「
以

右
為
勝
」
と
し
て
い
る
。（「
と
」
は
他
本
の
「
に
」
の
方
が
よ
か
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ろ
う
）

　

以
上
見
た
と
お
り
、
定
家
は
俊
成
卿
女
と
合
わ
せ
た
三
首
の
自

歌
を
み
な
負
け
と
し
た
。
右
に
実
際
の
歌
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討

し
た
よ
う
に
、
定
家
の
歌
は
、
三
首
と
も
、
石
清
水
八
幡
を
直
接

お
も
て
に
出
す
こ
と
な
く
、
叙
景
歌
、
叙
景
的
述
懐
歌
、
述
懐
歌

の
な
だ
ら
か
な
推
移
の
中
に
、
自
ず
と
石
清
水
へ
の
敬
仰
を
表
し

た
巧
み
な
も
の
で
、
そ
う
し
た
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
俊
成
卿
女

の
三
勝
は
、
か
な
り
強
引
な
定
家
の
意
図
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

　

『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
か
ら
は
、
い
ま
一
つ
の
点
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
先
の
図
表
三
を
御
覧
い
た
だ
く
と
、
三
首
全
部
の
負

け
は
判
者
定
家
だ
け
だ
が
、
ほ
か
に
勝
が
一
つ
も
な
い
の
は
、
為

家
、
少
将
（
女
房
・
信
実
女
）、
明
教
、
但
馬
（
女
房
）、
季
保
、

信
忠
（
法
眼
）
の
六
名
で
だ
け
で
、
他
は
み
な
一
首
以
上
の
勝
を

得
て
い
る
。
老
練
な
定
家
の
、
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

五

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
と
り
あ
げ
た
三
つ
の
歌
合
を
催
行
順
に

確
認
し
て
お
く
。

　

『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
寛
喜
四
年
（
貞
永
元
年
、
一
二
三
二
）

三
月
二
十
五
日

定
家
七
十
一
歳
・
為
家
三
十
五
歳 

〔
定
家
没
（
八
十
歳
）
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
八
月

二
十
日　

為
家
四
十
四
歳
〕

　

『
河
合
社
歌
合
』　
　

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
十
七
日

　
　
　

為
家
四
十
六
歳

　

『
院
御
歌
合
』　
　
　

宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
九
月
某
日  

　
　
　

為
家
五
十
歳

　

こ
れ
を
見
れ
ば
、『
河
合
社
歌
合
』
の
判
者
藤
原
為
家
が
、
初

め
て
歌
合
の
判
者
を
勤
め
る
に
あ
た
っ
て
、
亡
父
定
家
が
判
者
を

勤
め
た
『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
を
強
く
意
識
し
、
こ
れ
を
一
つ
の

拠
り
所
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、

①　

寛
喜
四
年
三
月
二
十
五
日
に
催
さ
れ
た
『
石
清
水
若
宮
歌
合
』

が
、
当
季
性
を
生
か
し
た
「
河
上
霞
」「
暮
山
花
」「
社
述
懐
」
の

三
題
で
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
寛
元
元
年
十
一
月
十
七
日
に

開
か
れ
た
『
河
合
社
歌
合
』
が
、同
じ
く
当
季
性
を
重
ん
じ
た
「
冬

月
」「
千
鳥
」「
不
遇
恋
」
の
三
題
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（「
社
述
懐
」
と
「
不
遇
恋
」
と
の
異
な
り
は
、為
家
の
工
夫
で
あ
っ

た
と
み
た
い
）

②　

判
者
定
家
が
自
分
の
三
作
を
す
べ
て
負
け
と
し
た
よ
う
に
、

為
家
も
自
作
を
す
べ
て
負
け
と
し
た
。（
七
十
歳
を
越
え
た
定
家

が
自
分
の
姪
で
す
で
に
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
の
歌
人
で
あ
っ
た
俊
成
卿
女

に
す
べ
て
の
勝
ち
を
譲
っ
て
も
、
何
も
問
題
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、

む
し
ろ
当
該
歌
合
の
興
趣
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
俊
成
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卿
女
が
「
妖
艶
」
の
歌
で
名
高
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

定
家
は
そ
れ
と
合
わ
せ
て
負
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
出
詠
し
て

い
た
。
一
方
、
為
家
が
蓮
性
の
歌
に
す
べ
て
の
勝
ち
を
譲
っ
た
理

由
は
単
純
で
な
い
。
後
に
決
定
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
蓮
性

に
対
す
る
配
慮
や
追
従
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
定
家
の
場
合
と
同

じ
く
歌
合
の
興
趣
を
高
め
る
目
的
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
歌
題
を

生
か
し
て
い
な
い
歌
、
余
情
の
な
い
歌
、
不
必
要
な
述
懐
の
歌
、

現
実
味
の
な
い
歌
な
ど
、
数
々
の
欠
点
を
も
っ
た
歌
を
敢
え
て
出

詠
し
た
為
家
の
意
図
に
は
、
か
な
り
の
屈
折
が
感
じ
ら
れ
る
。
た

だ
し
一
番
の
左
歌
の
如
く
、
為
家
の
歌
は
優
れ
た
技
巧
を
内
包
し

て
お
り
、
そ
れ
は
歌
合
参
加
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
）

③　

『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
で
は
計
三
十
四
名
の
出
詠
者
中
、
一

つ
の
勝
ち
も
な
い
者
が
判
者
定
家
を
含
め
て
七
名
な
の
に
対
し

て
、『
河
合
社
歌
合
』
で
は
計
二
十
名
の
出
詠
者
中
判
者
為
家
を

含
め
て
九
名
が
一
つ
の
勝
ち
も
得
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
勝
ち

の
な
い
出
詠
者
に
は
為
家
と
そ
の
息
為
氏
、
為
教
、
藤
原
信
実
と

そ
の
女
少
将
弟
、
弁
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
狙
い
が

感
じ
ら
れ
る
。
後
に
『
院
御
歌
合
』
に
お
け
る
為
家
の
判
定
に
つ

い
て
、『
蓮
性
陳
状
』
の
中
で
蓮
性
（
藤
原
知
家
）
が
為
家
の
息

子
た
ち
に
対
す
る
身
贔
屓
を
激
し
く
攻
撃
し
て
い
る
の
を
見
る

と
、『
河
合
社
歌
合
』
の
時
点
か
ら
為
家
に
は
一
種
の
防
衛
意
識

が
働
い
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
河
合
社
歌
合
』
の
特
色
を
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら

観
察
し
て
き
た
。
結
論
の
出
な
い
課
題
も
多
か
っ
た
が
、
一
つ
の

問
題
提
起
に
は
な
っ
た
と
思
う
。
最
後
に
「
中
世
歌
合
研
究
の
可

能
性
」
と
い
う
題
目
に
沿
っ
て
、
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

一
、
中
世
の
歌
合
に
は
未
だ
注
釈
の
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多

い
。
こ
う
し
た
作
品
の
注
釈
を
進
め
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
歌
合
の
諸
本
の
調
査
と
、
よ
り
よ
い
本
文
の
提
供
が
必
須
と

な
る
。
た
と
え
ば
藤
川
功
和
氏
と
そ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
こ

数
年
宝
治
元
年
『
院
御
歌
合
』
の
注
釈
を
進
め
た
き
た
が
、
当
初

テ
キ
ス
ト
を
群
書
類
従
本
と
し
て
い
た
。
し
か
し
途
中
か
ら
テ
キ

ス
ト
を
細
川
家
永
青
文
庫
蔵
本
に
変
更
し
た
。『
新
編
国
歌
大
観
』

の
底
本
と
な
っ
た
書
陵
部
本
も
善
本
の
一
つ
だ
が
、
こ
れ
に
は
番

の
勝
負
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
も
永
青
文
庫
本
が
や
や
勝
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
『
河
合
社
歌
合
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
注
１

に
あ
げ
た
藤
川
ゼ
ミ
の
注
釈
の
段
階
で
は
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
歌

合
部
類
本
」（『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
）
が
底
本
と
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
注
釈
作
業
の
過
程
で
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
の
優

秀
性
が
確
認
さ
れ
、
底
本
も
こ
れ
に
変
更
さ
れ
た
ら
し
い
。

　

た
と
え
ば
『
河
合
社
歌
合
』
一
番
左
の
歌
は
為
家
の
作
品
で
、

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
に
よ
れ
ば
、
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冬
月

よ
そ
な
か
ら
豊
の
明
の
こ
の
こ
ろ
と
お
も
ひ
出
た
る
月
そ
か
な

し
き

と
な
っ
て
い
る
。
傍
線
の
箇
所
に
つ
い
て
書
陵
部
本
（『
新
編
国

歌
大
観
』
の
底
本
）、
内
閣
文
庫
本
、
家
郷
隆
文
氏
所
蔵
本
は
「
お

も
ひ
は
て
た
る
」
と
す
る
が
、
こ
こ
は
「
お
も
ひ
出
た
る
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
注
で
は
「
思
い
出
し
た
、
思
い
起
こ
し
た
、

の
意
。「
お
も
ひ
出
た
る
月
」、「
お
も
ひ
は
て
た
る
月
」
な
ど
の
先

例
は
み
え
な
い
」と
す
る
。
し
か
し
「
出
づ
」は
月
の
縁
語
な
の
で
、

つ
き
を
見
侍
り
て
ゐ
な
か
な
る
を
と
こ
を
お
も
ひ
い

で
て
つ
か
は
し
け
る

こ
よ
ひ
君
い
か
な
る
さ
と
の
つ
き
を
み
て
宮
こ
に
た
れ
を
お
も

ひ
い
づ
ら
ん

           

（『
拾
遺
抄
』
巻
第
十
八･

恋
下･

三
五
五
・
中
宮
内
侍
）

い
く
た
び
か
あ
は
れ
さ
か
し
と
お
も
ひ
い
で
て
身
の
い
た
づ
ら

に
つ
き
を
見
る
か
な

（『
万
代
和
歌
集
』
巻
第
十
五
・
雑
歌
二
・
三
○
一
五
・
良
実
）

な
ど
の
例
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
思
い
出
し
た
折
し
も
空
に
さ

し
出
た
月
」
と
い
う
多
層
表
現
に
な
る
。
中
世
歌
合
の
注
釈
的
研

究
は
、
よ
り
よ
い
本
文
の
追
求
と
と
も
に
、
今
後
の
大
き
な
課
題

と
な
る
。

二
、
平
安
時
代
の
歌
合
に
お
け
る
遊
戯
性
か
ら
、
中
世
歌
合
の
文

芸
性
へ
の
傾
斜
は
す
で
に
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世

の
歌
合
の
特
色
は
か
な
り
複
合
的
な
も
の
で
、
晴
と
褻
の
混
交
、

呪
術
性
の
復
活
、
歌
壇
状
況
の
顕
著
な
反
映
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

歌
合
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
性
格
を
見
せ
て
い
る
。
本
稿
で
注
目
し

た
（
演
技
者
と
し
て
の
）
判
者
の
役
割
や
、
勝
負
の
判
定
に
お
け

る
人
間
学
的
考
察
は
、こ
れ
か
ら
も
重
要
な
課
題
に
な
る
は
ず
で
、

個
々
の
歌
合
の
企
画
者
、
判
者
、
参
加
者
等
の
人
間
関
係
と
出
詠

歌
の
性
格
と
の
関
わ
り
の
問
題
が
、
大
事
な
課
題
と
し
て
浮
上
し

て
来
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
） 

「
尾
道
大
学
日
本
文
学
論
叢
」
第
５
号
（
平
成
21
年
12
月
）

（
２
） 

『
藤
原
為
家
研
究
』（
平
成
20
年
９
月
・
笠
間
書
院
刊
）
32
頁

（
３
） 

『
新
編
私
家
集
大
成
』（CD

―
ROM

版
）『
信
実
朝
臣
家
集
』

（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
一
○
四･

三
八
）

　

家
に
す
ゝ
め
侍
し
河
合
の
や
し
ろ
の
歌
合
に
千
鳥

霜
さ
ゆ
る
つ
ゝ
み
の
う
へ
の
か
は
む
か
ひ 

 

を
ち
方
き
け

は
千
鳥
啼
也

（
４
） 

「『
院
御
歌
合
』の
藤
原
為
家
」（「
表
現
技
術
研
究
」第
３
号
、

平
成
19
年
３
月
）

　

「
和
歌
の
読
解
と
作
歌
環
境―

『
院
御
歌
合
』
を
例
に
し

て―

」（「
国
語
と
教
育
」
第
32
号
、
平
成
19
年
11
月
）

―

い
と
う
・
く
に
お　

広
島
大
学
名
誉
教
授―


