
「
け
ふ
来
ず
は
」
を
め
ぐ
る
一
考
察

｜
｜
定
家
の
業
平
受
容
の
一
側
面
｜
｜

浅

岡

雅

子

Ⅰ

は
じ
め
に

藤
原
定
家
は
、在
原
業
平
の
歌
を
本
歌
と
し
た
多
く
の
詠
作
を
な
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
採
り
上
げ
る

け
ふ
来
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
ふ
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま
し

や

に
対
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
七
首
に
及
ぶ
本
歌
取
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
数

は
定
家
が
本
歌
と
し
た
歌
の
中
で
も
最
も
多
い
も
の
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
、
こ
の

作
に
対
す
る
定
家
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
の
高
さ
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
は

よ
み
人
し
ら
ず
（
家
の
主
）
と
の
贈
答
歌
で
、『
古
今
集
』
に

桜
の
花
の
盛
り
に
、
久
し
く
と
は
ざ
り
け
る
人
の
来
た
り
け
る
時
に
、

よ
み
け
る

よ
み
人
し
ら
ず

あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り
（
春

上
・
六
二
）

返
し

業
平
朝
臣

け
ふ
来
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
ふ
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま
し

や
（
春
上
・
六
三
）

と
採
ら
れ
て
い
る
。
又
、『
定
家
八
代
抄
』
に
も
「
花
の
盛
り
に
久
し
く
と
は
ざ
り

け
る
人
の
ま
う
で
来
て
侍
り
け
る
に
」（
春
下
・
一
六
〇
、
一
六
一
）
と
ほ
ぼ
同
じ

詞
書
で
撰
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
伊
勢
物
語
』（
十
七
段
）
で
は
、

年
ご
ろ
を
と
づ
れ
ざ
り
け
る
人
の
、
桜
の
さ
か
り
に
見
に
来
た
り
け
れ
ば
、

あ
る
じあ

だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り

返
しけ

ふ
来
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
ふ
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま

し
や

と
い
う
、
古
今
の
詞
書
と
語
句
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
の
短
い
章
段
を
形

）
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成
し
て
い
る
。

こ
の
業
平
の
贈
答
歌
は
、
古
今
で
は
春
上
に
配
置
さ
れ
、
桜
を
詠
ん
だ
歌
群
中

に
あ
る
。
こ
の
家
の
主
が
男
な
の
か
女
な
の
か
に
つ
い
て
は
、『
古
今
集
』・『
伊
勢

物
語
』
の
新
旧
の
諸
注
に
お
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い

⑴る
。
そ
し
て
、
贈
歌
の
作

者
を
女
性
と
考
え
る
場
合
で
も
恋
の
要
素
を
ど
の
程
度
反
映
し
て
解
釈
す
る
か
に

よ
っ
て
、
歌
の
鑑
賞
に
も
大
き
な
違
い
の
見
ら
れ
る
作
で
も
あ
る
。

現
存
す
る
最
古
の
古
今
集
注
釈
書
で
あ
る
藤
原
教
長
『
古
今
集
注
』
の
贈
歌
の

注
釈
に
は
、

コ
レ
ハ
、
ヲ
ン
ナ
ノ
ウ
タ
ナ
ル
ベ
シ
。
ナ
リ
ヒ
ラ
、
ヒ
サ
シ
ク
ト
ハ
ザ
リ
ケ

ル
ガ
、
ハ
ナ
ノ
サ
カ
リ
ニ
キ
タ
レ
バ
、
ア
ダ
ナ
リ
ト
ハ
イ
ヘ
ド
、
カ
ク
ハ
ナ

ニ
ヨ
リ
テ
コ
ソ
メ
ヅ
ラ
シ
キ
人
ヲ
モ
マ
チ
エ
タ
レ
ト
ヨ
メ
ル
ナ
リ
。

と
あ
り
、
女
性
の
歌
と
す
る
。
そ
し
て
、
顕
昭
『
古
今
集
注
』
で
は
、
贈
歌
に
は
、

「
教
長
卿
云
、
是
は
女
の
歌
な
る
べ
し
。」
と
、
教
長
の
『
古
今
集
註
』
を
そ
の
ま

ま
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
業
平
の
答
歌
に
対
し
て
は
、

顕
昭
云
、
此
贈
答
は
、
伊
勢
物
語
に
あ
り
。
其
詞
に
も
、
女
と
い
は
ず
。
只

あ
る
じ
と
ば
か
り
か
け
り
。
女
の
歌
に
て
も
男
の
う
た
に
て
も
、
た
が
ふ
べ

か
ら
ず
。

と
注
す
る
。
定
家
は
、『
顕
註
密
勘
』に
お
い
て
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、

古
今
集
の
歌
と
し
て
は
、
男
女
の
別
を
吟
味
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
が
、
断
定
は
で
き
な
い
。

注
⑴
に
い
く
つ
か
の
説
を
挙
げ
た
よ
う
に
様
々
な
見
解
が
存
在
す
る
の
で
あ
る

が
、
片
桐
洋
一
氏
が
「
四
季
の
構
造
の
中
に
恋
が
含
み
込
ま
れ
た
奥
行
き
の
あ
る

歌
と
し
て
の
鑑
賞
が
望
ま
れ
る
の
で
あ

⑵る
」
と
す
る
説
が
妥
当
か
と
思
う
。
古
今

の
部
立
通
り
に
季
歌
の
枠
組
み
の
中
で
鑑
賞
す
る
に
し
て
も
物
語
的
要
素
を
完
全

に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
定
家
が
、
顕
昭
の『
古

今
集
注
』
の
「
女
の
歌
に
て
も
男
の
う
た
に
て
も
、
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
い
う

説
を
、
あ
る
い
は
教
長
の
「
女
の
歌
」
説
を
採
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
例
え
ば
新
古

今
入
集
の
「
桜
色
の
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
物
語
性
の
あ
る
作
を
創
作
す
る
と
き

に
は
、
こ
の
「
桜
」
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
は
男
女
間
で
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

恋
の
色
彩
が
反
映
し
た
作
と
し
て
享
受
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
定
家
が
『
定
家
八
代
抄
』
に
撰
入
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の

本
歌
取
を
試
み
て
い
る
の
も
、
こ
の
贈
答
歌
の
持
つ
物
語
的
な
要
素
が
彼
を
惹
き

つ
け
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
推
測
す
る
。

一
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
贈
答
歌
は
、「
月
や
あ
ら
ぬ
」（
古
今
・
恋
五
・

七
四
七
番
、
伊
勢
物
語
・
四
段
）
や
「
深
草
の
里
」（
古
今
・
雑
下
・
九
七
一
番
、

九
七
二
番
、
伊
勢
物
語
・
一
二
三
段
）
が
俊
成
・
定
家
父
子
の
影
響
下
に
多
く
の

新
古
今
期
の
歌
人
に
享
受
さ
れ
た
よ
う
な
広
が
り
は
み
せ
て
い
な

⑶い
。
そ
の
理
由

の
一
つ
に
、
こ
の
贈
答
歌
が
、
男
同
士
の
も
の
で
あ
れ
、
男
女
間
の
も
の
で
あ
れ
、

紀
貫
之
の
「
人
は
い
さ
」
の
世
界
に
通
じ
る
機
知
に
富
ん
だ
皮
肉
の
応
酬
が
眼
目

の
作
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
風
雅
な
や
り
と
り

の
中
か
ら
両
者
の
親
密
な
関
係
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
親
密
さ
に
裏

付
け
ら
れ
た
応
酬
ゆ
え
に
男
女
間
の
恋
物
語
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
月
や
あ
ら
ぬ
」
や
「
深
草
の
里
」
が
内
包
す
る
物
語
性
と
は

異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
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Ⅱ

俊
忠
と
定
家

定
家
作
の
分
析
の
前
に
業
平
歌
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
の
あ
る
先
行
作
を
概

観
し
て
み
た
い
。

業
平
歌
を
摂
取
し
た
早
い
例
に
、
公
任
の
新
古
今
入
集
歌

け
ふ
来
ず
は
み
で
や
や
ま
ま
し
山
里
の
紅
葉
も
人
も
つ
ね
な
ら
ぬ
よ
に

（
哀
傷
・
八
〇
〇
）

が
あ
る
。
こ
の
作
は
、『
公
任
集
』
や
『
新
古
今
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
長
徳
四

年（
九
九
八
）、
天
然
痘
の
流
行
で
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
た
折
、
親
し
く
し
て
い

た
中
将
宣
方
も
逝
去
、
そ
の
年
の
神
無
月
、
宣
方
の
白
河
の
家
で
、
紅
葉
が
一
葉

（
公
任
集
で
は
一
木
）残
っ
て
い
た
の
を
見
て
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。
無
常
の
世
を
痛

感
さ
せ
ら
れ
た
友
の
死
と
季
節
の
移
ろ
い
、
こ
の
「
け
ふ
来
ず
は
」
に
は
実
感
の

伴
っ
た
詠
嘆
が
こ
も
っ
て
い
る
。
初
句
「
け
ふ
来
ず
は
」
と
第
三
句
の
「
ま
し
」

の
配
置
が
同
じ
で
あ
る
が
、
業
平
作
を
前
提
に
し
な
く
と
も
成
立
す
る
作
で
あ
る

と
考
え
る
。

次
に
業
平
歌
を
参
考
と
し
た
可
能
性
あ
る
作
に
、
定
家
の
祖
父
俊
忠
の

け
ふ
来
ず
は
お
と
は
の
さ
く
ら
い
か
に
ぞ
と
み
る
ひ
と
ご
と
に
と
は
ま
し
も

の
を
（
俊
忠
・
三
）

が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
作
は
『
俊
忠
集
』
の
詞
書
に

同
じ
御
時
、
女
房
の
花
逍
遥
に
具
し
て
遣
は
さ
れ
し
に
、
逢
坂
越
え
て
尋
ね

見
し
日

と
あ
り
、
定
家
も
『
新
勅
撰
集
』（
春
下
・
八
一
）
に

堀
河
院
御
時
、
女
房
東
山
の
花
尋
ね
に
遣
は
し
け
る
日
、
よ
み
侍
り
け
る

と
い
う
詞
書
で
撰
入
し
て
い
る
。
堀
河
天
皇
の
御
代
に
音
羽
山
を
訪
れ
、
眼
前
に

広
が
る
桜
の
美
と
そ
れ
を
嘆
賞
で
き
た
喜
び
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
状
況
に
即
し
て

詠
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
作
も
又
、
業
平
歌
を
媒
介
し
な
く
て
も
意
味
の
通
る

作
で
あ
る
。
し
か
し
、
桜
を
題
材
に
し
、「
け
ふ
来
ず
は
」を
そ
の
ま
ま
初
句
に
置

き
、「
ま
し
」を
第
五
句
に
挿
入
し
た
構
成
は
、
業
平
歌
を
意
識
し
た
可
能
性
が
高

い
。
反
実
仮
想
の
「
ま
し
」
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
業
平
歌
が
背
景

に
あ
る
と
考
え
る
と
、
明
日
に
な
れ
ば
雪
と
な
っ
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ

な
い
、
と
い
う
詠
嘆
が
言
外
に
漂
い
、
眼
前
の
桜
の
爛
漫
の
美
を
賞
賛
す
る
思
い

も
い
っ
そ
う
深
い
も
の
に
な

⑷る
。
定
家
が
『
新
勅
撰
集
』
に
こ
の
歌
を
撰
ん
だ
の

も
、
業
平
歌
か
ら
影
響
を
見
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
定
家
に
直
接
の
示

唆
を
提
供
し
た
の
は
、
公
任
作
よ
り
こ
の
祖
父
の
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と

考
え
る
。

こ
こ
で
俊
忠
歌
と
定
家
の
詠
歌
と
の
関
係
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
俊
成
が

『
俊
忠
集
』
を
書
写
し
た
こ
と
又
、
定
家
が
『
俊
忠
集
』
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
は

知
ら
れ
て
い

⑸る
。
家
学
を
嗣
ぐ
者
と
し
て
、
祖
父
の
詠
歌
活
動
を
把
握
し
、
関
心

も
抱
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
父
俊
成
か
ら
受
け
た
影
響
の
大
き
さ
と
は
比
較
で

き
な
い
ま
で
も
、
祖
父
俊
忠
か
ら
も
多
く
の
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不

思
議
は
な
い
。
こ
こ
で
俊
忠
歌
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
定
家
作

を
い
く
つ
か
例
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

『
俊
忠
集
』
の
巻
頭
は
、

い
は
い
つ
つ
し
め
ゆ
ふ
た
け
の
い
ろ
み
れ
ば
み
よ
の
け
し
き
は
空
に
し
る
し

も
（
俊
忠
・
一
）

と
い
う
、「
堀
河
院
御
時
内
裏
歌
」
の
「
祝
」
題
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
第
五
句

「けふ来ずは」をめぐる一考察
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「
空
に
し
る
し
も
」は
、
先
例
が
な
く
俊
忠
の
造
語
か
と
思
わ
れ
る
。
定
家
に
、
こ

の
表
現
を
第
五
句
に
そ
の
ま
ま
置
い
た
作

吉
野
山
雲
に
心
の
か
ゝ
る
よ
り
は
な
の
こ
ろ
と
は
空
に
し
る
し
も
（
拾
遺
愚

草
・
九
一
一
）

が
あ
る
。
上
二
句
は
西
行
を
連
想
さ
せ
る
歌
で
あ
り
、
第
五
句
以
外
は
俊
忠
歌
と

の
接
点
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
第
五
句
は
、
俊
忠
歌
か
ら
直
接
摂
取
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

又
、
俊
忠
の

あ
ふ
さ
か
は
せ
き
ぢ
に
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
も
る
め
に
か
ぜ
も
さ
は
ら
ま
し
か

は

俊
忠
・
一
六
）

と
定
家
の

山
ざ
く
ら
花
の
せ
き
も
る
逢
坂
は
ゆ
く
も
か
へ
る
も
別
れ
か
ね
つ
ゝ
（
拾
遺

愚
草
・
二
〇
八
九
）

も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
定
家
作
は
有
名
な

こ
れ
や
こ
の
行
く
も
帰
る
も
別
れ
つ
ゝ
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
（
後

撰
・
雑
一
・
一
〇
八
九

蝉
丸
）

を
本
歌
と
す
る
。
又
、「
逢
坂
」
と
「
桜
」
を
詠
み
込
ん
だ
先
行
例
も
数
多
く
あ
る
。

し
か
し
、「
逢
坂
」「
関
」「
桜
」「
守
る
」
の
組
み
合
わ
せ
は
他
に
例
の
な
い
も
の

で
あ
り
、
定
家
は
蝉
丸
歌
と
と
も
に
祖
父
の
歌
を
念
頭
に
お
い
て
詠
作
し
た
と
思

わ
れ
る
。

定
家
が
『
百
人
一
首
』『
百
人
秀
歌
』
に
撰
入
し
た
清
少
納
言
の
代
表
作

夜
を
こ
め
て
鳥
の
空
音
に
は
か
る
と
も
よ
に
あ
ふ
さ
か
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

（
後
拾
遺
・
雑
二
・
九
三
九
）

を
最
初
に
本
歌
取
し
た
の
は
管
見
の
限
り
で
は
俊
忠
の

よ
る
こ
え
ぬ
せ
き
じ
に
か
へ
る
た
び
な
れ
や
と
り
の
そ
ら
ね
に
ね
を
ぞ
そ
へ

つ
る
（
俊
忠
・
二
九
）

で
あ
る
。
題
は
「
聞
音
恋
」。
そ
の
後
、
俊
恵
が

せ
き
も
り
よ
と
り
の
そ
ら
ね
に
は
か
ら
る
な
み
そ
ら
に
秋
も
す
ぐ
と
こ
そ
き

け
（
林
葉
・
五
六
八
）

関
の
戸
は
鳥
の
空
音
に
明
け
つ
れ
ど
ふ
ま
ま
く
を
し
き
雪
ぞ
ふ
り
ぬ
る

（
同
・
六
一
三
）

と
季
歌
の
中
で
採
り
入
れ
て
い
る
。

定
家
は

関
の
戸
を
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
れ
ど
も
あ
り
あ
け
の
月
は
猶
ぞ
さ
し
け
る

（
拾
遺
愚
草
・
六
六
八
）

お
の
れ
な
け
い
そ
ぐ
関
路
の
さ
よ
千
鳥
と
り
の
そ
ら
ね
も
声
た
て
ぬ
ま
に

（
同
・
一
九
七
二
）

と
詠
じ
、
ま
た
、
家
隆
に
も

ゆ
く
秋
も
と
り
の
そ
ら
音
を
な
ら
ひ
て
や
惜
し
む
関
路
を
夜
は
に
こ
ゆ
ら
ん

（
壬
二
・
一
三
九
六
）

が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
、『
史
記
』
の
「
孟
嘗
君
」
の
故
事
を
踏
ま
え
た
清
少
納
言
歌
の

本
歌
取
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
俊
忠
作
は
、
後
宮
文
化
の
機
知
に
富
ん
だ
清
少
納

言
の
世
界
か
ら
離
れ
、
恋
の
哀
感
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
定

家
の
一
世
代
前
の
俊
恵
作
の
「
鳥
の
空
音
」
も
孟
嘗
君
や
清
少
納
言
の
世
界
を
踏

ま
え
な
が
ら
も
、
機
知
的
な
興
趣
に
よ
る
こ
と
な
く
四
季
の
風
景
の
中
に
溶
け
混
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ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
延
長
上
に
定
家
や
家
隆
の
作
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

古
典
の
知
識
は
、
和
歌
を
創
作
す
る
上
で
、
あ
る
い
は
貴
族
社
会
で
生
き
て
い

く
上
で
の
必
須
の
教
養
で
あ
り
、
古
典
憧
憬
は
、
御
子
左
家
に
の
み
特
有
の
傾
向

と
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
俊
忠
作
が
存
在
し
な
く
て
も
定
家
が
、『
枕
草
子
』あ

る
い
は
『
後
拾
遺
集
』
か
ら
清
少
納
言
歌
を
摂
取
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
例
で
は
、
俊
忠
の
古
典
摂
取
が
直
接
、
定
家
へ
と
受

け
継
が
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
堀
河
院
歌
壇
の

有
力
な
一
員
と
し
て
の
評
価
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
子
俊
成
、
孫
定
家
と
比
べ

る
と
き
、
傑
出
し
た
歌
人
と
は
い
え
な
い
俊
忠
で
は
あ
る
が
、
俊
成
・
定
家
に
遺

し
た
も
の
は
け
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

他
に
詠
作
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
公
通
の

け
ふ
み
ず
は
あ
す
も
尋
ね
む
や
ま
桜
夜
の
ま
の
ほ
ど
に
さ
き
も
こ
そ
す
れ

（
続
拾
遺
・
春
上
・
五
五
）

が
業
平
歌
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
初
句
を
「
今
日
見
ず
は
」
と
変
え
、

「
明
日
」と
い
う
語
を
採
り
入
れ
て
一
首
を
構
成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
直
接
的
な
影
響
関
係
は
薄
い
と
考
え
る
。

以
上
三
首
の
先
行
歌
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
中
で
俊
忠
が
、
業
平
歌
を
踏
ま
え
て

詠
作
し
て
い
る
と
断
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
業
平
歌
に
関
し

て
は
、
俊
忠
歌
が
直
接
の
示
唆
を
定
家
に
与
え
た
と
考
え
る
。

Ⅲ

定
家
の
七
首

次
に
詠
作
年
代
順
に
定
家
の
七
首
の
作
品
を
検
討
し
て
み
た
い
。

①
け
ふ
こ
ず
は
庭
に
や
春
の
の
こ
ら
ま
し
梢
う
つ
ろ
ふ
花
の
下
風
（
拾
遺
愚

草
・
五
一
〇
）

②
ち
り
ぬ
と
て
な
ど
て
さ
く
ら
を
う
ら
み
け
ん
ち
ら
ず
は
見
ま
し
け
ふ
の
庭
か

は
（
同
・
六
四
八
）

③
庭
の
お
も
に
き
え
ず
は
あ
ら
ね
ど
花
と
み
る
雪
は
春
ま
で
つ
ぎ
て
ふ
ら
な
ん

（
同
・
九
六
九
）

④
さ
く
ら
色
の
庭
の
春
風
あ
と
も
な
し
と
は
ば
ぞ
人
の
雪
と
だ
に
見
む
（
同
・

一
〇
一
六
）

⑤
は
る
の
色
と
消
え
ず
は
け
さ
も
見
る
許
す
こ
し
梢
に
花
の
の
こ
ら
で
（
同
・

一
七
四
七
）

⑥
さ
ら
で
だ
に
こ
ず
ゑ
に
つ
ら
き
花
の
色
を
あ
す
は
ゆ
き
と
や
よ
は
の
春
雨

（
拾
遺
愚
草
員
外
之
外
・
三
七
七
二
）

⑦
き
え
ず
と
も
あ
す
は
雪
と
や
桜
花
く
れ
ゆ
く
そ
ら
を
い
か
に
と
ゞ
め
ん
（
拾

遺
愚
草
・
一
一
一
四
）

①
け
ふ
こ
ず
は
庭
に
や
春
の
の
こ
ら
ま
し
梢
う
つ
ろ
ふ
花
の
下
風

は
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
春
の
『
奉
和
無
動
寺
法
印
早
率
露
膽
百
首
』
に
続

い
て
慈
円
の
『
早
率
百
首
』
に
和
し
た
文
治
五
年
三
月
の
『
重
奉
和
早
率
百
首
』

の
詠
で
あ
る
、
題
は
、
堀
河
百
首
題
の
「
花
」。
本
歌
の
初
句
「
け
ふ
来
ず
は
」
を

そ
の
ま
ま
初
句
に
置
き
、
第
三
句
の
末
の
仮
想
の
「
ま
し
」
も
踏
襲
し
て
、
一
首
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を
構
成
し
た
作
。
二
十
八
歳
の
折
の
速
詠
で
は
あ
る
が
、『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』

に
採
用
し
た
自
讃
の
作
で
も
あ
る
。『
俟
後
抄
』
は
、

「
庭
に
や
春
の
ゝ
こ
ら
ま
し
」は
、
梢
の
花
は
み
な
ち
り
て
、
木
の
も
と
ば
か

り
に
花
あ
り
て
春
は
の
こ
る
な
ら
ん
と
也
。
花
の
残
る
は
春
の
残
る
也
。「
梢

う
つ
ろ
ふ
」、凡
慮
及
が
た
き
詞

。こ
ず
ゑ
う
つ
ろ
ふ
下
風
と
い
へ
る
に
て
、

梢
に
あ
り
な
が
ら
明

日
カ
）

る

は
の
こ
ら
ざ
る
心
明
ら
か
也
。

と
絶
賛
す
る
。
祖
父
俊
忠
歌
と
同
じ
「
け
ふ
来
ず
は
」
か
ら
歌
い
起
こ
し
、
仮
想

の
「
ま
し
」
を
採
り
入
れ
て
い
る
の
は
、
俊
忠
作
を
意
識
し
て
の
構
成
だ
っ
た
と

考
え
る
。

②
ち
り
ぬ
と
て
な
ど
て
さ
く
ら
を
う
ら
み
け
ん
ち
ら
ず
は
見
ま
し
け
ふ
の
庭
か

は

は
、
翌
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
九
月
十
三
夜
、
良
経
邸
で
披
講
さ
れ
た
『
花
月

百
首
』
に
お
け
る
作
。

本
歌
の
「
み
ま
し
」「
け
ふ
」
を
摂
取
し
て
、
庭
一
面
に
散
り
敷
い
た
桜
の
美
を

詠
ん
で
い
る
。
本
歌
と
す
べ
き
か
参
考
歌
に
止
め
て
お
く
べ
き
か
、
微
妙
な
摂
取

で
は
あ
る
が
本
歌
取
と
し
て
お
き
た
い
。
本
歌
の
時
間
を
進
め
、
雪
と
舞
い
散
っ

た
後
の
景
を
詠
ん
で
い
る
。
落
花
の
美
を
賞
美
す
る
と
と
も
に
惜
花
の
心
が
滲
み

出
て
い
る
作
で
あ
る
。『
風
雅
集
』（
春
下
・
二
四
五
）
に
入
集
す
る
。

そ
れ
か
ら
十
年
後
、
定
家
三
十
九
歳
の
『
正
治
初
度
百
首
』
に
お
け
る
冬
十
五

首
の
中
の
作

③
庭
の
お
も
に
き
え
ず
は
あ
ら
ね
ど
花
と
み
る
雪
は
春
ま
で
つ
ぎ
て
ふ
ら
な
ん

は
、
業
平
歌
と
古
今
の
よ
み
人
し
ら
ず
歌

今
よ
り
は
つ
ぎ
て
ふ
ら
な
む
わ
が
宿
の
す
す
き
お
し
な
み
降
れ
る
白
雪
（
古

今
・
冬
・
三
一
八

よ
み
人
し
ら
ず
）

の
二
首
を
本
歌
と
す
る
作
。
業
平
歌
の
第
四
句
「
消
え
ず
は
あ
り
と
も
」
を
「
き

え
ず
は
あ
ら
ね
ど
」
と
の
形
で
第
二
句
に
、
第
五
句
の
「
花
と
見
ま
し
や
」
を
「
花

と
み
る
」
と
い
う
形
で
第
三
句
に
配
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
み
人
し
ら
ず
歌
の

第
二
句
「
つ
ぎ
て
ふ
ら
な
ん
」
を
そ
の
ま
ま
形
で
第
五
句
に
配
置
し
て
、
庭
に
降

り
敷
く
雪
を
落
花
と
し
て
嘆
賞
し
た
い
、
と
の
思
い
を
詠
じ
た
作
。「
つ
ぎ
て
ふ
ら

な
ん
」
と
い
う
印
象
的
な
句
を
よ
み
人
し
ら
ず
歌
か
ら
採
用
し
て
い
る
が
、
よ
り

多
く
を
業
平
歌
か
ら
吸
収
し
て
一
首
を
構
築
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
俟
後

抄
』
は「

き
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま
し
や
」
と
い
へ
る
詞
を
、「
き
え
ず
は
あ
ら

ね
ど
」ゝ

つ
か
へ
る
、
め
づ
ら
し
く
や
。
や
が
て
き
え
は
す
れ
ど
も
、
つ
ぎ
て

ふ
れ
と
下
知
し
た
る
な
り
。「
花
と
み
る
」
雪
な
れ
ば
「
春
ま
で
」
と
い
へ
る
、

花
の
か
は
り
に
み
る
べ
き
心
に
や
。

と
す
る
。

そ
し
て
、
翌
建
仁
元
年
七
月
に
は
、

④
さ
く
ら
色
の
庭
の
春
風
あ
と
も
な
し
と
は
ば
ぞ
人
の
雪
と
だ
に
見
む
（
新
古

今
・
春
下
・
一
三
四
）

が
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
詠
出
さ
れ
る
。
歌
合
で
は
隆
信
の

か
ぜ
か
を
る
は
な
の
し
づ
く
に
袖
ぬ
れ
て
そ
ら
な
つ
か
し
き
は
る
さ
め
の
雲

と
番
え
ら
れ
持
と
な
っ
た
。
俊
成
判
は

右
歌
は
、「
あ
す
は
雪
と
ぞ
ふ
り
な
ま
し
」と
い
へ
る
歌
の
心
を
と
か
く
い
ひ

な
し
て
侍
る
、
詞
づ
か
ひ
を
か
し
く
侍
る
に
や
、
老
の
心
の
ま
ど
ひ
あ
や
し

く
侍
れ
ば
、
勝
負
申
し
が
た
く
侍
る
に
や
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と
本
歌
の
心
を
巧
み
に
再
構
成
し
た
点
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

「
庭
の
落
花
」を
詠
ん
だ
こ
の
作
は
、
上
三
句
で
、
春
風
に
舞
う
落
花
の
映
像
を

眼
前
に
現
出
さ
せ
、「
明
日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
」
と
本
歌
で
歌
わ
れ
る
桜
が
、

庭
一
面
に
花
の
雪
そ
の
も
の
を
と
し
て
散
り
敷
い
て
い
る
様
を
そ
れ
に
重
ね
て
描

い
て
い
る
。
本
歌
の
詞
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
摂
取
す
る
の
で
は
な
く
、
下
句
を

「
と
は
ば
ぞ
人
の
雪
と
だ
に
見
む
」と
す
る
こ
と
で
、
一
首
の
中
に
桜
色
の
花
吹
雪

の
豪
奢
な
映
像
美
の
み
な
ら
ず
、
訪
れ
る
人
も
絶
え
た
庭
に
散
り
敷
い
た
落
花
の

寂
寥
美
が
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
歌
取
の
一
つ
の
極
致
と
い
っ
て
も
よ

い
作
品
で
あ
ろ
う
。

『
俟
後
抄
』
は

「
桜
色
の
庭
の
春
風
」は
、
一
色
、
春
風
も
桜
に
な
り
た
る
庭
な
る
べ
し
。
お

も
し
ろ
き
此
庭
を
た
れ
み
に
き
た
る
人
も
な
き
な
り
。
人
の
来
り
と
は
ゞ
に

ぞ
雪
と
も
み
る
べ
き
を
と
、
な
げ
き
た
る
心
也
。
今
日
こ
ず
は
あ
す
は
雪
と

ぞ
降
な
ま
し
消
ず
は
有
と
も
花
と
み
ま
し
や

此
歌
を
と
り
て
よ
め
る
也
。

此
歌
は
定
家
卿
も
度
々
と
り
て
色
〳
〵
に
よ
み
給
へ
る
也
。

と
す
る
。
又
、

『
拾
遺
愚
草
抄
出
聞
書
』（
Ｃ
類
注
）
は

わ
が
閑
居
を
ば
と
ふ
人
も
な
け
れ
ば
、
雪
と
も
た
れ
か
見
は
や
さ
ん
と
也
。

花
の
白
雪
に
跡
も
な
く
さ
び
し
き
体
な
り
。
本
歌
と
問
答
の
体
也
。

と
「
本
歌
に
問
答
し
た
る
歌
」
と
指
摘
す
る
が
、
い
く
つ
か
の
新
古
今
集
の
古
注

釈
書
で
も
「
本
歌
に
問
答
し
た
る

⑹歌
」
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
業
平
の

答
歌
か
ら
生
ま
れ
た
本
歌
取
の
作
品
は
、
ほ
ぼ
純
粋
な
四
季
の
歌
が
多
く
、
物
語

性
を
有
し
た
作
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
新
古
今
入
集
歌
は
、
本
歌
の

機
知
的
な
応
酬
の
枠
を
越
え
、
絵
画
的
な
美
的
世
界
を
現
出
す
る
と
と
も
に
、
訪

れ
る
人
の
絶
え
た
人
待
つ
里
の
哀
婉
な
風
情
を
も
描
出
し
て
い
る
。
自
然
と
人
事

が
融
合
し
た
新
古
今
的
な
美
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
桜
色
の
」
は
、
定
家
の
自
讃
歌
で
あ
り
、『
定
家
八
代
抄
』
に
自
撰
し
て
い
る
。

そ
の
配
置
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
最
初
に
定
家
の
「
桜
色
の
」
が
置

か
れ
、
続
い
て
本
歌
で
あ
る
古
今
六
二
・
六
三
の
贈
答
歌
が
並
ん
で
い
る
。
詞
書

も
古
今
の
詞
書
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
次
に
後
述
す
る
後
鳥
羽
院
・
良
経
の

贈
答
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
。
新
古
今
集
の
詞
書
を
か
な
り
省
略
し
た
形
で
は
あ
る

が
「
し
の
び
て
大
内
の
花
を
ご
覧
じ
て
、
後
京
極
の
摂
政
の
も
と
に
つ
か
は
し
け

る
」
と
詠
ま
れ
た
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
草
稿
本
で
は
、
定
家
の
歌
だ
け
が

採
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
後
の
四
首
は
定
家
歌
と
の
関
連
に
よ
っ
て
精
撰
本
に
採
ら

れ
た
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
本
歌
で
あ
る
業
平
の
贈
答
歌
が
、
続
い
て
同
じ

業
平
歌
を
本
歌
と
し
、
新
古
今
で
は
定
家
歌
と
共
に
「
庭
の
落
花
」
の
歌
群
を
形

成
し
て
い
る
後
鳥
羽
院
・
良
経
の
贈
答
歌
が
追
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

古
今
で
は
春
上
に
配
列
さ
れ
て
い
る
業
平
の
贈
答
歌
が
、
春
下
に
配
置
さ
れ
て
い

る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ

⑺う
。

次
の

⑤
は
る
の
色
と
消
え
ず
は
け
さ
も
見
る
許
す
こ
し
梢
に
花
の
の
こ
ら
で

は
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
十
一
月
の
『
仙
洞
句
題
五
十
首
』
に
お
け
る
作
で

「
庭
上
落
花
」
題
で
詠
ま
れ
た
一
首
。
本
歌
か
ら
「
消
え
ず
は
」
の
表
現
と
「
見
」

「
花
」
な
ど
の
要
素
を
採
り
入
れ
、「
け
ふ
」「
あ
す
」
の
代
わ
り
に
「
け
さ
」
と
い

う
時
間
を
設
定
し
た
作
。『
仙
洞
句
題
五
十
首
』で
は
、
第
五
句
を「
花
は
残
り
て
」

と
す
る
。
こ
の
方
が
第
四
句
と
の
繫
が
り
は
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
庭
上
落
花
」
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と
い
う
題
を
考
慮
す
る
と
、「
花
は
の
こ
ら
で
」、
す
な
わ
ち
、
梢
の
花
は
総
て
雪

の
よ
う
に
庭
に
散
り
敷
い
て
ひ
と
つ
も
残
っ
て
い
な
い
、と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

新
古
今
入
集
歌
と
比
べ
る
と
、
淡
泊
な
印
象
が
残
る
一
首
で
あ
る
。

⑥
さ
ら
で
だ
に
こ
ず
ゑ
に
つ
ら
き
花
の
色
を
あ
す
は
ゆ
き
と
や
よ
は
の
春
雨

は
、
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
の
「
三
首
詠
草
」
の
中
の
「
雨
中
落
花
」
題
、
五

十
一
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。
業
平
歌
の
第
二
句
「
あ
す
は
雪
と
」
を
第
四
句
に
配

置
し
、「
雨
中
落
花
」

と
い
う
題
の
心
に
添
っ
て
、
雨
に
打
た
れ
明
朝
に
は
雪
の

よ
う
に
散
り
敷
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
落
花
を
惜
し
ん
だ
歌
。
順
徳
天
皇
が
七
条

殿
に
行
幸
し
た
夜
に
行
わ
れ
た
当
座
歌
会
に
お
け
る
作
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
も

あ
っ
て
か
、
深
い
陰
影
や
濃
厚
な
美
意
識
は
感
じ
ら
れ
な
い
平
易
な
作
に
仕
上

が
っ
て
い
る
。

七
首
目
の

⑦
き
え
ず
と
も
あ
す
は
雪
と
や
桜
花
く
れ
ゆ
く
そ
ら
を
い
か
に
と
ゞ
め
む

は
、
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
九
月
の
『
内
大
臣
家
百
首
』
に
お
け
る
作
で
、
題

は
「
惜
花
」。
本
歌
か
ら
は
「
き
え
ず
」「
あ
す
は
雪
と
」
と
い
う
表
現
を
摂
取
、

上
二
句
に
配
し
て
い
る
。
三
月
尽
の
春
を
惜
し
む
心
と
桜
を
惜
し
む
心
と
を
本
歌

の
表
現
を
巧
み
に
採
り
入
れ
て
表
現
し
た
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
俟
後
抄
』
は
、

此
心
詞
を
と
り
て
よ
め
り
。
き
え
ず
は
あ
り
と
も
あ
す
は
治
定
雪
と
み
む
桜

ゆ
へ
、
暮
行
そ
ら
を
残
り
お
ほ
く
思
へ
ど
も
、
と
ゞ
む
べ
き
や
う
な
き
と
の

心
也
。「
あ
す
は
雪
と
や
」
と
い
ひ
す
て
ゝ
、
下
句
に
「
暮
行
そ
ら
を
い
か
に

と
ゞ
め
む
」
と
い
へ
る
詞
づ
か
ひ
、
大
か
た
の
歌
人
の
及
べ
き
き
は
に
あ
ら

ず
や

と
絶
賛
す
る
。

以
上
こ
こ
に
挙
げ
た
七
首
（
後
述
す
る
他
の
同
時
代
歌
人
の
作
も
）
は
す
べ
て

四
季
の
歌
で
あ
り
③
番
歌
が
冬
歌
で
あ
る
の
除
い
て
す
べ
て
春
の
歌
で
あ
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。
定
家
は
、『
詠
歌
大
概
』
に
お
い
て

猶
案
之
以
同
事
詠
古
歌
之
詞
頗
無
念

以
花
詠
花

以
月
詠
月

以
四
季
歌
詠
恋
・
雑
歌

以
恋
・
雑
歌
詠
四
季
歌

如
此
之
時
無
取
古
歌
之
難

と
、
本
歌
取
の
基
本
を
述
べ
て
い
る
。『
詠
歌
大
概
』が
、
初
心
者
が
本
歌
取
を
す

る
際
の
心
得
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
定
家
自
身
、
四
季
の
歌
を
四
季
に
、

恋
・
雑
の
歌
を
恋
・
雑
に
詠
み
入
れ
て
い
る
本
歌
取
歌
が
、
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
恋
や
雑
へ
の
変
容
が
全
く
試
み
ら
れ
て
い
な
い
の
意
外
な

ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
本
歌
の
総
て
の
句
か
ら
摂
取
を
試
み
、
様
々

な
形
で
配
置
し
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
新
古
今
入
集
歌
④
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
四
季
の
歌
の
中
に
恋
の
情
趣
が
仄
か
に
こ
も
る
寂
寥
感
を
湛
え
た
作
も
詠
出
は

さ
れ
て
は
い
る
が
、
多
く
が
四
季
歌
の
範
疇
を
越
え
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
や
は

り
、
本
歌
の
持
つ
性
格
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ

そ
の
他
の
歌
人
の
作

定
家
は
、
七
首
の
本
歌
取
を
試
み
て
い
る
が
、「
け
ふ
来
ず
は
」を
摂
取
し
た
新

古
今
歌
人
の
作
は
少
な
い
。
ま
ず
、
定
家
作
①
が
詠
ま
れ
た
、
翌
建
久
元
年
（
一

一
九
〇
）
九
月
十
三
夜
良
経
邸
で
披
講
さ
れ
た
『
花
月
百
首
』
に
お
い
て
良
経
が

詠
じ
たけ

ふ
こ
ず
は
庭
に
や
跡
の
い
と
は
れ
む
と
へ
か
し
人
の
花
の
盛
り
を
（
秋
篠

月
清
・
一
八
）

― ―109

）
八

北 星 論 集(文) 第46巻 第２号（通巻第51号)



が
、
そ
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
初
句
か
ら
第
二
句
の
「
庭
に
や
」
ま
で
が
定
家
歌

と
同
じ
で
あ
り
、
定
家
作
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
良
経
作
は
、
俊

成
に

庭
に
や
跡
の
と
い
へ
る
心
す
が
た
い
み
じ
く
を
か
し
く
侍
る
う
へ
に
、
末
の

句
な
ど
も
猶
ま
さ
り
侍
る
ら
ん
（
後
京
極
殿
御
自
歌
合
）

と
評
さ
れ
た
作
で
あ
る
。
良
経
作
の
下
二
句
は
、
本
歌
の
世
界
を
敷
延
し
た
感
も

あ
り
、
そ
の
点
を
俊
成
は
評
価
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
有
名
な
後
鳥
羽
院
と
良
経
の
贈
答
歌
（
新
古
今
・
春
下
一
三
五
・
一
三
六
）

を
詞
書
と
と
も
に
挙
げ
る
。
こ
の
贈
答
歌
は
新
古
今
集
で
定
家
歌
と
並
び
「
庭
の

落
花
」
の
歌
群
を
形
成
し
て
い
る
。

ひ
と
と
せ
、
し
の
び
て
大
内
の
花
見
に
ま
か
り
て
侍
り
し
に
、
庭
に
ち

り
て
侍
り
し
花
を
、
す
ず
り
の
ふ
た
に
い
れ
て
、
摂
政
の
も
と
に
つ
か

は
し
侍
り
し

太
上
天
皇

け
ふ
だ
に
も
庭
を
さ
か
り
と
う
つ
る
花
き
え
ず
は
あ
り
と
も
雪
か
と
も
み
よ

返
し

摂
政
太
政
大
臣

さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と
や
の
こ
り
け
む
明
日
よ
り
さ
き
の
花
の
白
雪

こ
の
良
経
歌
に
つ
い
て
は
、
後
鳥
羽
院
が
、
自
讃
歌
を
め
ぐ
る
定
家
の
頑
迷
な

独
善
を
批
判
す
る
中
で
、
そ
れ
と
比
較
し
て
「
先
達
ど
も
ゝ
、
必
ず
歌
の
善
悪
に

は
よ
ら
ず
、
事
が
ら
や
さ
し
く
面
白
く
も
あ
る
や
う
な
る
歌
を
ば
、
必
ず
自
讃
歌

と
す
。
定
家
が
こ
の
歌
詠
み
た
り
し
日
、
大
内
よ
り
硯
の
箱
の
蓋
に
庭
の
花
を
と

り
入
れ
て
中
御
門
摂
政
の
も
と
へ
つ
か
は
し
た
り
し
に
、『
誘
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と

や
残
り
け
む
』
と
返
歌
せ
ら
れ
た
り
し
は
、
あ
な
が
ち
に
歌
い
み
じ
き
に
て
は
な

か
り
し
か
ど
も
、
新
古
今
に
申
し
入
れ
て
、『
こ
の
た
び
の
撰
集
の
我
が
歌
に
は
こ

れ
詮
な
り
』と
、
た
び
〳
〵
自
讃
し
申
さ
れ
け
る
と
聞
き
侍
り
き
。」（『
後
鳥
羽
院

御
口
伝
』）
と
挙
げ
、
良
経
の
温
雅
の
心
を
賞
で
た
歌
で
も
あ
る
。

後
鳥
羽
院
歌
は
、
業
平
歌
と
と
も
に
実
能
の

け
さ
見
れ
ば
よ
は
の
あ
ら
し
に
散
り
は
て
て
庭
こ
そ
花
の
さ
か
り
な
り
け
り

（
金
葉
二
・
春
・
五
八
）

を
参
考
に
一
首
を
構
成
し
た
作
。
業
平
歌
の
表
現
を
巧
み
に
反
転
さ
せ
な
が
ら
、

眼
前
の
落
花
の
美
し
さ
を
、
参
加
で
き
な
か
っ
た
良
経
に
伝
え
よ
う
と
す
る
即
興

の
歌
。
そ
れ
に
対
す
る
良
経
作
は
、
答
歌
の
常
套
を
踏
ま
え
て
誘
わ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
恨
む
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
、
真
意
は
美
し
い
花
び
ら
を
贈
っ
て
く
れ
た
院

の
風
雅
な
心
遣
い
へ
の
感
謝
の
心
を
詠
ん
だ
も
の
。
本
歌
の
「
今
日
」
を
「
明
日

よ
り
さ
き
の
」
と
し
た
表
現
の
斬
新
さ
が
こ
の
作
の
魅
力
だ
ろ
う
。
今
目
の
前
に

あ
る「
明
日
よ
り
さ
き
の
花
の
白
雪
」、す
な
わ
ち
硯
の
中
の
花
び
ら
の
美
し
さ
が
、

本
歌
の
世
界
と
響
き
会
い
な
が
ら
、
豪
奢
に
散
り
敷
く
桜
の
幻
影
を
描
出
し
て
い

る
。同

じ
建
仁
三
年
の
作
に
、「
釈
阿
九
十
賀
和
歌
所
に
て
お
こ
な
は
れ
け
る
と
き
の

屛
風
に
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
有
家
の
作

け
ふ
ま
で
は
木
ず
ゑ
な
が
ら
の
山
ざ
く
ら
あ
す
は
雪
と
や
花
の
ふ
る
さ
と

（
雲
葉
・
春
中
・
一
三
六
、『
家
長
日
記
』
第
四
句
「
あ
す
は
雪
と
ぞ
」）

が
あ
る
。
有
家
は
、
六
条
藤
家
の
出
身
で
は
あ
る
が
、
御
子
左
家
の
歌
風
に
染
ま

り
、
新
古
今
撰
者
に
も
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
本
歌
の
第
二
句「
あ
す
は
雪
と
ぞ
」

を
第
四
句
に
配
し
、「
け
ふ
」・「
花
」
を
取
り
こ
ん
で
い
る
。「
な
が
ら
」
は
「
長

良
の
山
」
と
の
掛
詞
で
あ
ろ
う
。
晴
れ
の
場
に
相
応
し
い
技
巧
を
凝
ら
し
絵
画
的

な
一
首
に
仕
上
げ
て
い
る
。
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他
に
は
家
隆
に

ふ
る
ほ
ど
ぞ
き
え
ず
は
あ
り
と
も
桜
花
庭
に
い
ろ
な
き
春
の
淡
雪
（
壬
二
・

二
〇
一
八
）

あ
す
も
な
ほ
き
え
ず
は
あ
り
と
も
桜
花
ふ
り
だ
に
そ
は
む
庭
の
雪
か
は

（
同
・
二
〇
三
二
）

の
二
首
が
あ
る
。
後
者
は
『
仙
洞
十
人
歌
合
』
の
出
詠
歌
で
、
歌
合
で
は
後
鳥
羽

院
の

み
よ
し
野
は
春
の
あ
ら
し
や
わ
た
る
ら
ん
道
も
さ
り
あ
へ
ず
花
の
白
雪

と
番
え
ら
れ
判

⑻者
に
「
左
右
と
も
に
古
歌
を
お
も
ひ
て
よ
め
る
中
に
、
右
さ
か
ひ

に
い
れ
る
さ
ま
な
り
」
と
さ
れ
、
負
と
な
っ
た
。「
古
歌
を
お
も
ひ
て
」
と
あ
る
よ

う
に
本
歌
取
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
首
と
も
業
平
歌
の
第
四
句
「
き
え
ず
は
あ

り
と
も
」
を
第
二
句
に
置
き
、「
降
」
る
、「
花
」、「
雪
」、
歌
合
出
詠
歌
で
は
、
さ

ら
に
「
明
日
」
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
二
首
と
も
に
「
庭
」
と
い
う
語
を
用
い
て

い
る
の
は
花
月
百
首
の
良
経
の
作
と
同
様
、
定
家
の
①
番
歌
あ
る
い
は
④
番
歌
の

影
響
の
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
る
。

以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
業
平
の
答
歌
を
典
拠
と
す
る
作
品
は
、
定

家
周
辺
の
人
々
に
い
く
つ
か
の
受
容
が
み
ら
れ
る
程
度
で
そ
う
多
い
と
は
言
え
な

い
。
定
家
の
新
古
今
入
集
歌
「
桜
色
の
」
や
良
経
の
『
花
月
百
首
』
の
「
け
ふ
来

ず
は
」
に
は
、
勢
語
の
物
語
的
時
間
を
延
長
し
た
よ
う
な
物
語
性
が
あ
る
が
、
定

家
歌
も
そ
の
他
の
人
々
の
歌
も
ほ
ぼ
純
粋
な
四
季
の
歌
が
中
心
で
、
物
語
的
な
時

間
や
情
趣
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
業
平
歌
が
、
機
知
的
な
応
酬
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作

品
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
や
「
深
草
の
里
」

の
よ
う
に
濃
厚
な
物
語
性
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
新
古
今
期
の
歌
人
が
、

四
季
と
恋
の
情
調
を
複
合
的
に
結
合
し
、
新
し
い
美
的
空
間
を
構
成
し
よ
う
と
す

る
と
き
の
本
歌
に
適
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
新
古
今
入
集

の
三
首
の
中
で
、
定
家
作
が
物
語
性
を
有
し
た
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
鳥
羽

院
と
良
経
の
贈
答
歌
が
、
風
雅
な
君
臣
の
交
流
の
中
で
詠
出
さ
れ
た
、
場
の
雰
囲

気
に
即
し
た
作
で
あ
る
の
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

Ⅴ

結
び
に

定
家
の
業
平
受
容
の
一
例
と
し
て
、「
け
ふ
来
ず
は
」の
摂
取
に
つ
い
て
若
干
の

考
察
を
加
え
て
み
た
。
定
家
が
七
首
の
本
歌
取
を
試
み
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
例

外
で
あ
り
、
こ
の
作
を
受
容
し
た
新
古
今
期
の
作
品
は
少
な
い
。
そ
れ
は
、
繰
り

返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
は
物
語
を
紡
ぎ
出
す
よ
う
な
象
徴
性
を
持
つ
表

現
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。「
月
や
あ
ら
ぬ
」の
段
は
、
高
貴
な

女
人
と
の
逢
瀬
を
絶
た
れ
た
男
の
喪
失
感
を
梅
の
香
と
春
の
月
光
の
中
に
描
出

し
、
夢
幻
的
な
世
界
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
又
、「
深
草
の
里
」の
段
は
、
男
に
捨

て
ら
れ
よ
う
と
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
猶
男
を
思
う
深
草
の
女
の
哀
切
な
ま
で
物
語

を
創
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
形
成
す
る
表
現

の
一
つ
一
つ
が
極
め
て
象
徴
的
な
世
界
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
象
徴

性
を
帯
び
た
表
現
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
物
語
や
美
的
空
間
を
形

成
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、「
け
ふ
来
ず
は
」

の
表
現
に
は
、
そ
の
よ
う
な
象
徴
性
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
贈
答
歌
の
享

受
が
定
家
以
外
の
歌
人
に
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
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の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
に
新
古
今
入
集
歌
「
桜
色
の
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

落
花
の
美
と
と
も
に
寂
寥
美
ま
で
を
描
出
し
た
定
家
の
非
凡
さ
が
再
認
識
で
き
る

の
で
あ
る
。

「
け
ふ
来
ず
は
」
を
本
歌
と
し
て
積
極
的
に
変
容
し
よ
う
と
し
た
歌
人
は
い
な

い
。
そ
の
中
で
定
家
が
こ
の
作
に
注
目
し
、
七
首
の
本
歌
取
歌
を
詠
出
す
る
こ
と

に
な
る
契
機
を
作
っ
た
の
は
、
祖
父
俊
忠
の
「
け
ふ
来
ず
は
」
の
一
首
で
あ
っ
た

と
考
え
る
。

﹇
注
﹈

⑴

『
古
今
和
歌
集
』・『
伊
勢
物
語
』
の
新
旧
い
く
つ
か
の
注
釈
書
類
の
「
あ
る
じ
」
が
男

女
い
ず
れ
な
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
の
み
を
紹
介
す
る
。
女
性
の
歌
で
あ
る
と

強
調
す
る
の
は
、
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

』（
講
談
社

一
九
九
八
年
）

で
「『
女
』
と
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
特
定
で
き
な
い
と
か
、
恋
部
で
は
な
く
春
部
に

入
っ
て
い
る
か
ら
、
贈
歌
の
作
者
は
『
よ
み
人
知
ら
ず
』
で
よ
く
、
男
女
を
問
わ
な

い
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
馬
鹿
げ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
正
し
く
解
釈
鑑
賞
し
よ
う

と
す
れ
ば
、『
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
立
』っ
て
い
る
女
が
『
年
に
ま
れ
な
る
人
』
の

訪
れ
を
得
て
、
桜
の
下
で
詠
み
か
け
て
い
る
歌
物
語
的
な
場
面
が
彷
彿
と
し
て
来
る

の
を
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
、
肖
柏
の
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
を
引
用

す
る
。
他
に
女
性
説
に
久
曾
神
昇
『
古
今
和
歌
集
㈠
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫

一
九
七
九
年
）、
小
沢
正
夫
校
注
・
訳
『
古
今
和
歌
集
』（
日
本
古
典
文
学
全
集

小

学
館

一
九
七
一
年
）、
窪
田
章
一
郎
『
古
今
和
歌
集
』（
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

角

川
書
店

一
九
七
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
、
女
性
と
し
な
が
ら
も
阿
部
俊
子
『
伊
勢
物

語

全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫

一
九
七
九
年
）
で
は
、「
あ
る
じ
を
女
と
と
る

と
、
陰
湿
な
心
情
の
影
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
が
、
あ
る
じ
を
、
訪
れ
た
業
平
と

親
し
い
男
友
だ
ち
と
見
て
、
た
ま
た
ま
立
ち
よ
っ
た
家
の
美
し
い
桜
を
中
に
、
軽
口

を
た
た
き
あ
っ
て
い
る
気
楽
な
よ
み
口
と
見
る
ほ
う
が
楽
し
く
思
わ
れ
る
が
、
一
応

女
性
と
み
て
お
く
。」と
す
る
。
男
性
説
を
説
く
の
は
松
田
武
夫『
新
釈
古
今
和
歌
集
』

（
風
間
書
房

一
九
六
八
年
）
で
「
こ
の
二
首
は
、
伊
勢
物
語
に
も
採
ら
れ
、
普
通
、

恋
歌
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
も
し
恋
歌
と
す
れ
ば
、
恋
歌
を
四
季
の
部
立
内
に
収

容
す
る
こ
と
は
、
自
ら
立
て
た
部
立
を
、
自
ら
の
手
で
崩
潰
さ
せ
る
撰
者
の
自
殺
行

為
と
な
る
。」
と
し
、『
正
義
』
の
「
遠
鏡
な
ど
も
、
是
に
随
ひ
て
、
男
ど
ち
の
贈
答

と
せ
る
は
、
四
季
の
中
に
、
恋
の
歌
は
有
ま
じ
く
思
へ
る
よ
り
也
。」と
い
う
説
を
引

き
「
卓
見
で
あ
る
。」
と
す
る
。
又
、
石
田
穣
二
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』（
竹
林
舎

二

〇
〇
四
年
）
は
「
あ
る
じ
」
は
、「
主
人
。
男
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
契
沖
『
勢

語
臆
断
』
の
「
か
れ
を
も
て
、
こ
れ
を
思
ふ
に
あ
る
じ
と
い
へ
る
は
女
に
あ
ら
ず
、

女
な
ら
ば
女
と
い
ふ
べ
し
。
下
に
も
女
あ
る
じ
と
は
い
ひ
た
れ
ど
、
た
ゞ
、
あ
る
じ

と
い
へ
る
事
な
し
。
又
、
有
常
が
事
よ
り
つ
ゞ
き
、
又
、
年
ご
ろ
音
づ
れ
ぬ
女
の
も

と
に
、
さ
く
ら
を
の
み
見
に
来
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
か
た
が
た
た
ゞ
或
人
の
も
と

な
る
べ
し
。」
と
い
う
説
の
要
旨
を
紹
介
す
る
。
又
、
秋
山
虔
『
伊
勢
物
語
』（
新
日

本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

一
九
九
七
年
）も
、「
男
か
女
か
不
明
だ
が
、
男
と

見
る
の
が
穏
当
か
。」
と
す
る
。
一
方
、
季
吟
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
で
は
、
女
の
歌

と
し
な
が
ら
、「
玄
、
古
今
に
春
の
部
に
入
て
、
恋
の
歌
に
あ
ら
ず
、
爰
の
心
は
、
花

は
あ
だ
な
る
物
と
名
に
立
た
れ
ど
…
…
此
の
女
、
業
平
の
も
と
あ
だ
人
と
い
ひ
し

を
、
今
思
ひ
出
て
我
は
あ
だ
な
ら
ず
と
よ
め
る
也
。」
と
す
る
。
そ
の
他
『
伊
勢
物
語

直
解
』
も
「
古
今
集
に
は
春
部
に
入
て
恋
の
歌
に
あ
ら
ず
。
花
を
あ
だ
な
る
物
と
名

に
立
て
ゝ
か
様
に
年
に
ま
れ
な
る
人
を
も
ま
た
る
ゝ
物
に
て
あ
る
よ
し
と
い
へ
り
。

も
と
業
平
の
女
に
あ
ひ
た
り
し
時
、
此
女
を
あ
だ
な
る
人
と
い
ひ
し
事
あ
る
か
。
そ

れ
を
今
思
ひ
出
し
わ
れ
は
あ
だ
に
は
あ
ら
ず
と
云
心
を
よ
め
り
。」と
す
る
。
又
、
幽

斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
で
も
「
古
今
に
、
よ
み
人
し
ら
ず
と
有
り
て
、
春
の
部
に

入
て
、
恋
の
歌
に
非
ず
。」「
け
ふ
こ
ず
と
い
ふ
も
、
女
の
あ
だ
な
る
事
を
い
は
ん
た

め
也
。」
と
女
の
歌
で
は
あ
る
が
、
古
今
集
で
は
恋
の
歌
で
は
な
い
と
す
る
。

⑵

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

』
五
二
三
頁
（
講
談
社

一
九
九
八
年
）

⑶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
月
や
あ
ら
ぬ
』
を
め
ぐ
る
一
考
察
｜

新
古
今
期
の
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摂
取
を
中
心
に
し
て
｜

」（『
北
星
大
学
文
学
部

北
星
論
集
』二
〇
〇
四
年
三
月
）

及
び
拙
稿
「『
深
草
の
里
』
の
『
鶉
』
を
め
ぐ
る
一
考
察
｜

俊
成
自
讃
歌
の
影
響
を

中
心
に
｜

」（
同
・
二
〇
〇
七
年

三
月
）に
お
い
て
若
干
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。

⑷

正
路
『
新
勅
撰
和
歌
集
抄
』
で
は
「
け
ふ
音
羽
の
滝
に
き
て
さ
く
ら
の
盛
な
る
を
み

る
也
。
け
ふ
爰
に
こ
ず
は
花
の
遅
速
お
ぼ
つ
か
な
く
、
逢
み
る
人
ご
と
に
花
は
い
か

に
ぞ
と
問
べ
き
物
を
、
よ
く
ぞ
花
の
最
中
に
き
た
れ
る
と
安
堵
し
た
る
こ
ゝ
ろ
の
歌

也
。」
と
し
、
業
平
歌
を
挙
げ
る
。
又
、
中
川
博
夫
『
新
勅
撰
和
歌
集
』（
和
歌
文
学

大
系
６
、
明
治
書
院

二
〇
〇
五
年
）
で
も
、
業
平
歌
を
参
考
歌
と
す
る
。

⑸

俊
忠
の
家
集
を
俊
成
が
書
写
し
た
こ
と
が
、「
書
陵
部
甲
本
」の
奥
書
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
又
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
解
題
に
よ
る
と
、
底
本
と
な
っ
た
『
書
陵
部
蔵
帥

中
納
言
俊
忠
集
』
の
奥
書
に
定
家
の
所
持
本
を
家
長
が
書
写
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
久
保
田
淳
『
俊
忠
集
』（
和
歌
文
学
系
22
、
明
治
書
院

一
九
九
八
年
）
の
解

説
に
は
「
…
…
か
つ
て
藤
原
俊
成
筆
ま
た
は
西
行
筆
、
藤
原
定
家
筆
な
ど
と
伝
え
る

俊
忠
の
家
集
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
。

⑹

『
新
古
今
和
歌
集
抄
出
聞
書
』
で
は
「
さ
く
ら
色
の
庭
な
ど
い
へ
る
事
あ
た
ら
し
き

也
。
本
歌
の
重
也
。
閑
居
の
花
人
跡
た
え
は
て
た
る
体
也
。
人
の
と
ひ
て
こ
そ
雪
と

も
み
め
た
ゞ
落
花
を
わ
れ
の
み
お
し
み
ぬ
る
心
也
」。
と
す
る
。
又
、『
新
古
今
集
聞

書
』は
、「
五
文
字
お
も
し
ろ
く
大
切
な
る
詞
也
。
雪
の
ご
と
く
散
つ
も
り
た
る
庭
の

花
も
ま
た
風
に
あ
と
な
く
成
侍
り
。
雪
と
み
る
ほ
ど
も
あ
ら
ば
こ
そ
又
と
ひ
て
雪
と

も
見
侍
ら
め
と
、
本
歌
に
問
答
し
た
る
歌
也
。」
と
す
る
。
こ
の
「
五
文
字
お
も
し
ろ

く
大
切
な
る
詞
也
」
と
の
指
摘
は
近
世
の
多
く
の
注
釈
書
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

⑺

樋
口
芳
麻
呂
『
定
家
八
代
抄
と
研
究
上
・
下
』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会

一
九
五

六
・
七
年
）
に
翻
刻
さ
れ
た
樋
口
氏
蔵
の
異
本
系
統
の
室
町
初
期
写
本
で
は
、
定
家

作
の
次
に
後
鳥
羽
院
・
良
経
の
贈
答
歌
が
新
古
今
と
同
じ
配
列
で
並
び
、
そ
の
後
に

古
今
業
平
の
贈
答
歌
が
置
か
れ
て
い
る
。

⑻

こ
の
歌
合
の
判
者
に
つ
い
て
は
、
谷
山
茂『
新
古
今
時
代
の
歌
合
と
歌
壇
』（
谷
山
茂

著
作
集
四
、
角
川
書
店

一
九
八
三
年
）
で
は
「
…
…
少
な
く
と
も
そ
の
初
判
は
、

後
鳥
羽
院
を
中
心
と
す
る
良
経
・
通
親
ら
三
人
の
衆
議
判
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
想

定
」（
三
四
四
頁
）
を
提
示
し
て
い
る
。
又
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
「
仙
洞
十
人
歌

合
」
の
解
題
で
は
「
後
鳥
羽
院
の
勅
判
か
、
藤
原
俊
成
追
判
か
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

決
め
が
た
い
。
あ
る
い
は
作
者
の
一
人
内
大
臣
源
（
土
御
門
）
通
親
の
意
見
も
強
く

反
映
さ
れ
て
い
る
か
。」
と
す
る
。

付
記

採
り
上
げ
た
定
家
の
歌
・
番
号
は
、
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
全
歌
集
』
に
よ
る
。

他
の
歌
・
番
号
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
よ
る
が
、『
和
歌
文
学
大

系
』（
明
治
書
院
）・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）等
も
参
照
と
し
た
。

古
注
釈
類
は
、『
日
本
歌
学
大
系
』（
風
間
書
房
）・『
新
古
今
集
古
注
釈
大
系
』（
笠

間
書
院
）・『
宣
長
全
集
』（
筑
摩
書
房
）・『
古
今
和
歌
集
全
評
釈

古
注
七
種
集

成
』（
右
文
書
院
）・『
未
刊
国
文
注
釈
大
系
』（
清
文
堂
）・『
日
本
文
学
古
注
釈
大

成
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）・『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
』（
笠
間
書
院
）・『
拾
遺
愚

草
古
注
』（
三
弥
井
書
院
）・『
新
勅
撰
和
歌
集
古
注
釈
と
そ
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
猶
、
い
ず
れ
も
仮
名
の
一
部
を
漢
字
に
、
旧
漢
字
を
新

漢
字
に
す
る
な
ど
表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。
又
、
適
宜
、
濁
点
・
句
読
点
・

括
弧
を
施
し
た
。
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［Abstract］

A Study of“Kyokozuwa”

A Side View of Teika’s Allusions from Narihira

 

Masako ASAOKA

 

Fujiwara no Teika used many poems written by Ariwara no Narihira as bases in his
 

Honkadori. “Kyoukozuwa Asuwayukitozo Furinamashi Kiezuwaaritomo Hanatomimashiya”

(Kokinshu No.63,Tales of Ise:Passage 17)is one of such Narihira’s poems and is included in

“Teika Hachidaishu”. Teika introduced parts of this poem in seven of his Honkadori
 

poems. It is one of the most used Honkas in his poetry. In this study, those seven
 

Honkadori poems are analyzed in the order of their recitation. Teika’s grandfather,

Toshitada’s poems are also mentioned as examples of allusions from honkas before Teika’s
 

generation as well as the possibility of Toshitada’s influence on Teika. When compared,the
 

adaptations from“Kyoukozuwa”as honka by other poets of Teika’s period were fewer than
 

Narihira’s other poems such as“Tsukiyaaranu Haruyamukashino Harunaranu Wagamihitots-

uwa Motonominishite”(Kokinshu No.747 Tales of Ise:Passage 4)and“Toshiwohete Sumiko-

shisatowo Ideteinaba Itodohukakusa Notoyanarinan”(Kokinshu No.971 Tales of Ise:Passage
 

123). This study the explains the lack of tenors of dreamlike beauty and lament which poets
 

of Shinkokin Era had been seeking,as the reason for the poem being less popular than others.

Key words:Teika,Narihira,Kyoukozuwa,Honkadori
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