
一

制
詞
「
花
の
雪
ち
る
」

『
新
古
今
集
』
に
俊
成
の
代
表
歌
の
ひ
と
つ
と
し
て
名
高
い
次
の
歌
が
あ
る
。

摂
政
太
政
大
臣
家
に
、
五
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に

ま
た
や
み
む
か
た
の
の
み
の
の
桜
が
り
花
の
雪
ち
る
春
の
あ
け
ぼ
の

（
新
古
今
集
・
春
下
・
一
一
四
）

『
拾
遺
愚
草
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
藤

原
良
経
が
八
人
の
女
房
歌
人
に
詠
ま
せ
た
百
首
歌
の
披
講
の
際
に
催
し
た
五
首

歌
会
で
詠
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
『
俊
成
卿
百
番
自
歌
合
』『
近

代
秀
歌
』
遺
送
本
の
秀
歌
例
、『
秀
歌
体
大
略
』『
定
家
八
代
抄
』
に
も
入
れ
ら

れ
、
ま
た
『
井
蛙
抄
』
に
も
「
こ
の
人
々
の
思
い
れ
て
す
ぐ
れ
た
る
歌
」
と
さ

れ
て
い
る
。
な
か
で
も
と
り
わ
け
、
為
家
の
『
詠
歌
一
躰
』
甲
本
の
「
歌
の
す

が
た
の
事
」
に
「
近
代
よ
き
歌
と
申
し
あ
ひ
た
る
歌
」
と
し
て
引
か
れ
、
第
四

句
「
花
の
雪
ち
る
」
は
、
甲
乙
丙
三
本
で
「
ぬ
し
あ
る
詞
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
、

そ
の
使
用
を
禁
じ
ら
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
花
の
雪
ち

る
」
に
つ
い
て
『
美
濃
の
家
つ
と
』
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

狩
は
、
雪
ち
る
比
す
る
物
な
る
を
、
そ
の
狩
を
さ
く
ら
が
り
に
い
ひ
な
し
、

其
雪
を
花
の
雪
に
い
ひ
な
せ
る
、
い
と
お
も
し
ろ
し

久
保
田
淳
氏
は
こ
れ
に
首
肯
さ
れ
て
「『
桜
狩
り
』
の
縁
語
と
し
て
『
花
の

雪
』
と
い
う
表
現
が
得
ら
れ
た
」
と
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
が
、
夙
に
こ

の
句
を
含
む
『
詠
歌
一
躰
』
の
「
ぬ
し
あ
る
詞
」
に
つ
い
て
言
語
学
的
観
点
か

ら
論
じ
ら
れ
た
丸
山
嘉
明
氏
は
「
花
と
雪
と
の
中
間
セ
ン
ス
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
首
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
渡
部
泰
明
氏
は

次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

花
と
雪
と
を
無
媒
介
に
掛
け
合
わ
せ
る
こ
の
圧
縮
さ
れ
た
一
句
を
獲
得
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
花
と
も
雪
と
も
つ
か
ぬ
も
の
の
散
り
交
う
空
間
的
な

■
■
■
■
■
■
■
■

二
八

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

藤

麻

弥

子



広
が
り
を
形
象
化
し
得
た
。

す
な
わ
ち
『
伊
勢
物
語
』
を
本
説
と
し
て
「
交
野
の
御
野
」
を
配
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
落
花
の
風
景
に
「
雪
」
の
中
の
「
狩
」
の
風
景
が
重
ね
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
石
田
吉
貞
氏
は
「
雪
」
が
「
狩
」
の
縁
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
修

辞
上
の
技
巧
に
と
ど
ま
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
確
か
に
こ
れ
は
レ

ト
リ
ッ
ク
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
に
お
い
て
は
レ
ト
リ
ッ
ク
自
体
が

「
交
野
の
御
野
」
の
豊
穣
な
物
語
世
界
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。「
雪
」
は
縁
語
に
よ
っ
て
連
想
的
に
導
か
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
世
界
を
構
築
す
る
不
可
欠
な
要
素
な
の
で
あ
る
。「
雪
に
見
立
て
た

花
」
と
い
う
単
な
る
見
立
て
表
現
に
と
ど
ま
ら
ぬ
「
花
の
雪
」
の
幻
想
的
な
風

景
｜
｜
「
花
」
と
「
雪
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
渾
淆
あ
る
い
は
重
複
｜
｜
は
、
こ
の

歌
に
お
い
て
一
回
的
に
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
他
の
歌
に
お

け
る
「
花
の
雪
」
と
は
明
確
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、

慈
円
、
良
経
ら
に
よ
る
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

関
路
花

駒
な
べ
て
た
が
ひ
に
跡
を
を
し
む
か
な
花
の
雪
ち
る
白
河
の
関

（
仙
洞
五
十
首
歌
合
・
八
一
・
大
僧
正

慈
円
）

花

や
ま
か
げ
や
は
な
の
ゆ
き
ち
る
あ
け
ぼ
の
の
こ
の
ま
の
月
に
た
れ
を
た
づ

ね
む

（
秋
篠
月
清
集
・
四
一
三
）

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

二
九

俊
成
歌
で
は
設
定
さ
れ
た
本
説
の
物
語
世
界
に
よ
っ
て
「
花
」
と
拮
抗
す
る

ほ
ど
の
強
度
が
「
雪
」
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
に
較
べ
て
、
慈
円
、
良
経
歌
で

は
「
花
」
が
散
る
情
景
に
「
雪
」
は
た
だ
「
花
」
の
見
立
て
と
し
て
引
き
合
い

に
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。『
詠
歌
一
躰
』
が
俊
成
の
句
を
「
ぬ
し
あ
る
詞
」

と
規
定
し
た
こ
と
の
一
因
を
こ
の
点
に
帰
す
る
こ
と
は
、
前
に
挙
げ
た
先
学
諸

氏
の
見
解
に
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
花
の
雪
」
は
俊
成
歌
以
後
、
新

古
今
歌
人
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
が
、
制
詞
と
さ
れ
て
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
使
わ

れ
な
く
な
る
。
本
稿
で
は
『
詠
歌
一
躰
』
の
「
ぬ
し
あ
る
詞
」
の
ひ
と
つ
で
あ

る
俊
成
の
「
花
の
雪
ち
る
」
と
い
う
表
現
を
軸
と
し
て
、
そ
れ
に
関
連
す
る

「
花
の
雪
」
及
び
「
花
の
白
雪
」
と
い
う
歌
語
の
生
成
と
展
開
に
つ
い
て
通
時

的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

二
「
花
の
雪
」
と
「
花
の
白
雪
」

花
を
雪
に
見
立
て
る
の
は
は
や
く
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
六

朝
詩
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

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

（
万
葉
集
・
巻
五
・
八
二
六
・
旅
人
）

こ
れ
は
梅
の
花
が
散
る
様
子
を
雪
に
見
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
梅
花
を
雪
に
見
立
て
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
見
立
て
は
『
万
葉
集
』

の
後
の
三
代
集
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。『
古
今
集
』
以
後
は
桜
花
の
歌
が
増



加
す
る
の
に
伴
っ
て
桜
の
雪
へ
の
見
立
て
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
こ
に
認
識
の
あ
り
方
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち

「
梅
」
と
「
雪
」
は
早
春
と
い
う
季
節
に
両
立
し
う
る
か
ら
実
際
に
見
紛
う
こ

と
も
あ
る
が
、
春
の
「
桜
」
が
「
雪
」
と
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
う
状
況
は
現

実
に
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
、
決
し
て
起
こ
り
え
な
い
「
桜
」
と
「
雪
」
の
両

立
が
和
歌
史
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

片
桐
洋
一
氏
は
『
古
今
集
』
の
見
立
て
歌
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
漢
詩
の
影

響
を
受
け
て
「

と
ぞ
見
る
」
と
か
「

と
こ
そ
見
れ
」「
と
ぞ
あ
や
ま
つ
」

の
形
を
多
く
と
り
「
晴
の
文
芸
と
し
て
の
役
割
を
和
歌
が
分
担
し
よ
う
と
し
た

宇
多
朝
歌
壇
に
お
い
て
爆
発
的
に
流
行
し
た
」
も
の
だ
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

片
桐
氏
は
さ
ら
に
「
詠
歌
対
象
を
、
そ
れ
と
は
全
く
異
質
な
物
に
直
感
的
に
見

立
て
る
『
見
立
て
』
本
来
の
お
も
し
ろ
さ
」
か
ら
「
既
に
見
立
て
終
え
た
結
果

を
前
提
に
し
て
表
現
す
る
方
法
」
へ
、
す
な
わ
ち
「
見
立
て
」
か
ら
「
歌
語
」

へ
の
移
行
の
結
果
と
し
て
次
の
よ
う
な
歌
を
挙
げ
て
「
浪
」
を
「
花
」
と
し
て

見
る
、
或
い
は
「
山
」
の
紅
葉
を
「
錦
」
と
し
て
見
る
、
す
な
わ
ち
「

に
見

立
て
た

」
を
「

の

」
と
い
う
形
で
表
現
す
る
も
の
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

草
も
木
も
色
か
は
れ
ど
も
わ
た
つ
う
み
の
浪
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け
る

（
古
今
集
秋
下
・
二
五
〇
・
康
秀
）

霜
の
た
て
つ
ゆ
の
ぬ
き
こ
そ
よ
わ
か
ら
し
山
の
錦
の
お
れ
ば
か
つ
ち
る

（
古
今
集
秋
下
・
二
九
一
・
関
雄
）

「
雪
に
見
立
て
た
花
」
を
意
味
す
る
「
花
の
雪
」
も
ま
た
、
こ
れ
ら
と
同
様

の
過
程
を
た
ど
っ
て
発
生
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
勅
撰
集
に
お
け

る
「
花
の
雪
」
の
用
例
は
次
の
表
に
示
す
よ
う
に
（
表
一
）
俊
成
の
「
ま
た
や

み
む

」
の
歌
が
最
も
早
い
。

（
表
一
）

新
古
今
集
１

続
古
今
集
１

続
拾
遺
集
１

玉
葉
集
１

風
雅
集
２

新

千
載
集
２

勅
撰
集
以
外
で
は
「
花
の
雪
」
の
最
も
早
い
使
用
例
と
し
て
「
波
の
花
」「
山

の
錦
」
と
同
じ
宇
多
朝
時
代
の
延
喜
二
一
（
九
二
一
）
年
の
『
京
極
御
息
所
歌

合
』
で
詠
出
さ
れ
た
作
者
不
詳
の
歌
が
あ
る
。

こ
の
ま
よ
り
は
な
の
ゆ
き
の
み
ち
り
く
る
は
み
か
さ
の
や
ま
の
も
る
に
ざ

る
べ
き

（
京
極
御
息
所
歌
合
・
五
・
）

ま
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
も
「
宅
・
と
な
り
」
の
題
で
次
の
歌
が
み
ら
れ
る
。

ち
か
け
れ
ぱ
あ
は
む
と
お
も
ふ
に
春
な
れ
ど
花
の
雪
に
ぞ
ふ
り
へ
だ
つ
め

る

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
二
・
一
三
三
八
）

こ
れ
は
、
逢
い
に
行
け
な
い
口
実
と
し
て
「
雪
」（
本
当
は
「
花
」）
が
降
り

積
も
っ
て
障
害
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
強
弁
す
る
も
の
で
「
花
」
を
「
雪
」

と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
ふ
り
へ
だ
つ
」
も
の
と
し
て
の
「
雪
」
の
特
質
を

「
花
」
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
美
的
対
象
の
客
観
的
描
写
に
お

い
て
「
花
」
と
「
雪
」
と
が
類
似
性
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
〇



『
古
今
集
』
に
入
集
す
る
『
伊
勢
物
語
』
十
七
段
の
次
の
歌
、

け
ふ
こ
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
ふ
り
な
ま
し
き
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま

し
や

（
古
今
集
・
春
上
六
三
）

が
落
花
を
「
雪
」
と
み
な
し
、「
消
え
」
な
い
か
ら
や
は
り
「
花
」
だ
と
言
っ

て
意
味
を
転
じ
て
ゆ
く
の
と
同
様
、
両
者
の
類
似
性
を
巧
み
に
生
か
す
機
知
の

表
出
こ
そ
に
眼
目
が
あ
る
と
い
え
る
歌
で
あ
る
。

「
花
の
雪
」
と
い
う
表
現
が
、
俊
成
歌
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
桜
花

の
美
の
客
観
的
に
描
写
に
使
用
さ
れ
る
の
は
、
西
行
の
家
集
に
「
花
十
首
」
と

し
て
見
ら
れ
る
次
の
例
が
最
も
早
い
。

花
の
ゆ
き
の
に
は
に
つ
も
る
に
あ
と
つ
け
し
か
ど
な
き
や
ど
と
い
ひ
ち
ら

さ
れ
て

（
山
家
集
・
一
四
五
九
）

な
が
め
つ
る
あ
し
た
の
雨
の
庭
の
お
も
に
花
の
ゆ
き
し
く
春
の
夕
ぐ
れ

（
山
家
集
・
一
四
六
〇
）

こ
の
二
首
は
西
行
の
出
家
前
の
作
と
す
る
説
、
幼
稚
で
あ
る
と
す
る
と
の
説

が
あ
る
が
『
山
家
集
』
の
中
に
完
全
な
形
で
み
ら
れ
る
百
首
歌
の
歌
群
に
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
。
西
行
歌
に
お
け
る
桜
花
の
見
立
て
の
方
法
は
『
俊
頼
髄

脳
』
に
、

ま
た
、
歌
に
は
似
物
と
い
ふ
事
あ
り
。
さ
く
ら
を
白
雲
に
よ
せ
、
散
る
花

を
ば
雪
に
た
ぐ
へ

と
あ
る
通
り
、
咲
き
誇
る
花
は
「
雲
」
に
、
落
花
は
「
雪
」
に
見
立
て
ら
れ
る

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
一

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
花
の
雪
」
が
初
め
て
見
ら
れ
る
こ

と
に
加
え
て
、
そ
れ
が
落
花
の
後
に
地
面
に
一
面
に
敷
い
た
も
の
を
指
し
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
西
行
歌
の
後
に
詠
ま
れ
た
俊
成
の
「
ま
た
や
み
む

」
の
ほ
か
に
も
良

経
、
雅
経
、
通
具
と
い
っ
た
歌
人
の
詠
歌
の
中
に
「
花
の
雪
」
と
い
う
表
現
は

多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
新
古
今
時
代
に
好
ん
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
そ
の
用
例
を
一
首
ず
つ
挙
げ
る
。

古
渓
花

し
も
と
ゆ
ふ
か
づ
ら
き
や
ま
の
た
に
か
ぜ
に
は
な
の
ゆ
き
さ
へ
ま
な
く
ち

る
な
り

（
秋
篠
月
清
集
・
九
六
二
）

家
会
に
、
月
前
花
を

は
な
の
ゆ
き
そ
ら
に
し
ら
れ
ぬ
い
ろ
な
が
ら
こ
の
し
た
か
ぜ
に
月
ぞ
さ
え

行
く

（
明
日
香
井
集
・
一
三
一
九
）

ふ
き
は
ら
ふ
こ
の
し
た
か
ぜ
に
か
つ
き
え
て
つ
も
ら
ぬ
に
は
の
花
の
ゆ
き

か
な

（
千
五
百
番
歌
合
・
五
二
七
・
続
古
今
集
一
四
四

通
具
）

こ
の
よ
う
に
「
花
の
雪
」
と
い
う
表
現
の
端
緒
は
宇
多
朝
時
代
に
見
ら
れ
る

も
の
の
勅
撰
集
に
は
用
例
が
見
ら
れ
ず
、
勅
撰
集
以
外
で
の
例
は
西
行
に
至
る

ま
で
に
は
先
に
挙
げ
た
二
首
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
花
の
雪
」
は
新
古
今
時

代
に
流
行
す
る
が
、
表
一
に
示
す
よ
う
に
『
詠
歌
一
躰
』
で
「
花
の
雪
ち
る
」

が
制
詞
と
な
っ
た
の
ち
に
激
減
し
、
一
八
番
目
の
新
千
載
集
以
後
に
は
全
く
見



ら
れ
な
く
な
る
。
勅
撰
集
以
外
で
も
、「
花
の
雪
」
は
私
家
集
で
は
『
続
草
庵

集
』
に
一
例
、『
伏
見
院
御
集
』
に
一
例
、『
経
氏
集
』
に
一
例
、『
草
根
集
』

に
二
例
、
私
撰
集
で
は
『
新
和
歌
集
』
に
一
例
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
「
花
の
雪
」
の
使
用
が
激
減
す
る
い
っ
ぽ
う
「
花
の
白
雪
」
は
一
九

番
目
の
新
拾
遺
集
以
後
の
用
例
が
増
加
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は

「
花
の
雪
」
の
よ
う
な
禁
制
か
ら
免
れ
た
こ
と
、
ま
た
制
禁
の
た
め
に
「
花
の

雪
」
の
使
用
が
控
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
そ
の
代
替
機
能
を
も
果
た

し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
花
の
白
雪
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
使

用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
表
二
）

千
載
集
１

新
古
今
集
１

続
後
撰
集
２

続
古
今
集
１

続
拾
遺
集
２

新
後
撰
集
２

玉
葉
集
２

続
千
載
集
３

続
後
拾
集
２

風
雅
集
２

新
拾
遺
集
５

新
後
拾
遺
集
４

新
続
古
今
集
４

「
花
の
白
雪
」
の
最
も
早
い
使
用
例
は
、
永
暦
元
（
一
一
六
〇
）
年
成
範
に

よ
っ
て
催
さ
れ
た
法
勝
寺
十
首
で
詠
出
さ
れ
、
千
載
集
に
入
集
し
た
俊
恵
の
次

の
歌
で
あ
る
。

み
よ
し
の
の
山
し
た
風
や
は
ら
ふ
ら
む
こ
ず
ゑ
に
か
へ
る
花
の
し
ら
雪

（
千
載
集
・
春
下
・
九
三
）

岩
波
新
大
系
『
千
載
和
歌
集
』
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、
雪
の
よ
う
な
花
が
梢
に
咲

き
返
る
様
子
を
眺
望
し
て
吉
野
の
山
の
麓
を
吹
く
風
が
落
花
を
吹
き
上
げ
て
い

る
、
と
い
う
内
容
の
歌
で
、
こ
れ
は
『
古
今
集
』
の
貫
之
の
歌
、

白
雪
の
ふ
り
し
く
時
は
み
よ
し
の
の
山
し
た
風
に
花
ぞ
ち
り
け
る

（
古
今
集
・
賀
・
三
六
三
・
貫
之
）

を
本
歌
と
し
、
本
歌
の
趣
向
を
逆
に
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
吉
野
は
雪

の
名
所
と
し
て
名
高
い
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
歌
の
よ
う
に
吉
野
の

「
雪
」
と
「
桜
」
は
、
見
紛
う
も
の
と
し
て
常
套
的
に
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た

三
吉
野
の
山
べ
に
さ
け
る
さ
く
ら
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

（
古
今
集
・
春
上
・
六
〇
友
則
）

俊
恵
の
歌
も
ま
た
「
吉
野
」
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
桜
花
と
と
も
に
雪
の
イ

メ
ー
ジ
が
彷
彿
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
俊
恵
の
歌
の
趣
向
と
類
似
し
た
歌

が
俊
恵
の
主
催
し
た
歌
林
苑
の
歌
人
、
藤
原
広
言
の
家
集
に
見
ら
れ
る
。
次
に

挙
げ
る
の
は
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
日
吉
社
歌
合
で
出
詠
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

日
吉
歌
合
、
花
を

あ
さ
ま
だ
き
は
る
の
木
ず
ゑ
を
み
わ
た
せ
ば
か
す
み
に
き
ゆ
る
は
な
の
し

ら
ゆ
き

（
広
言
集
・
一
七
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
木
ず
ゑ
」
近
く
の
縹
渺
と
し
た
遠
景
描
写
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
従
兄
に
あ
た
る
定
家
の
編
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
藤
原
長

方
の
家
集
に
「
花
の
白
雪
」
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
遠
景
描
写
で

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
二



あ
り
、
桜
花
が
風
に
吹
か
れ
て
空
に
消
え
て
行
く
情
景
で
あ
る
。

花
を

春
風
の
や
や
吹
く
ま
ま
に
高
砂
の
尾
上
に
き
ゆ
る
は
な
の
し
ら
ゆ
き

（
長
方
集
・
二
八
）

「
花
の
白
雪
」
も
ま
た
「
花
の
雪
」
と
同
様
、
新
古
今
歌
人
に
広
く
受
け
い

ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
家
集
中
に
良
経
は
三
例
、
慈
円
は
四
例
、
家
隆
に
一
例
、

定
家
に
三
例
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
の
用
例
を
一

首
ず
つ
掲
げ
る
。
慈
円
の
歌
は
文
治
二
（
一
一
八
六
）
年
西
行
の
勧
進
し
た
二

見
浦
百
首
、
家
降
の
歌
は
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
の
為
家
家
百
首
そ
れ
ぞ
れ

詠
出
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。

吉
野
山
は
る
の
梢
を
な
が
む
れ
ば
風
に
ぞ
き
ゆ
る
花
の
し
ら
雪

（
拾
玉
集
・
五
一
四
）

か
づ
ら
き
や
た
か
ま
の
あ
ら
し
吹
き
ぬ
ら
し
天
に
し
ら
る
る
花
の
白
雪

（
壬
二
集
・
一
二
五
八
）

ふ
り
に
け
る
庭
の
苔
路
に
春
暮
れ
て
行
へ
も
し
ら
ぬ
花
の
し
ら
雪

（
拾
遺
愚
草
・
二
一
四
）

さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と
や
の
こ
り
け
む
あ
す
よ
り
さ
き
の
は
な
の
し
ら

ゆ
き

（
新
古
今
集
・
春
下
・
一
三
六
、
秋
篠
月
清
集
・
一
〇
一
八
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
花
の
白
雪
」
の
最
も
早
い
使
用
例
で
あ
る
長
方
の
歌
は
、

の
ち
に
末
句
の
「
花
の
白
雪
」
が
「
花
の
白
雲
」
と
し
て
『
新
勅
撰
集
』
に
入

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
三

集
し
て
い
る
。

は
る
か
ぜ
の
や
や
ふ
く
ま
ま
に
た
か
さ
ご
の
を
の
へ
に
き
ゆ
る
花
の
し
ら

く
も

（
新
勅
撰
集
・
春
下
・
一
〇
〇
長
方
）

「
白
雲
に
見
立
て
た
花
」
を
意
味
す
る
「
花
の
白
雲
」
も
注
目
す
べ
き
歌
語

で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
も
ま
た
最
も
早
い
使
用
例
が
広
言
の
詠
歌
の
中
に
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
し
の
や
ま
か
す
み
は
れ
の
く
た
え
ま
よ
り
た
ち
か
は
り
ぬ
る
花
の
し
ら

く
も

（
広
言
集
・
一
六
）

こ
の
よ
う
に
「
花
の
白
雲
」
も
「
花
の
白
雪
」
と
同
様
、
俊
恵
と
そ
の
周
辺

の
歌
人
に
よ
っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
表
現
だ
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。「
花
の
白
雲
」
の
使
用
例
は
『
新
勅
撰
集
』
の
長
方
歌
よ

り
先
の
八
代
集
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
次
の
「
花
の
雲
ま
」
の
例
も
新
古
今
時

代
に
至
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

み
ね
し
ら
む
こ
ず
ゑ
の
そ
ら
に
か
げ
お
ち
て
花
の
雲
ま
に
あ
り
あ
け
の
月

（
千
五
百
番
歌
合
・
三
一
六
・
忠
良

風
雅
・
春
二
・
二
〇
七
）

「
花
の
雪
」「
花
の
白
雪
」
と
い
う
表
現
は
｜
ま
た
「
花
の
雲
」「
花
の
白

雲
」
も
同
様
に
｜
「
浪
の
花
」「
山
の
錦
」
な
ど
と
同
時
期
に
見
立
て
表
現
を

圧
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
て
継
承
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
新

古
今
前
夜
に
西
行
、
俊
恵
ら
が
桜
花
の
美
の
描
写
に
際
し
て
用
い
始
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
定
着
し
た
、
き
わ
め
て
新
古
今
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は



な
い
だ
ろ
う
か
。

三
「
花
の
雪
」
と
「
花
雪
」

「
花
の
雪
」「
花
の
白
雪
」
は
今
ま
で
に
見
た
と
お
り
、

落
花
、

落
花
後

に
積
も
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は

咲
い
て
い
る
花
の
描
写
で
あ
り
、
発
話
者
の

視
界
も
近
景
の
も
の
と
遠
景
の
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
が
「
花
の
雪
」
と
い
う
語
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う

に
定
義
さ
れ
る
。

「
は
な
の
雪
」

一

白
く
咲
い
て
い
る
花
、
ま
た
花
の
散
る
の
を
雪
に
見
立
て
た
表
現
。

花
吹
雪
。

二

香
の
名
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
花
吹
雪
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
落
花
と
は
も
と

よ
り
散
り
乱
れ
る
様
で
あ
る
が
、「
花
吹
雪
」
は
そ
の
程
度
が
甚
大
な
も
の
で

あ
る
。
ま
た
「
花
吹
雪
」
と
し
て
の
「
花
の
雪
」
と
は
漢
語
の
「
花
雪
」
と
い

う
表
現
と
同
義
で
あ
る
。
次
に
『
大
漢
和
辞
典
』
の
説
明
を
掲
げ
る
。

「
花
雪
」

一

あ
ら
れ
。
霰
。

二

花
ふ
ぶ
き
。

三

花
ふ
ぶ
き
の
柄
。

『
大
漢
和
辞
典
』
は
、「
花
吹
雪
」
の
用
例
と
し
て
白
居
易
の
「
惜
春
贈
李
尹

詩
」
に
、

芳
樹
花
團
雪
、
衰
翁
鬢
撲
霜

と
見
ら
れ
る
の
を
ひ
い
て
い
る
が
、「
花
雪
」
と
い
う
表
現
は
他
に
も
六
朝
以

来
の
代
表
的
な
詩
人
の
作
品
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
用
例
は

『
佩
文
韻
府
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

﹇
梁
簡
文
帝
謝
東
宮
賜
裘
啓
﹈
地
捲
朔
風
庭
流
花
雪

﹇
盧
照
隣
和
呉
侍
御
被
使
燕
然
詩
﹈
戌
城
聊
一
望
花
雪
幾
参
差

﹇
鄭
谷
東
屬
春
曉
詩
﹈
潼
江
水
上
楊
花
雪
剛
逐
孤
舟
繚
飛

﹇
蘇
軾
陳
直
躬
晝
雁
詩
﹈
先
鳴
勤
鼓
吹
乱
蘆
花
雪

い
う
ま
で
も
な
く
中
国
文
学
に
お
い
て
は
日
本
と
異
な
り
「
花
」
が
特
に
桜
花

を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
花
雪
」
が

表
す
世
界
は
「
花
吹
雪
」
に
他
な
ら
ず
、
発
話
者
自
身
を
取
り
巻
く
よ
う
な
近

景
描
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
漢
語
「
花
雪
」
の
意
味
で
あ
る
「
花
吹
雪
」
を
そ
の
ま
ま
読

み
下
し
た
「
花
の
吹
雪
」
と
い
う
表
現
が
、「
花
の
雪
」
の
初
出
例
を
含
む
西

行
の
『
山
家
集
』
と
「
花
の
白
雪
」
の
初
出
例
を
含
む
俊
恵
の
『
林
葉
集
』
に

や
は
り
同
じ
よ
う
に
初
め
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

落
花
の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に

春
風
の
花
の
ふ
ぶ
き
に
う
づ
ま
れ
で
ゆ
き
も
や
ら
れ
ぬ
し
が
の
や
ま
み
ち

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
四



（
山
家
集
・
一
一
三
）

山
花
の
心
を

み
よ
し
の
は
山
路
ふ
み
分
け
行
き
か
か
り
花
の
ふ
ぶ
き
も
人
は
と
め
け
り

（
林
葉
集
・
一
六
六
）

俊
恵
の
「
み
よ
し
の
は

」
の
歌
で
は
「
行
き
」
に
「
雪
」
が
掛
か
り
、

吉
野
の
景
物
で
あ
る
「
花
」
と
「
雪
」
と
が
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
西

行
の
「
春
風
の

」
の
歌
に
つ
い
て
臼
田
昭
吾
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
。

「
花
」
と
「
雪
」
と
が
相
即
の
形
で
融
合
し
、
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
等
し

く
複
合
的
に
捉
え
ら
れ
、
一
そ
う
幽
艶
さ
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。
生
得
の

歌
人
と
謳
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
感
覚
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
俊
成
歌
と
同
様
、
一
首
に
配
さ
れ
た
掛
詞
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
が
有

効
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
首
の
表
現
世
界
に
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
性
を
も
た
せ

て
い
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
花
の
雪
」
と
「
花
の
吹
雪
」
の
発

生
が
と
も
に
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
同
じ
く
西
行
、
俊
恵
ら
に
よ
っ
て
初
め
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
漢
語
「
花
雪
」
に
由
来
し
、
そ
の
訓

「
花
の
雪
」
と
意
味
内
容
「
花
吹
雪
」
を
和
歌
に
取
り
入
れ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
と
同
時
期
に
発
生
し
た
と
み
ら

れ
る
本
稿
「
二
」
で
挙
げ
た
「
花
の
白
雲
」「
花
の
雲
（
間
）」
も
ま
た
漢
語

「
花
雲
」
か
ら
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。
西
行
、
俊
恵
の
和
歌
表
現
に
お
け
る

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
五

漢
詩
（
漢
語
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
詳
細
に
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ま
た
「
花
の
白
雪
」
は
「
西
行
歌
を
念
頭
に
お
い
て
詠
出
さ
れ
た
と

お
ぼ
し
い
和
歌
が
頻
出
」
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
慈
円
の
家
集
や
同
時

代
の
正
治
初
度
・
後
度
百
首
に
出
詠
さ
れ
た
歌
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

山
旅

あ
く
が
れ
し
花
の
ふ
ぶ
き
に
過
ぎ
な
れ
て
雪
の
空
に
も
し
が
の
山
ご
え

（
拾
玉
集
・
三
七
四
五
正
治
後
一
〇
七
二
）

こ
え
く
ら
す
花
の
ふ
ぶ
き
の
春
の
山
に
ま
つ
り
て
な
せ
そ
し
が
の
里
人

（
拾
玉
集
・
二
三
〇
七
）

ち
り
ま
が
ふ
は
な
の
ふ
ぶ
き
に
か
き
く
れ
て
空
ま
で
に
ほ
ふ
し
が
の
山
ご

え

（
正
治
初
度
百
首
・
三
二
〇
・
守
覚
法
親
王
）

峰
わ
た
る
花
の
ふ
ぶ
き
に
う
づ
も
れ
て
ま
た
冬
ご
も
る
谷
の
か
げ
草

（
正
治
後
度
百
首
・
六
一
三
・
鴨
長
明
）

し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
花
の
吹
雪
」
は
、
そ
の
後
は
近
世
に
若
干
使
わ
れ
て

い
る
ほ
か
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。「
花
吹
雪
」
を
意
味
す
る
漢
語

「
花
雪
」
の
摂
取
に
始
ま
っ
た
和
歌
世
界
に
お
け
る
桜
花
の
風
景
は
、
眼
前
で

花
び
ら
の
散
り
交
う
動
的
な
も
の
か
ら
展
開
し
て
西
行
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
よ

う
な
落
花
の
後
に
散
り
敷
い
た
静
的
な
状
態
や
俊
恵
が
描
い
た
よ
う
な
遠
景
を

眺
望
し
て
の
桜
花
の
描
写
な
ど
が
好
ん
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
桜
花
の
多
様
な
情
景
の
描
写
は
、「
花
の
雪
」



「
花
の
吹
雪
」
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
る
な
か
で
、「
花
の
白
雪
」
に
よ

っ
て
一
手
に
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四

制
禁
以
後
の
「
花
の
雪
」「
花
の
白
雪
」

『
詠
歌
一
躰
』
に
よ
る
制
禁
の
後
に
「
花
の
雪
ち
る
」
と
い
う
表
現
が
使
用

さ
れ
た
例
は
一
度
で
あ
り
、「
従
三
位
政
子
」
後
崇
光
院
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

湖
上
落
花
を

さ
そ
ひ
き
て
釣
す
る
蜑
の
袖
ま
で
も
花
の
雪
ち
る
志
賀
の
浦
波

（
菊
葉
集
・
一
九
九
・
従
三
位
政
子
）

こ
の
歌
は
後
期
京
極
派
の
撰
集
で
あ
る
『
菊
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
る
。
こ
の

歌
は
俊
成
歌
の
よ
う
な
「
花
」
と
「
雪
」
と
の
渾
淆
の
情
景
で
は
な
い
も
の
の

「
蜑
」
の
「
袖
」
に
「
花
の
雪
」
が
散
り
か
か
る
と
い
う
趣
向
は
清
新
な
も
の

で
あ
る
。
院
と
い
う
立
場
に
あ
る
後
崇
光
院
に
よ
る
こ
の
一
例
以
外
に
「
花
の

雪
ち
る
」
は
見
ら
れ
ず
、
本
稿
「
一
」
で
挙
げ
た
久
保
田
氏
の
御
論
考
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
花
の
雪
」
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
な
か
で
、
冷

泉
派
に
よ
る
次
の
よ
う
な
作
例
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

あ
し
が
ら
の
山
の
嵐
の
あ
と
と
め
て
花
の
雪
ふ
む
竹
の
し
た
み
ち

（
風
雅
集
・
春
下
・
二
二
七
・
為
相
女
）

消
が
て
の
花
の
雪
ふ
む
朝
戸
出
に
雲
は
昨
日
の
春
の
よ
の
夢

（
新
千
載
集
・
雑
上
・
一
七
二
四
・
為
成
）

こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
は
地
面
に
敷
い
た
落
花
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
た
だ

静
観
の
対
象
に
と
ど
ま
ら
ず
「
踏
む
」
と
い
う
動
作
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

西
行
の
描
い
た
静
的
風
景
は
こ
こ
で
動
的
な
情
景
へ
と
変
貌
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、

そ
の
使
用
例
が
増
加
す
る
「
花
の
白
雪
」
に
つ
い
て
は
『
新
古
今
集
』
以
後
の

勅
撰
集
に
合
計
三
一
例
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
四
例
が
第
二

句
目
に
お
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
残
り
の
二
七
例
が
す
べ
て
末
句
に
お
か
れ
て
い

る
と
い
う
点
に
固
定
化
、
類
型
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
は
「
花
の
白

雲
」
と
と
も
に
二
条
派
に
よ
っ
て
格
別
好
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
静
的
な

風
景
に
は
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
落
花
の
後
に
い
っ
た
ん
地
面
に
敷

い
た
状
態
に
（
強
い
）
風
が
吹
い
て
再
び
桜
花
が
舞
う
、
と
い
う
情
景
が
多
く

描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

文
永
元
年
内
裏
に
た
て
ま
つ
り
け
る
百
首
、
庭
上
落
花
を

ち
り
つ
も
る
は
な
の
し
ら
ゆ
き
ふ
き
わ
け
て
か
ぜ
こ
そ
に
は
の
あ
と
は
み

せ
け
れ

（
続
古
今
集
・
春
下
・
一
四
三
・
良
教
）

百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
、
落
花
を

山
人
の
か
へ
る
つ
ま
木
の
お
ひ
か
ぜ
に
つ
も
れ
ど
か
ろ
き
花
の
白
雪

（
新
後
拾
遺
集
・
春
下
三
四
・
御
製

後
円
融
）

木
の
も
と
に
ふ
る
と
み
え
て
も
積
も
ら
ぬ
は
嵐
や
は
ら
ふ
花
の
し
ら
雪

（
新
後
拾
遺
集
・
春
下
一
三
五
・
前
関
白
九
条
）

い
っ
ぽ
う
本
稿
「
二
」
の
（
表
二
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
京
極
派
に
よ
る
勅

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
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撰
集
『
玉
葉
集
』『
風
雅
集
』
で
は
「
花
の
白
雪
」
の
入
集
歌
数
は
比
較
的
少

な
い
の
で
あ
る
が
『
風
雅
集
』
に
お
け
る
用
例
は
次
に
示
す
よ
う
に
雑
部
、
釈

教
部
に
収
め
ら
れ
る
歌
で
あ
り
叙
景
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
心
情
を
投
影
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
花
の
白
雪
」
の
情
景
は
人
間
の
内

奥
世
界
を
も
表
象
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

題
知
ら
ず

ち
る
ま
で
に
人
も
と
ひ
こ
ぬ
木
の
も
と
は
う
ら
み
や
つ
も
る
花
の
し
ら
雪

（
風
雅
集
・
雑
四
八
四
・
平
親
清
女
）

光
台
寺
に
す
み
侍
り
け
る
に
、
二
月
一
五
日
山
本
入
道
前
太
政
大
臣

も
と
よ
り
桜
の
う
ち
枝
に
ず
ず
を
か
け
、
あ
り
な
が
ら
き
え
ぬ
と
し

め
す
仏
に
は
ゆ
き
に
も
ま
が
ふ
花
を
た
む
け
よ
と
申
し
て
侍
り
け
る

返
事
に

有
り
な
が
ら
き
え
ぬ
と
み
え
て
か
な
し
き
は
け
ふ
の
手
向
の
花
の
し
ら
雪

（
風
雅
集
・
釈
教
〇
八
八
・
山
本
入
道
前
太
政
大
臣
女
）

後
者
は
洞
院
公
守
女
で
伏
見
後
宮
の
作
者
に
よ
る
歌
で
あ
る
が
、
仏
が
不
滅

で
あ
り
な
が
ら
二
月
一
五
日
に
死
ん
だ
と
衆
生
に
示
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に

出
し
て
、「
雪
」
と
同
じ
よ
う
に
「
き
え
」
る
「
仏
」
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て

「
花
」
「
雪
」
「
仏
」
と
い
う
連
想
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
述
懐
性
の
強
い
歌
は
こ
の
ほ
か
に
も

こ
こ
の
へ
の
や
ど
も
む
か
し
に
へ
だ
た
り
ぬ
身
は
ふ
る
さ
と
の
花
の
し
ら

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
七

ゆ
き

（
伏
見
院
御
集
・
四
八
一
）

い
ま
は
身
の
春
の
め
ぐ
み
も
時
過
ぎ
て
ふ
り
ぬ
る
宿
の
花
の
し
ら
雪

（
続
後
拾
遺
集
・
雑
上
・
一
〇
〇
二
・
関
白
太
政
大
臣

冬
平
）

の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
、
最
後
の
勅
撰
集
『
新
続
古
今
集
』
に
撰
入
さ
れ
た
二

条
派
の
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
四
季
部
に
入
集
す
る
も
の
の

非
常
に
述
懐
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

八
十
ま
で
我
が
身
世
に
ふ
る
恨
み
さ
へ
つ
も
り
に
け
り
な
花
の
し
ら
雪

（
新
続
古
今
集
・
春
下
・
一
七
三
・
浄
弁
）

い
と
ど
う
き
身
の
し
ろ
衣
う
ら
み
て
も
か
ひ
な
く
つ
も
る
花
の
し
ら
雪

（
新
続
古
今
集
・
春
下
・
一
七
四
・
実
遠
）

前
者
の
歌
の
よ
う
に
「
ふ
る
（
降
る
）」
も
の
と
し
て
「
花
」
を
「
雪
」
に

見
立
て
、
さ
ら
に
「
ふ
る
（
古
る
）」「
身
」
を
重
ね
る
、
あ
る
い
は
後
者
の
歌

の
よ
う
に
「
つ
も
る
」
も
の
と
し
て
「
花
」
や
「
雪
」
に
「
う
ら
み
」
を
重
ね

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
花
の
白
雪
」
は
叙
景
歌
か
ら
内
省
的
な
表

現
、
あ
る
い
は
心
象
風
景
と
し
て
深
化
し
た
も
の
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。『

詠
歌
一
躰
』
の
「
ぬ
し
あ
る
詞
」、
俊
成
の
「
花
の
雪
ち
る
」
は
落
花
の
散

り
交
う
「
動
的
」
世
界
の
描
写
と
し
て
そ
の
比
類
の
な
い
美
を
以
て
制
禁
と
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、「
花
の
雪
」
と
い
う
歌
語
は
西
行
、
俊
恵
の
試
み
に
よ

っ
て
静
的
情
景
や
遠
景
な
ど
を
も
表
現
す
る
も
の
と
し
て
発
展
し
、
以
後
の
和



歌
史
に
も
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
「
花
の
雪
」「
花
の
吹
雪
」
に
替
わ

っ
て
「
花
の
白
雪
」
に
使
用
が
集
中
す
る
な
か
で
趣
向
や
用
法
に
お
い
て
全
体

と
し
て
固
定
化
、
類
型
化
を
免
れ
得
ぬ
も
の
の
、
そ
こ
に
は
桜
花
の
美
的
情
景

か
ら
、
内
面
描
写
へ
の
深
化
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

俊
成
の
「
花
の
雪
ち
る
」
と
「
花
の
雪
」「
花
の
白
雪
」
と
い
う
表
現
に
つ

い
て
、
本
稿
で
は
表
現
論
的
観
点
か
ら
漢
詩
の
表
現
「
花
雪
」
と
の
関
連
と
展

開
を
西
行
、
俊
恵
の
詠
歌
に
み
た
の
で
あ
る
が
、「
花
の
雪
ち
る
」
が
制
禁
詞

と
さ
れ
た
後
、
深
化
し
て
ゆ
く
美
意
識
と
と
も
に
「
花
の
白
雪
」
が
様
々
な
桜

花
の
風
景
を
描
写
す
る
歌
語
と
し
て
多
用
さ
れ
、
心
情
を
投
影
し
内
面
性
の
表

現
に
傾
倒
し
て
ゆ
く
意
識
が
見
て
取
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
俊
成
歌
に
お
い
て
「
花
と
雪
と
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
の
は

い
う
ま
で
も
な
く
（
テ
ク
ス
ト
と
い
う
世
界
で
の
）
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
認
識
で

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
現
実
的
状
況
に
お
い
て
「
花
と
も
雪
と
も
見
分
け
が
つ
か

な
い
」
と
い
う
世
界
認
識
の
方
法
は
、
次
第
に
「
花
」
を
そ
れ
と
し
て
認
識
せ

ず
「
雪
」
だ
と
す
る
よ
う
に
現
実
を
拒
絶
す
る
虚
構
へ
の
趣
向
と
な
っ
た
。
そ

れ
は
見
え
る
も
の
の
上
に
常
に
見
え
ざ
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
虚
構
の
偏
重
は
俊
成
歌
に
お
い
て
〈
現
実
の
確
か
さ

を
放
棄
し

て
虚
構
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
〈
混
淆

を
獲
得
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
「
花
」
を
た
だ
「
花
」
と
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
ず
、
見
よ
う
と
せ
ず
「
雪
」
だ
と
い
う
｜
そ
れ
は
和
歌
の
伝
統
の

継
承
へ
の
意
志
で
も
あ
る
｜
そ
の
よ
う
な
固
執
、
頑
迷
さ
は
俊
成
歌
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
た
〈
曖
昧
さ

を
結
果
と
し
て
奪
っ
て
し
ま
う
。〈
曖
昧
さ

へ
の

願
望
が
〈
曖
昧
さ

へ
の
〈
固
執

｜
常
に
「
花
」
を
「
白
雪
」
に
見
立
て
る

こ
と
｜
と
な
り
、「
花
の
白
雪
」
の
多
用
が
〈
固
定
化

を
も
た
ら
し
た
こ
と

は
逆
説
的
で
あ
る
。

「
花
の
白
雪
」
へ
の
使
用
の
集
中
に
は
歌
道
家
に
よ
っ
て
し
か
れ
た
制
詞
と

い
う
外
的
な
規
制
に
よ
っ
て
「
花
の
雪
ち
る
」
が
消
滅
せ
ら
れ
た
こ
と
と
の
関

わ
り
が
あ
る
。『
詠
歌
一
躰
』
が
「
ぬ
し
あ
る
詞
」
と
し
て
四
十
数
語
の
使
用

を
禁
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
為
家
以
後
の
作
歌
活
動
を
拘
束
し
た
こ
と
を
マ

イ
ナ
ス
の
作
用
と
し
、
先
人
の
創
作
を
尊
重
す
る
と
い
う
道
義
的
側
面
が
プ
ラ

ス
の
作
用
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
夙
に
、
風
巻
景
次
郎
氏
は
「
目
新
し
い
新

語
」
に
「
使
用
者
が
無
差
別
に
殺
到
」
し
た
こ
と
が
「
類
型
化
」
を
招
く
も
の

だ
か
ら
「
主
あ
る
詞
を
禁
ず
る
規
定
は
、
こ
う
し
た
事
情
へ
の
防
御
策
が
法
律

化
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
「
余
儀
な
き
時
代
的
産
物
」
ま
た
「
時
代
の
圧
迫
」

で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、「
こ
う
し
た
事
情
」
は
新
古
今
集
成
立

以
後
に
初
め
て
生
じ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
普
遍
的
に
、
あ
る
表
現

が
出
現
す
る
と
同
時
に
表
裏
一
体
の
形
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
定
の

表
現
の
使
用
さ
え
禁
じ
れ
ば
類
型
化
を
防
御
、
抑
制
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
八



な
い
。
そ
も
そ
も
創
作
と
は
何
か
を
踏
襲
し
つ
つ
書
き
換
え
て
ゆ
く
作
業
で
あ

り
、
常
に
挑
戦
的
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
花
の
白
雪
」
が
固
定
化
の
中
に

あ
っ
て
多
用
さ
れ
な
が
ら
も
元
来
の
漢
詩
の
表
現
世
界
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た

試
み
は
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌
史
は
内
的
、
外
的
な
問
題
に
拘
束

さ
れ
つ
つ
も
、
新
た
な
世
界
を
生
成
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

注
『
詠
歌
一
躰
』
の
諸
本
は
、
広
本
系
の
甲
本
、「
ぬ
し
あ
る
詞
」
の
み
を
抄
出
し
た

略
本
系
の
乙
本
、
丙
本
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
久
松
潜
一
氏
編
校
『
歌
論
集

一
』
三
弥
井
書
店
・
昭

・
２
の
解
題
を
参
照
。

『
美
濃
の
家
つ
と
』
の
本
文
は
、
大
久
保
正
氏
編
『
本
居
宣
長
全
集
第
三
巻
』
筑

摩
書
房
・
昭

・
１
に
拠
る
。

久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
第
一
巻
』
講
談
社
・
昭

・

・
三
四
一

頁
丸
山
嘉
明
氏
「
歌
論
に
お
け
る
セ
マ
シ
オ
ロ
ジ
ー
の
立
場
｜
制
詞
論
を
中
心
と
し

て
｜
」『
徳
島
大
学
文
学
部
紀
要
人
文
科
学
』
昭

・
３

渡
部
泰
明
氏
「
交
野
の
御
野
の
桜
狩
｜
俊
成
自
讃
歌
の
背
景
｜
」『
日
本
文
学
』

平
成
４
・
９

石
田
吉
貞
氏
『
新
古
今
和
歌
集
全
註
解
』
有
精
堂
出
版
・
昭

・
三
六
八
頁

服
部
幸
雄
氏
は
「『
見
立
て
』
考
」『
変
化
論
』
平
凡
社
・
昭

・
一
九
二
頁
で

「
見
立
て
」
は
「
象
徴
で
も
譬
喩
で
も
な
く
、
一
つ
の
独
自
な
表
現
の
力
」
と
述
べ

ら
れ
、「
見
立
て
」
に
つ
い
て
は
渡
部
泰
明
氏
が
「
中
世
和
歌
と
見
立
て
」（『
日
本

の
美
学
』

平
８
・
９
）
で
研
究
史
を
ふ
ま
え
た
上
で
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

伊
藤
博
氏
『
萬
葉
集
釋
注
三
』
集
英
社
一
九
九
六
・
五
・
九
四
頁

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

三
九

片
桐
洋
一
氏
「「
見
立
て
」
と
そ
の
時
代

古
今
集
表
現
史
の
一
章
と
し
て
」
有

吉
保
氏
ほ
か
編
『
和
歌
文
学
講
座
第
一
巻
和
歌
の
本
質
と
表
現
』
勉
誠
社
・
平
成

５
・

ま
た
片
桐
氏
は
『
古
今
集
』
に
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
表
現
と
し
て
「

な
り
け
り
」

が
あ
り
、「
み
ず
か
ら
が
気
づ
き
、
納
得
し
た
こ
と
を
詠
嘆
的
に
表
現
」
す
る
も
の

だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
花
の
雪
」
の
用
例
を
含
む
歌
の
作
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

新
古
今
一
一
四
俊
成

続
古
今
一
四
四
通
具

続
拾
遺
五
一
三
法
眼
宗
円

玉
葉
二
二
四
八
入
道
前
太
政
大
臣
（
実
兼
）

風
雅
二
二
七
為
相
女

二
三
三
後
西

園
寺
入
道
前
太
政
大
臣
（
実
兼
）

新
千
載
一
五
二
よ
み
人
知
ら
ず
（
後
徳
大
寺
左
大
臣
実
定
へ
の
返
し
）
一
七
二
四
為

成『
山
家
集
』
新
潮
古
典
集
成
・
後
藤
重
郎
氏
校
注
・
新
潮
社
・
昭
和

・
４
・
四

一
〇
頁
頭
注

本
文
は
橋
本
不
美
男
ほ
か
校
注
・
訳
『
歌
論
集
』
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館

昭

・
４
所
収
の
も
の
に
よ
る
。

臼
田
昭
吾
氏
「
西
行
和
歌
の
『
見
立
て
』
表
現
｜『
花
』
の
歌
を
中
心
に
し
て

｜
」
片
野
達
郎
氏
編
『
日
本
文
芸
思
潮
論
』
桜
楓
社
・
平
３
・
３

家
集
、
私
撰
集
に
お
け
る
「
花
の
雪
」
の
用
例
は
次
に
挙
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

続
草
庵
集
六
〇

庭
の
面
に
し
ば
し
な
消
え
そ
花
の
雪
た
め
し
ま
れ
な
る
跡
を

残
し
て

伏
見
院
御
集
一
四
九

は
な
の
ゆ
き
あ
す
を
も
ま
た
ず
た
の
め
こ
し
そ
の
こ
と

の
葉
の
あ
と
も
な
け
れ
ば

経
氏
集
六
一

か
す
み
ゆ
く
在
曙
の
月
は
そ
れ
と
だ
に
ま
が
は
ぬ
庭
の
は
な
の

雪
か
な

草
根
集
一
〇
五
六

ふ
り
い
で
む
花
の
雪
気
は
空
晴
れ
て
梢
に
あ
ら
き
春
風
ぞ



ふ
く

草
根
集
一
四
四
一

荒
ち
山
花
の
雪
折
し
か
す
が
に
音
せ
ぬ
嶺
の
春
の
木
が
ら

し
新
和
歌
集
五
九

さ
く
ら
木
の
こ
ず
ゑ
ば
か
り
や
く
も
る
ら
ん
は
な
の
雪
ふ
る

春
の
や
ま
ざ
と

勅
撰
集
に
お
け
る
「
花
の
白
雪
」
を
含
む
歌
の
作
者

千
載
集
九
三
俊
恵

新
古
今
集
一
三
六
良
経

続
後
撰
集
一
二
五
教
定

一
二
九

実
氏

続
古
今
集
一
四
三
良
教

続
拾
遺
集
一
一
二
実
兼

五
一
二
源
光
行

新
後
撰
集
一
三
二
忠
良

一
三
三
後
宇
多

玉
葉
二
二
一
為
家

二
四
二
津
守

国
助

続
千
載
集
一
六
五
人
道
前
太
政
大
臣
（
実
兼
）
一
六
六
家
隆

続
後
拾
集
一
二
五
伏
見
院

一
〇
〇
二
関
白
太
政
大
臣
（
冬
平
）

風
雅
集
一
四
八
四
平
親
清
女

二
〇
〇
八
山
本
入
道
前
太
政
大
臣
（
洞
院
公

守
）
女

新
拾
遺
集
一
五
九
実
継

一
六
一
法
皇
（
光
明
院
）
一
六
二
道
性

一
六
三

後
嵯
峨
一
五
五
四
為
兼

新
後
拾
集
一
三
一
関
白
前
左
大
臣
（
師
嗣
）
一
三
三
忠
光

一
三
四
御
製

（
後
円
融
院
）
一
三
五
前
関
白
九
条
（
忠
基
）

新
続
古
今
集
一
七
三
浄
弁

一
七
四
実
遠

一
七
五
兼
空

一
七
六
義
重

な
お
作
者
名
に
つ
い
て
は
山
岸
徳
平
氏
『
八
代
集
全
註
』
有
精
堂
出
版
・
昭

・

７
及
び
、
井
上
宗
雄
氏
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
南
北
朝
期
』
明
治
書
院

昭
和

・

を
参
照
し
た
私

注

の
渡
部
氏
の
御
論
考
に
詳
し
い
。

神
作
光
一
氏
・
渡
部
哲
夫
氏
『
新
勅
撰
和
歌
集
全
釈
一
』
風
間
書
房
・
平
６
・

・
一
九
六
頁
に
よ
れ
ば
、
正
路
の
『
新
勅
撰
集
抄
』
以
外
の
『
新
勅
撰
集
』
で
は

「
花
の
白
雲
」
で
あ
り
、『
長
方
集
』
諸
本
で
は
「
花
の
白
雪
」
で
異
同
が
な
い
こ
と

か
ら
、『
新
勅
撰
集
』
へ
の
撰
入
に
際
し
て
定
家
が
改
編
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
の

見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

臼
田
氏
前
掲
論
文

稲
田
利
徳
氏
「
西
行
と
慈
円
」『
中
世
文
学
研
究
｜
論
考
と
資
料
｜
』
中
四
国
中

世
文
学
研
究
会
編
・
平
６
・
６
和
泉
書
院

注

の
久
保
田
氏
の
御
見
解

「
花
の
白
雪
」
が
第
四
句
目
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
『
続
古
今
集
』
一
四
三
番
、

『
新
後
撰
集
』
一
三
二
番
、『
新
拾
遺
集
』
の
一
五
九
番
と
一
六
一
番
で
あ
る
。
作
者

は
注

を
参
照
。

平
田
英
夫
氏
「
二
条
家
和
歌
に
お
け
る
古
典
の
継
承
と
発
展
｜
花
を
白
雲
に
紛
え

る
詠
み
方
に
つ
い
て
｜
」『
熊
本
大
学
国
語
国
文
研
究
』
平
５
・
４

風
巻
景
次
郎
氏
「
中
世
歌
学
の
制
詞
」『
国
文
学
者
一
夕
話
』
六
文
館
・
昭
７
・

７
（『
中
世
和
歌
の
世
界
』
桜
楓
社
に
所
収
の
も
の
を
参
照
・
三
七
九
頁

和
歌
の
番
号
と
本
文
は
す
べ
て
角
川
書
店
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、
適
宜
傍

線
を
施
し
た
。
な
お
『
万
葉
集
』
の
歌
に
つ
い
て
は
表
記
を
私
に
改
め
た
。
ま
た
、

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
お
よ
び
大
修
館
書
店
『
大
漢
和
辞
典
』
を
参
照
し
、

本
文
中
に
引
用
し
た
。

歌
語
「
花
の
雪
」
と
そ
の
周
辺

四
〇
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