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貫
珠
の
音

万
葉
集
と
平
安
朝
漠
詩
と
白
氏
文
集
に
お
け
る

一
、
万
葉
集
の
貫
珠

卯
の
花
の
匂
ふ
垣
根
に

ほ
と
と
ぎ
す
は
や
も
来
鳴
き
て

忍
び
音
も
ら
す
夏
は
来
ぬ

今
も
、
初
夏
に
な
る
と
思
い
出
す
メ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
＇
初
夏
の
訪
れ
を

告
げ
る
ほ
と
と
ぎ
す
は
古
来
多
く
の
詩
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
。
就
中
、
万

葉
人
に
愛
さ
れ
、
集
中
、
実
に
一
五
四
首
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
鳥
の
中
で

は
最
も
多
く
、
二
位
の
鷲
の
四
五
首
と
の
差
か
ら
も
、
如
何
に
万
葉
人
に

買
翫
さ
れ
た
か
が
窺
い
知
れ
よ
う
（
し
集
中
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
詠
の
中
で
以

前
か
ら
、
腑
に
落
ち
な
い
表
現
が
あ
っ
た
い
多
く
の
注
釈
書
類
に
あ
た
っ

て
も
私
に
と
っ
て
は
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
そ
の
表
現
と
い

う
の
は

藤
原
夫
人
の
歌
一
首
＇
明
日
香
清
御
原
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ふ

天
白
そ
の
夫
人
な
り

9

字
を
人
原
大
刀
自
と
い
ふ
即
ち
新
田
部
皇

子
の
母
な
り

丹

羽

博

之
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ほ
と
と
ぎ
す
い
た
く
な
嗚
き
そ
汝
が
声
を
さ
月
の
玉
に
あ
へ
貰
く
ま

で
に藤

原
夫
人
歌
一
首
。
明
日
香
清
御
原
宮
御
宇
天
皇
之
夫
人
也
り
字

大
原
大
刀
巨
。
即
新
田
部
皇
子
之
母
也
。

霞
公
鳥
通
莫
鳴
汝
音
乎
五
月
玉
相
貰
左
右
一
―

-1-

（
本
文
、
訓
み
、
歌
番
号
は
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
に

よ
る
'
-
以
下
、
万
葉
集
は
全
て
同
書
に
よ
る
｛
）
）

の
歌
に
見
ら
れ
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
を
五
月
の
玉
に
あ
へ
貰
く
と
い

う
も
の
で
あ
る
て
本
稿
で
は
、
こ
の
歌
声
を
玉
に
貫
く
と
い
う
表
現
の
椋

泉
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
い

こ
の
藤
原
夫
人
の
歌
に
対
し
て
『
万
葉
代
匠
記
』
で
は
、

五
月
の
玉
薬
玉
の
こ
と
な
り
風
俗
通
。
五
月
五
日
以
五
彩
絲
繋

腎
者
辟
鬼
及
兵
'
-
名
長
命
魏
一
名
続
命
魏
し
い
た
く
な
な
き
そ

と
は
、
郭
公
は
五
月
を
賞
す
る
物
な
れ
は
、
そ
れ
ま
て
は
鳴
ふ
る
す



な
薬
玉
に
汝
か
声
を
も
ぬ
き
ま
し
へ
む
と
な
り
。
ほ
と
と
ぎ
す
の

声
は
ぬ
き
ま
し
へ
ら
る
る
物
に
あ
ら
ぬ
と
、
賞
術
の
あ
ま
り
に
、
さ

る
は
か
な
き
こ
と
を
も
詠
む
が
歌
の
習
な
り
。

と
注
す
る
。
）
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
玉
を
貫
く
と
い
う
非
現
実
的
な
表
現

に
対
し
て
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
は
ぬ
き
ま
し
へ
ら
る
る
物
に
あ
ら
ぬ
と
、

賞
翫
の
あ
ま
り
に
、
さ
る
は
か
な
き
こ
と
を
も
読
が
歌
の
習
な
り
」
と
、

や
や
苦
し
い
注
を
付
し
て
い
る
。

小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
の
こ
の
歌
の
頭
注
は

あ
へ
貫
く
ま
で
に
ー
ア
ヘ
は
ア
ハ
セ
の
意
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
五

月
の
声
に
交
え
る
こ
と
は
一
九
三
九
に
も
見
え
る
c

四
月
中
に
ほ
と

と
ぎ
す
の
声
を
き
い
て
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

J

と
あ
る
こ
の
他
、
多
く
の
注
釈
書
も
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
玉
を
貫
く

と
い
う
表
現
に
対
し
て
格
別
の
言
及
は
な
い

こ
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
玉
を
貫
く
と
い
う
表
現
の
例
は
、
万
葉
集

中
に
他
に
五
例
見
ら
れ
る

C

以
下
、
そ
の
例
を
挙
げ
る
r

1939 

ほ
と
と
ぎ
す
汝
が
初
声
は
我
に
も
が
五
月
の
玉
に
交
え
て
貰
か
む

霞

公

鳥

汝

始

音

者

於

吾

欲

得

五

月

之

珠

年

交

而

将
貫
（
巻
十
、
夏
雑
歌
）

京
に
入
る
こ
と
漸
く
近
づ
き
、
悲
情
撥
ひ
難
く
し
て
、
懐
を
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述
ぶ
る
一
首
井
せ
て
一
絶

か

ぞ

か

む

も

と

え

か
き
数
ふ
二
上
山
に
神
さ
び
て
立
て
る
つ
が
の
木
本
も
枝

お

や

と

き

は

わ

せ

も

同

じ

常

磐

に

は

し

き

よ

し

我

が

背

の

君

を

朝

去

ら

ず

逢

ひ

て

言

問

ひ

夕

さ

れ

ば

手

携

は

り

て

射

水

川

清

き

ゎ

河

内

に

出

で

立

ち

て

我

が

立

ち

見

れ

ば

あ

ゆ

の

風

い

た

く

し

吹

け

ば

湊

に

は

白

波

高

み

妻

呼

ぶ

と

渚

鳥

は

騒

＜

あ

し

あ

ま

ご

ぶ

ね

い

り

え

}

j

か

ぢ

お

と

産

刈

る

と

海

人

の

小

舟

は

入

江

漕

ぐ

梶

の

音

高

し

そ

こ
を
し
も
あ
や
に
と
も
し
み
し
の
ひ
つ
つ
遊
ぶ
盛
り
を
天
皇

を

み

こ

と

の

食

す

国

な

れ

ば

命

持

ち

立

ち

別

れ

な

ば

後

れ

た

る

た

ま

ほ

こ

わ

れ

君

は

あ

れ

ど

も

玉

梓

の

道

行

く

我

は

白

雲

の

た

な

び

く

ふ

へ

な

9
か

け

山

を

岩

根

踏

み

越

え

隔

り

な

ば

恋

し

け

く

日

の

長

け

む

も

ぬ

そ

そ

こ

思

へ

ば

心

し

痛

し

ほ

と

と

ぎ

す

声

に

あ

へ

貰

＜

玉
に
も
が
手
に
巻
き
持
ち
て
朝
夕
に
見
つ
つ
行
か
む
を

を

置
き
て
行
か
ば
惜
し

-2-
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わ

せ

}

-

我
が
背
子
は

ほ
と
と
ぎ
す

声
に
あ
へ
貫
き

玉
に
も
が
も
な

ゅ

手
に
巻
き
て
行
か
む

じ
ょ
う

右
、
大
伴
宿
禰
家
持
、
橡
大
伴
宿
禰
池
主
に
贈
る
。

四

月
三
十
日

わ

が

せ

》

―

は

私
我
勢
故
波

"
―
ゑ
に
あ
へ
ぬ
き

年
安
倍
奴
吉

た

ま

に

も

が

も

な

ほ

と

と

ぎ

す

多
麻
年
母
我
毛
奈
保
登
等
伎
須

て

に

ま

さ

て

ゆ

か

む

手
が
麻
伎
弓
由
可
牟

許
恵

右
、
大
伴
宿
祢
家
持
贈
橡
大
伴
宿
祢
池
主
。

四
月

ttt

日
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ご
し
の
み
ち
の
く
ち
の
じ
ょ
う
お
ほ
と
も
の
す
く
ね
い
け
ぬ
し
ほ
と
と
ぎ
す

四
月
―
―
一
日
に
、
越
前
判
官
橡
大
伴
宿
禰
池
主
に
贈
る
雷
公
鳥

か

ん

き

う

ご

ご

ろ

あ

お

も

ひ

あ

は

の
歌
、
感
旧
の
意
に
勝
へ
ず
し
て
懐
を
述
ぶ
る
一
首
井
せ

て
短
歌

せ

-

し

て

た

づ

さ

我
が
背
子
と
手
携
は
り
て
明
け
来
れ
ば
出
で
立
ち
向
か
ひ

タ
さ
れ
ば
振
り
放
け
見
つ
つ
思
ひ
延
べ
見
和
ぎ
し
山
に

八
つ
峰
に
は
霞
た
な
び
き
谷
辺
に
は
椿
花
咲
き
う
ら
悲

し

春

し

過

ぐ

れ

ば

ほ

と

と

ぎ

す

い

や

し

き

鳴

き

ぬ

ひ

と

り
の
み
聞
け
ば
さ
ぶ
し
も
君
と
我
と
隔
て
て
恋
ふ
る
磯
波
山

え
だ

飛
び
越
え
行
き
て
明
け
立
た
ば
松
の
さ
枝
に
夕
さ
ら
ば

ぬ

月
に
向
か
ひ
て
あ
や
め
ぐ
さ
玉
貫
く
ま
で
に
鳴
き
と
よ

や

す

い

ね

め

安

眠

寝

し

め

ず

君

を

悩

ま

せ

う
ご
し
の
み
ち
の
く
ち
の
じ
ょ
う

水
烏
を
越
前
判
官
大
伴
宿
禰
池
主
に
贈
る
歌
一
首

短
歌

し

あ

れ

ば

そ

こ

こ

こ

も

同

じ

心

そ

家

離

り

あ

ま

ざ

か

ひ

な

天

離

る

邸

に

年

の

経

ぬ

れ

ば

う

つ

せ

み

は

物

思

繁

し

そ

こ

故

に

心

な

ぐ

さ

に

ほ

と

と

ぎ

す

鳴

く

初

声

を

橘

の

玉

に

あ

へ

貫

と
も

き

か

づ

ら

き

て

遊

ば

む

は

し

も

ま

す

ら

を

を

伴

な

へ

立

て

て

尉

町

叫

な

つ

さ

ひ

旦

り

平

釦

に

は

加

網

さ

し

渡

し

し

か

は

ヵ
-

速

き

瀬

に

鵜

を

潜

け

つ

つ

月

に

日

に

然

し

遊

ば

ね

愛

わ

せ

-

`

し
き
我
が
背
子

以
上
が
、
万
葉
集
中
に
見
え
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
玉
を
貫
く
の
例

で
あ
る
ぐ
六
例
中
藤
原
夫
人
の
作
が
一
例
、
作
者
未
詳
の
作
一
例
に
対
し

て
大
伴
家
持
が
四
首
と
異
常
な
多
さ
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
、
ほ
と
と
ぎ
す

井
せ
て

4189 

の
美
声
が
玉
を
貫
く
の
表
現
に
対
し
て
、
何
故
、
そ
う
し
た
非
現
実
的
な

表
現
が
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
た
注
は
見
当
ら
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
『
白
氏
文
集
』
を
読
ん
で
い
る
と
き
に
、
ふ
と
貫
珠
と
い
う

漠
語
の
存
在
を
知
っ
た
。
以
下
、
貰
珠
な
る
語
の
出
典
、
意
味
、
用
例
を

検
討
し
て
い
く
。

そ
も
そ
も
貫
珠
な
る
語
は
、

『
礼
記
』
「
楽
記
」
に
基
づ
く
語
で
、

故
歌
者
、
上
如
レ
抗
、
下
如
レ
隊
、
曲
如
レ
折
、
止
如
・
楽
木
、
侶
中
レ
矩
、

句
中
知
E

、
桑
桑
乎
端
如
一

1

貰
珠
,
o

あ
が

故
に
歌
は
、
上
る
と
き
は
抗
る
が
如
く
、
下
が
る
と
き
は
隊
つ
る
が

如
く
、
曲
る
と
き
は
折
る
る
が
如
く
、
止
る
と
き
は
高
杢
木
の
如
く
、

偲
は
矩
に
中
り
、
句
は
鉤
に
中
り
、
〖
索
桑
乎
と
し
て
端
し
き
こ
と
貫

珠
の
如
し
。

と
見
え
る
。
こ
の
語
は
、
万
葉
人
が
使
用
し
た
類
書
『
北
堂
書
紗
』

（
巻
二
臼
六
楽
部
二
歌
篇
二
）
に
も

-3-

上
如
抗
下
如
墜
裾
中
矩
句
中
鉤

楽
記
云
楽
者
上
如
玲
抗
下
如
レ
隊
曲
如
レ
折
止
如
五
禾
木
据
中
，
矩
句

中
レ
鉤
桑
築
乎
端
如
貫
珠

c

と
見
え
る
。
こ
の
部
分
の
解
釈
は
、

大
き
く
屈
折
す
る
と
き
は
緩
慢
で
あ
り
、
ま
た
音
が
長
な
が
と
続
い



て
、
し
か
も
明
瞭
で
あ
る
と
き
は
、
あ
た
か
も
多
く
の
珠
を
一
筋
に

貰
い
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
＜

（
新
訳
漠
文
体
系
『
礼
記
』
）

と
あ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
美
し
い
歌
声
の
響
き
は
あ
た
か
も
い
く
つ

か
の
珠
を
貰
く
か
の
よ
う
に
聞
え
る
、
の
意
で
あ
ろ
う

こ
の
貰
珠
な
る
語
の
辞
書
的
な
意
味
は

「
貫
珠
」
①
珠
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
緒
を
通
す
＇
じ
ゅ
ず
つ
な
ぎ
順
に

美
正
な
も
の
に
感
化
し
て
い
く
こ
と
の
た
と
え
。
〔
礼
記
、

楽
記
〕
〖
烹
索
乎
端
如
貰
珠
〔
疏
〕
言
啓
卜
之
状
、

I
密
索

セ

シ

ヽ

＇

ご

9•• 

9

キ
'
,
”
,

乎
感
動
人
、
心
端
正
、
其
状
如
レ
貫
於
珠
。
言
如
江

音
感
動
於
人
、
令
中
人
心
想
形
状
如
’
g

此°

②
緒
を
迎
し
て
、
つ
ら
ぬ
い
た
珠
。
〔
易
緯
坤
霊
図
〕
至
徳

之
世
、
五
星
如
貰
珠
。

③
じ
ゅ
ず
を
い
う

r

念
珠
。

q

-

T

ス

レ

H
以
誦
し
鰹
＇

〔
玉
泉
子
〕
手
持
貰
珠
、
閉

（
『
広
漢
和
辞
典
』

と
だ
け
し
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が

音
声
の
美
妙
な
こ
と
の
た
と
え
c

（
『
新
字
椋
』
）

と
正
し
く
貰
珠
の
意
味
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
く
ま
た
、
中
国
で

出
版
さ
れ
た
『
辞
海
』
に
も

貫
珠
成
串
的
珠
子
常
用
以
形
容
園
潤
的
歌
声
＂

故
歌
者
上
如
抗
、
下
如
隊
（
昭
）

．．．．．． 

乎
端
貫
珠

磐
之
状
二
乎
感
動
人
心
。
“

《
礼
記
》
：
”

孔
穎
疏
ニ
―
ロ

と
あ
る
。

こ
の
貫
珠
な
る
語
の
用
例
を
求
め
て
み
る
と
、
六
朝
詩
に
は
、
ほ
と
ん

ど
そ
の
例
を
見
な
い
が
、
唐
代
に
な
る
と

貫
珠
一
侶
貰
珠
の
一
但

撃
石
丸
成
石
を
撃
ち
て
丸
成
る

（
郊
廟
歌
辞
周
宗
廟
楽
舞
辞
•
成
順
）

懇

泉

珠

貫

下

懇

泉

珠

貰

下

り

列

帳

錦

屏

舒

列

張

錦

屏

舒

ぶ

（
初
唐
張
説
「
巨
従
幸
章
嗣
立
山
荘
応
制
」
）

等
の
例
を
見
る
と
こ
ろ
が
、
六
朝
詩
に
は
、
私
の
調
行
し
た
範
囲
で

は
他
の
例
を
見
つ
け
得
な
い

C

ー
だ
が
、
『
礼
記
』
に
も
見
え
、
『
北
堂
書

紗
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
万
葉
人
の
目
に
止
ま
る
可
能
性
は
十

分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
り
万
葉
集
の
貫
珠
の
六
例
の
用
例
中
四
例
ま
で

が
家
持
の
詠
で
あ
り
、
家
持
の
好
ん
だ
表
現
と
い
え
よ
う

1

し
か
も
、
全

て
越
中
守
時
代
に
詠
ま
れ
て
い
る
越
中
守
時
代
の
家
持
は
文
学
意
識
の

高
揚
し
た
時
期
で
も
あ
り
、
大
伴
池
主
と
の
漢
詩
文
に
よ
る
贈
答
も
収
め

ら
れ
て
お
り
、
漢
詩
文
の
影
響
を
強
く
受
け
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
時
期
の
家
持
の
詠
で
あ
る
の
で
、
彼
の
賞
駈
し
た
ほ
と
と
ぎ

す
の
鳴
き
声
を
漢
語
の
貫
珠
を
下
敷
き
に
し
て
、
新
た
な
る
表
現
を
試
み

た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
こ
の
新
た
な
る
試
み
は
、
家
持
の
好
み
に
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か
な
い
、
短
期
問
に
連
続
し
て
四
例
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

次
に
万
策
集
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
玉
に
貰
く
と
い
う
表
現
の
最
初
の

例
か
と
思
わ
れ
る
藤
原
夫
人
の
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
藤
原
夫
人
の

歌
は
万
葉
集
中
に
も
う
一
例
有
る
。
そ
れ
は
夫
天
武
帝
か
ら

天
皇
、
藤
原
夫
人
に
賜
ふ
御
歌
一
首

我
が
里
に
大
雪
降
れ
り
大
原
の
古
り
に
し
里
に
降
ら
ま
く
は
後

（
巻
一
―
)

103 
と
詠
み
か
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て

藤
原
の
夫
人
の
和
へ
奉
る
歌
一
首

印
我
が
国
の
霞
に
言
ひ
て
降
ら
し
め
し
雪
の
描
け
し
そ
こ
に
散
り
け

む

（

同

）

と
返
歌
し
た
も
の
で
あ
る

C

夫
天
武
帝
の
か
ら
か
い
に
み
ご
と
に
答
え
た

当
意
即
妙
の
歌
オ
の
持
ち
主
で
あ
る
つ
こ
の
よ
う
な
歌
オ
の
持
ち
主
で
あ

れ
ば
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
珠
を
貫
く
と
い
う
表
現
も
漠
語
の
貰
珠
に

拠
る
表
現
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
，
家
持
の
詠
作
群
と
藤
原
夫
人
の

作
及
び
前
に
挙
げ
た
作
者
未
詳
の
詠
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
。一

方
、
こ
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
橘
の
珠
を
貫
く
、
と
い
う
発
想
、

表
現
は
当
時
の
端
午
の
節
句
の
風
習
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う

C

ほ
と

と
ぎ
す
と
橘
の
取
り
合
せ
は

お
お
と
も
の
ふ
み
も
ち

大
伴
書
持
の
歌
―
一
首

我
が
や
ど
の
花
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す
今
こ
そ
嗚
か
め

へ
る
時

ほ

と

と

ぎ

す

お

そ

な

う

ら

大
伴
家
持
、
霧
公
鳥
の
晩
＜
喧
く
を
恨
む
る
歌
二
首

lt¥81 

ぁ

友
に
逢

1486 

わ

は

な

た

ち

ば

な

我
が
や
ど
の
花
橘
を

し
て
む
と
か

等
と
あ
り
、
初
夏
の
訪
れ
の
素
材
と
し
て
一
―
者
が
一
首
の
中
に
詠
ま
れ
て

い
る
。
ま
た
、
橘
の
珠
に
貫
く
、
あ
や
め
草
の
珠
に
貫
く
、
と
い
う
表
現

も

っ
ち

来
鳴
か
ず
地
に

散
ら

ほ
と
と
ぎ
す

1478 

大
伴
家
持
の
橘
の
歌
一
首

我
が
や
ど
の
花
橘
の
い
つ
し
か
も
玉
に
貫
く
べ
く
そ
の
実

な
り
な
む
（
巻
八
•
夏
雑
歌
）

大

伴

家

持

、

橘

の

花

を

惜

し

む

歌

一

首

（

同

）

わ

た

ま

ぬ

み

我

が

や

ど

の

花

橘

は

散

り

過

ぎ

て

玉

に

貫

く

べ

く

実

に

な

り

に

け

り

（

同

）

大
伴
家
持
の
霜
公
鳥
の
歌
一
首

ほ
と
と
ぎ
す
待
て
ど
来
鳴
か
ず

を
い
ま
だ
遠
み
か

-5-
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あ
や
め
ぐ
さ

ぬ

玉
に
貰
く
日

（同）

な
ど
例
を
見
、
こ
こ
に
「
ほ
と
と
ぎ
す
ー
花
橘
」
「
珠
に
貰
く
」
か
ら

「
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
橘
、
あ
や
め
草
の
珠
に
貫
く
」
の
連
想
が
働
い
た

可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
白
霧
の
珠
に
貫
く
と
い
う

1547 

ふ
じ
わ
ら
の
あ
そ
み
や
つ
か

藤
原
朝
臣
八
束
の
歌
一
首

さ
雄
鹿
の
萩
に
貫
き
置
け
る

の
人
か
も
手
に
巻
か
む
ち
ふ

露

の

白

玉

あ

ふ

さ

わ

に

誰

（
巻
八
•
秋
雑
歌
）



1572 

大
伴
家
持
の
白
露
の
歌
一
首

ゎ我

が

や

ど

の

尾

花

が

上

の

白

霧

を

も
の
に
も
が

周

た

ず

て

玉

に

町

v

（
巻
八
•
秋
雑
歌
）

等
視
覚
的
な
歌
も
あ
り
、
「
白
露
の
珠
に
貫
く
」
か
ら
「
ほ
と
と
ぎ
す
の

美
し
い
声
が
珠
に
貫
く
」
と
い
う
表
現
が
生
ま
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
こ
れ
ら
の
視
覚
的
表
現
は
、
平
安
朝
和
歌
の

文
屋
朝
康

白
露
に
風
の
ふ
き
し
く
秋
の
野
は
貫
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
ち
り
け
る

（
『
後
撰
集
』
巻
六
秋
中
）

に
詠
み
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
問
題
に
し
て
い
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
美
声
が
橘
の
玉
の
緒

に
貰
く
」
と
の
関
係
で
考
え
て
み
た
場
合
、
一
方
は
視
覚
的
な
詠
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
他
方
は
聴
覚
的
印
象
を
詠
ん
で
お
り
、
両
者
を
直
接
強
く

結
び
つ
け
る
の
に
は
た
め
ら
い
を
覚
え
る
｛
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が

珠
の
緒
に
貰
く
」
と
い
う
表
現
は
先
に
示
し
た
初
夏
の
景
物
と
し
て
の
取

り
合
せ
や
、
端
午
の
節
句
の
風
習
か
ら
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
ー
橘
、
あ
や
め

草
の
珠
の
緒
に
貫
く
」
及
び
、
「
白
露
の
珠
を
貰
く
」
と
い
う
表
現
層
に

加
え
て
、
前
掲
の
漢
語
、
貫
珠
を
も
強
く
意
識
し
て
、
新
し
く
詠
ま
れ
た

表
現
と
い
え
よ
う

二
、
平
安
朝
漢
詩
及
び
白
詩
の
貫
珠

貰
珠
の
語
は
平
安
朝
漠
詩
文
に
再
び
登
場
す
る
。
所
謂
、
国
風
賠
黒
と

呼
ば
れ
る
時
代
に
成
立
し
た
勅
撰
一
云
一
漢
詩
集
に
は
そ
の
例
を
認
め
得
な
い

が
、
平
安
朝
中
期
に
な
る
と
以
下
に
示
す
如
く
、
お
び
た
だ
し
く
用
い
ら

れ
る
。

長

歌

惜

春

暮

村

上

御

製

動
塵
響
恨
詔
光
尽
動
隊
の
響
は
恨
む
詔
光
の
尽
く
る
こ
と
を

貫
玉
声
愁
夜
漏
繁
貫
玉
の
声
は
愁
ふ
夜
漏
の
繁
き
を

秋

月

高

低

朗

椋

為

憲

繋
吊
塞
鴻
雲
表
翅
繋
吊
の
塞
鳴
雲
表
の
翅

貫
珠
卑
鶴
霜
問
声
貫
珠
の
皐
鶴
霞
間
の
声

弦

歌

伴

、

月

来

源

為

憲

暁
潔
自
迎
弾
雪
曲
暁
潔
自
ら
迎
ふ
弾
雪
の
曲

霧
埜
新
得
貫
珠
声
霧
螢
新
た
に
得
た
り
貫
珠
の
声

（
『
類
緊
句
題
抄
』
本
文
は
『
続
群
書
類
従
』
に
拠
る
L

)

花

鳥

春

資

貯

左

金

吾

（

藤

原

公

任

）

裁
錦
惜
将
風
底
色
裁
錦
惜
し
む
に
風
底
の
色
将
て
し

貫
珠
衡
得
月
前
音
貫
珠
街
む
に
月
前
の
音
を
得
た
り

（
『
本
朝
麗
藻
』
本
文
は
『
新
校
群
書
類
従
』
に
拠
る
ぃ
）

愧
儡
子
孫
君

旅
舶
逢
君
涙
不
窮
旅
舶
君
に
逢
ひ
て
涙
窮
ら
ず

貰
珠
歌
曲
正
玲
瀧
貰
珠
の
歌
曲
正
に
玲
瀧
た
り

翠
蛾
眉
細
羅
衣
外
翠
蛾
の
眉
は
細
し
羅
衣
の
外

紅
玉
膚
肥
錦
袖
中
紅
玉
の
膚
は
肥
ゆ
錦
袖
の
中

（
『
江
吏
部
集
』
本
文
は
新
校
群
書
類
従
に
拠
る
c

)

こ
の
よ
う
に
十
世
紀
中
頃
よ
り
、
貫
珠
の
語
は
急
速
に
詠
ま
れ
始
め
る

C
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平
安
中
期
に
な
っ
て
こ
の
貰
珠
の
語
が
頻
に
詠
ま
れ
た
理
由
を
考
え
た
と

き
に
、
や
は
り
、
ま
ず
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
白
詩

の
影
響
で
あ
る
。
『
白
氏
文
集
』
を
ひ
も
と
く
と

九
燭
裔
前
十
二
妹
。

主
人
留
酔
任
歓
娯
＿
o

翻
翻
舞
袖
雙
飛
蝶
ぃ

宛
韓
歌
啓
一
索
珠
。

坐
久
欲
レ
醒
還
酪
酌
o

夜
深
初
散
又
蜘
覇
，

南
山
賓
客
東
山
妓
。

此
會
人
間
曾
有
無
。

夜

宴

酔

後

留

猷

―

袈

侍

中

〔

巻

六

十

五

〕

（
『
白
氏
文
集
』
の
本
文
は
、
全
て
、
四
部
叢
刊
に
影
印
さ
れ
た
那
波
道

円
活
字
本
に
拠
る
）

の
例
を
見
る
。
こ
こ
で
は
酒
宴
で
の
妙
な
る
歌
声
は
あ
た
か
も
珠
を
貫

く
一
筋
の
い
と
と
貰
珠
の
語
を
し
た
じ
き
に
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

の
二
句
は
十
世
紀
に
な
っ
た
大
江
維
時
撰
の
『
千
載
佳
句
』
（
下
巻
宴

喜
部
「
歌
舞
」
）
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
平
安
人
の
人
口
に
広
く
謄
灸

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
＿
、
こ
の
ほ
か
、
『
白
氏
文
集
』
に
は
、
私
が
検

索
し
え
た
だ
け
で
も
、
四
例
も
の
貫
珠
の
例
を
見
る
c

以
下
に
、
そ
の
例

を
示
す
と

有
店
時
婉
軟
無
筋
骨

有
レ
時
頓
挫
生
稜
節
一

急
啓
園
縛
促
不
レ
断
。

l

礫
礫
輯
輯
似
珠
貫
°

小
童
辞
陽
陶
吹
．
緊
栗
歌

和
浙
西
李
大
夫
作
。〔

後
集
巻
一
[
]

歌
啓
凝
貫
レ
珠
。
舞
袖
繋

iLレ麻。

相
公
謂
四
座
。
今
日
非
自
誇
。

有
知
奴
善
吹
レ
笙
。
有
レ
婢
弾
．
琵
琶
。

十
指
繊
若
レ
等
。
雙
聾
鵞
如
知
競

和
卜
新
櫻
北
園
偶
集
。
従
孫
公
度
周
巡
官
韓
秀
才
慮
秀
才
苑
慮
士

小
飲
。
鄭
侍
御
判
官
周
劉
二
従
事
皆
先
蹄
上
〔
後
集
巻
―
-
〕

擬
，
作
雲
泥
別
。
猶
思
頃
刻
陪
,
o

歌
停
珠
貰
断
ぐ
飲
罷
玉
峰
頗
。
居
易

宴

典

化

池

亭

。

送

白

二

十

二

東

蹄

聯

句

7~ 

〔
後
集
巻
二
十
〕

堂
東
有
―
瀑
布
、
水
懸
三
尺
。
碍
一
階
隅
―
落
右
ぶ
宋
―
°
昏
暁
如

1

練

色
、
夜
中
如
一
1

環
颯
琴
築
声

C

堂
西
椅
北
崖
右
趾
、
以
1

―
剖
竹
如
杏

空
、
引
崖
上
泉
、
脈
分
餞
懇
自
レ
溢
注
，
5
四
，
紫
集
如
貰
珠
、
罪

微

如

雨

露

（

「

草

堂

記

」

）

こ
の
よ
う
に
、
白
楽
天
は
、
貰
珠
の
語
を
好
ん
で
し
ば
し
ば
使
用
し
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
e

『
文
選
』
『
玉
台
新
詠
』
『
李
白
』
『
杜
甫
』
『
柳

宗
元
』
『
王
維
』
な
ど
の
六
朝
、
唐
代
の
代
表
的
な
詩
人
の
詩
に
は
、
貫

珠
の
語
の
使
用
例
は
未
見
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
陸
続
と
出
版
さ
れ
て
い

る
松
浦
崇
氏
編
『
全
三
国
詩
索
引
』
な
ど
の
六
朝
詩
の
索
引
類
に
も
貫
珠



の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
『
偏
文
韻
府
』
に
は
数
例
見
ら
れ
る

が
、
い
ず
れ
も
白
楽
天
よ
り
は
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
c,

比
し
て
、
『
白
氏
文
集
』
に
は
五
例
と
際
立
っ
て
多
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
貫
珠
の
語
は
白
楽
天
が
特
に
好
ん
だ
語
で
あ
り
、
小
島
憲
之
先

生
が
述
べ
ら
れ
た
、
白
詩
語
と
呼
べ
る
語
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
白
詩
の

傾
向
が
前
掲
の
平
安
朝
の
漢
詩
に
も
敏
感
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
以
外
に
検
出
し
え
た
貰
珠
の
例
は

察
乎
靡
靡
似
浮
絲
以
為
緒
察
す
る
に
靡
靡
と
し
て
浮
絲
以
て
緒
を

為
す
に
似

聴
乎
桑
栄
若
貫
珠
之
為
隧
聴
く
に
栄
築
と
し
て
貫
珠
の
隧
を
為
す

が
如
し

（
「
歌
賦
屏
文
」
門
伯
項
『
文
苑
英
華
』
巻
七
十
八
楽
・
八
）

声
欲
断
而
復
続
声
欲
断
た
ん
と
欲
し
て
復
た
続
く

若
貫
珠
之
築
槃
貫
珠
の
I

烹
索
た
る
が
若
し

（
「
歌
響
過
行
雲
賦
」
『
文
苑
英
華
』
同
）

な
ど
が
あ
り
、
更
に
『
文
苑
英
華
』
（
巻
七
十
八
）
に
は
「
善
歌
如
貫
珠

賦
以
声
気
円
直
有
如
貫
珠
為
韻
り
」
の
題
の
も
と
に
、
劉
隙
、
趙
藩
、

元
積
の
賦
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
賦
に
は
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
り
元
積
の
例
な
ど
は
、
白
楽
天
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
よ
う

こ
の
他
に
も

連

璧

座

中

斜

日

満

連

璧

の

座

中

斜

日

満

ち

貰

珠

歌

裏

落

花

頻

貫

珠

の

歌

裏

落

花

頻

り

な

り

（
中
唐
段
成
式
「
和
徐
商
賀
慮
外
員
賜
ゾ
緋
」
）

な
ど
の
例
を
見
る
が
白
詩
に
比
べ
る
と
僅
か
で
あ
る
。

結
語

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る

Q

一
、
万
葉
の
貰
珠
は
漠
籍
か
ら
の
影
響
で
い
え
ば
『
礼
記
』

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
c

た
だ
し
、
端
午
の
節
句
の
風
習
や
、
白
玉
の
緒
に
員
く
の
表
現
層

と
も
結
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
家
持
の
好
み
に
か
な
い
、

短
期
間
に
四
首
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

一
、
貰
珠
の
語
を
白
楽
天
は
好
ん
で
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
の

中
国
の
詩
人
達
は
あ
ま
り
用
い
て
お
ら
ず
、
平
安
朝
の
漢
詩
の
貫
珠

は
『
白
氏
文
集
』
か
ら
の
摂
取
と
考
え
ら
れ
る
。
白
詩
の
影
響
の
顕

著
で
あ
っ
た
平
安
朝
中
期
の
漢
詩
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

一
、
奈
良
朝
、
平
安
朝
の
二
度
に
わ
た
り
、
時
代
、
作
者
、
出
典
を
異
に

し
て
摂
取
さ
れ
た
珍
し
い
例
で
あ
る

一
、
中
国
の
漢
詩
の
場
合
は
「
歌
」
（
人
が
歌
う
も
の
楽
器
の
調
べ
は

含
ま
な
い
。
）
）
や
泉
（
滝
）
の
音
に
対
し
て
貫
珠
と
表
現
さ
れ
た

一
方
日
本
の
漢
詩
の
場
合
は
、
時
鳥
、
鶴
の
美
し
い
鳴
き
声
や
琴
等

の
楽
器
に
も
用
い
ら
れ
た
中
国
の
漢
詩
の
場
合
は
『
礼
記
』
の

「
歌
」
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
日
本
の
漠
詩
の
場

合
は
強
く
拘
束
さ
れ
ず
、
自
由
に
詠
ま
れ
て
い
る

一
、
貰
珠
の
語
は
日
本
人
の
感
覚
、
情
趣
に
は
あ
ま
り
適
さ
ず
、
以
後
は

そ
れ
ほ
ど
詠
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
北
堂
書
紗
』
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＊
本
稿
は
平
成
元
年
度
和
漢
比
較
文
学
会
西
部
例
会
（
四
月
十
五
日

於
甲
南
大
学
）
に
於
て
、
口
答
発
表
し
た
も
の
に
甚
づ
く
。
席
上
、

御
質
問
、
御
教
示
頂
い
た
、
浜
口
博
章
先
生
、
新
間
一
美
先
生
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

＊
本
稿
は
平
成
元
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
（
総
合
研
究
(
A
)

二
平
安
朝
前
期
漠
文
学
の
総
合
的
研
究
」
）
及
び
昭
和
六
十
三
年
度

文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
（
奨
励
研
究
（

A
）
「
平
安
朝
和
歌
に
お
け

る
漠
詩
文
受
容
と
そ
の
変
遷
」
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
に
わ
ひ
ろ
ゆ
き
）
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