
秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻

の
上
風
萩

の
下
露
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1

和
漢
朗
詠
集
の
秋
の
夕

(秋
興

・
秋
晩
)
に
つ
い
て

ー

田

中

幹

子

は
じ
め
に

一

「暮
立
」
詩
と

「夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
」

二

斎
宮
女
御
歌

「あ
や
し
き
ほ
ど
の
夕
暮
に
」

三

漢
詩
素
材

「荻
」
と
和
歌
素
材

「萩
」

四

「秋
興
」
と

「春
興
」

道
心
厚
い
美
貌

の
貴
公
子
、
藤
原
義
孝

の

「秋
は
な
ほ
夕
ま

ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻
の
上
風
萩
の
下
露
」
は
、
秋

の
夕
を

代
表
歌
で
あ
る
。
黄
昏
時
、
秋
風
に
な
び

く
荻
の
花
穂
、
色

つ

く
萩
の
下
葉
の
白
露

に
、
早
逝
し
た
義
孝

の
人
生
を
重
ね
、
愛

唱
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
歌

は
、
歌
自
体
に
名
歌
と

し
て
の
力
が
あ
る
。

平
安
人

に

一
つ
の
秋

の
美
意
識
を
作

っ
た
白
楽
天

の

「暮

立
」
詩
を
上
の
句
で
主
題
と
し
て
言

い
切

っ
て
い
る
点
、
漢
詩

素
材

「荻
」
と
和
歌
素
材

「萩
」
を
初

め
て
組

み
合

わ
せ
、

「上
風
」
「
下
露
」
と
漢
詩
的
対
称
表
現

で
詠
ん
だ
点
で
あ
る
。

和
漢
兼
作
の
才
人
義
孝
な
ら
で
は
の
こ
の
歌
を
、
時
を
経
て
、

同
じ
く
和
漢
す

べ
て
に
通
じ
る
藤
原
公
任

が

『和
漢
朗
詠
集
』

「秋
興
」
に
採
り
、
そ
の
価
値
を
決
定
付

け
た
。



は
じ
め
に

藤
原
公
任
撰

『和
漢
朗
詠
集
』
の

「
秋
興
」
に
は
、
後
世
、
秋
の

夕
の
名

歌
と
さ
れ
た

一
条
摂
政
伊
尹
の
息
子
、
藤
原
義
孝
の
歌
が
採

ら
れ
て

い
る
。

秋

は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻
の
上
風
萩

の
下
露

　　
ユ
　

(秋
興

・
謝
)

藤
原
義
孝
は
、
兄
挙
賢
と
と
も
に
美
貌
を
讃
え
ら
れ
た
近
衛
少
将

だ

っ
た
が
、
疱
瘡
の
た
め
、
天
延
二

(9
7
4
)
九
月
十
六
日
の
朝

に
挙
賢
が
、
夕

に
義
孝
が
亡
く
な

っ
た
。
義
孝
は
ま
だ
二
十

一
歳
で

あ
り
、
道
心
厚

い
人
柄
も
相
ま

っ
て
、
そ
の
早
逝
が
多
く
の
人
に
惜

し
ま
れ
た
。
死
後
、
母
や
妹

の
夢
枕
に
立
ち
詠
ん
だ
歌
が

『後
拾
遺

集
』

に
採

ら
れ
、
そ

の
説
話
が

『江
談
抄
』
始

め

『栄
華
物
語
』

『大
鏡
』
等

に
も
採
ら
れ
て
い
る
。

『拾
遺
集
』
以
来
、
勅
撰
集

に

十

一
首

入
集
し
て
い
る
が
、
百
人

一
首
に

「君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ

り
し
命

さ

へ
長
く
も
が
な
と
思

ひ
ぬ
る
か
な
」

(後
拾
遺

・
恋
二

・

硼
)
歌

が
採
ら
れ
た
の
も
、
若
く
散

っ
た
人
生
と
重
ね
合
わ
せ
て
の

受
容
か
と
思
わ
れ
る
。

「秋

は
な
ほ
」
歌
も
荻
の
蕭
々
た
る
秋
風
、
は
か
な
い
萩
の
白
露

の
取
り
合
せ
が
、
早
逝
し
た
義
孝

の
人
生
を
連
想
さ
せ
、
愛
唱
さ
れ

　　
　
　

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
歌
は
、
著
名
な
歌
に
も
関
わ
ら
ず
、

勅
撰
集

に
採
ら
れ
て
い
な

い
。
「秋

は
な
ほ
」
歌

の
典
拠
と
な

っ
た

の
は

『和
漢
朗
詠
集
』
で
あ

っ
た
。

い
わ
ば

『和
漢
朗
詠
集
』
が
、

「
秋
は
な
ほ
」
歌
に
秋
の
代
表
歌
の
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

『和
漢
朗
詠
集
』
の
上
巻
は
、
四
季

に
従

い
項
目
を
立
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
項
目
に
ふ
さ
わ
し

い
漢
詩
句
と
和

歌
を
選
ん
で
い
る
。
「秋

は
な
ほ
」
歌
は
、
そ
の
中
の

「秋
興
」
項
目

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『和
漢
朗
詠
集
』
「秋
興
」
に

「秋
は
な

ほ
」
歌
が
選
ば
れ
た
意

図
を
考
察
し
、
こ
の
和
歌
の
魅
力
に
迫
り
た

い
。

一
、
「暮
立
」
詩
と

「夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
」

『和
漢
朗
詠
集
』
「秋
興
」
の
内
容
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

跏

林
間
煖
酒
焼
紅
葉

石
上
題
詩
掃
緑
苔

白
楽
天

た

せ
き
し
や
う

て
い

林
間
に
酒
を
煖
め
て
紅
葉
を
焼
く

石

上
に
詩
を
題
し
て

り
よ
く
た
い

は
ら

緑

苔
を
掃
ふ

麗

楚
思
眇
茫
雲
水
冷

商
声
清
脆
管
絃
秋

白
楽
天

べ
う
ば
う

す
さ

せ
い
ぜ
い

楚
思
眇
茫
と
し
て
雲
水
冷
ま
じ

商
声
清
脆
と
し
て
管
絃
秋

な
り

嬲

大
底
四
時
心
惣
苦

就
中
腸
断
是
秋
天

白
楽
天

お
ほ
む
ね
し
い

し

す

ね
ん
ご
ろ

大
底
四
時
心
惣
べ
て
苦
な
り

こ
の
な
か

は
ら
わ
た

た

就
中
に
腸
の
断
ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋
の
天

謝

物
色
自
堪
傷
客
意

宜
将
愁
字
作
秋
心

小
野
篁

お
の
つ
か

か
く

こ
こ
ろ

い
た

た

物

の
色
は
自
ら
客
の
意
を
傷
ま
し
む
る
に
堪

へ
た
り

う
べ宜

な
り
愁
の
字
を
も
て
秋

の
心
に
作

れ
る
こ
と
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躅

由
来
感
思
在
秋
天

多
被
当
時
節
物
牽

島
田
忠
臣

も
と
よ
り

由
来
思
ひ
を
感
ず
る
こ
と
は
秋
の
天
に
在
り

た
う

し

せ
つ
ぶ
つ

ひ

多
く
は
当
時
の
節
物
に
牽
か
れ
た
り

躅

第

一
傷
心
何
処
最

竹
風
鳴
葉
月
明
前

島
田
忠
臣

い
た

い
つ

さ

い

第

一
に
心
を
傷
ま
し
む
る
こ
と
は
何
れ
の
処
か
最
な
る

あ
き

竹
風
葉
を
鳴
ら
す
月
の
明
ら
か
な
る
前

跏

蜀
茶
漸
忘
浮
花
味

楚
練
新
伝
擣
雪
声

高
丘
相
如

し
よ
く
ち
や

や
う
や

ふ

く
わ

そ

れ
ん

蜀

茶
は
漸
く
に
浮
花
の
味
ひ
を
忘
る

楚
練
は
新
た
に
雪

メつ

を
擣

つ
声
を
伝
ふ

嬲

う
づ
ら
な
く
磐
余

の
野
辺
の
秋
萩
を
思
ふ
人
と
も
見

つ
る
今

日
か
な

丹
比
国
人

㎜

秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻
の
上
風
萩

の
下
露

義
孝
少
将

「秋
興
」

の

「興
」
は
、
興
趣

の
こ
と
で
あ
る
。
「
秋
興
」
に
は
、

秋
の
興
趣
を
代
表
す
る
詩
歌
が
集
ま

っ
て
い
る
。
落
葉
を
焚

い
た
火

は
ら

で
酒
を
煖
め
、
苔
む
し
た
石
を
掃

っ
て
、
そ
こ
に
詩
を
書
く
跏
、
陰

し
よ
く
ち
や

陽
五
行

の
秋

の
色

の
白
を
、
蜀

茶

の
泡
や
雪
の
よ
う
な
絹

で
表
現

し
た
跏
も
秋
の
興
趣

に
ふ
さ
わ
し
い
。

お
ほ
む
ね
し
い

し

す

し
か
し

「秋
興
」
の
真
髄
は
、
白
楽
天
の
嬲

「大
底
四
時
心
惣

べ

ね
ん
ご
ろ

こ
の
な
か

は
ら
わ
た

た

て
苦
な
り

就
中

に
腸
の
断
ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋
の
天
」
の
詩
句
で

あ
る
。

四
季
は
す
べ
て
美
し
く
、
す

べ
て
心
を
切
な
く
さ
せ
る
が
、

腸
を
断

つ
ほ
ど
最
も
切
な
く
さ
せ
る
も
の
は
秋
の
天
で
あ
る
。
平
安

人
は
、
こ
の
詩
句
に
心
惹
か
れ
た
。
捌
の
秋

の
風
情
す
べ
て
は
、
旅

人
の
心
を
切
な
く
さ
せ
る
、
秋

の
心
で
愁

の
文
字
を
作
る
の
も
尤
で

あ
る
、
と
い
う
小
野
篁
の
詩
句
も
嬲
の
詩
句

と
同
じ
心
で
あ
る
。
躅
、

も
と
よ
り

躅
の
島
田
忠
臣
の

「由
来
思
ひ
を
感
ず
る
こ
と
は
秋

の
天
に
在
り
」

も
と

よ
り

こ
の
な
か

は
ら
わ
た

た

の

「由
来
」
は
、
嬲
の

「
就
中

に
腸

の
断

ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋

の

天
」
の
詩
句
を
さ
す
。

「秋
は
な
ほ
」
歌
も
、
嬲
の
詩
句
と
大
き
く
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
詩
句
の
曲
ハ拠
を
あ
げ
た
い
。

暮
立

(097
)

白
楽
天

　

黄
昏
独
立
仏
堂
前

黄
昏

独
り
立

つ

仏
堂
の
前

満
地
槐
花
満
樹
嬋

満
地

の
槐
花

満
樹

の
蝉

お
ほ
む
ね
し
い

し

す

ね
ん
ご
ろ

大
底
四
時
心
惣
苦

大
底
四
時
心
惣
べ
て
苦
な
り

こ
の
な
か

は
ら
わ
た

た

就
中
腸
断
是
秋
天

就
中

に
腸
の
断

ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋

の

天

槐
の
花
が

一
面
に
散
り
、
秋

の
蝉
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、

一
人
仏

堂
の
前

に
た
だ
ず
む
。
四
季
は
す
べ
て
愁

い
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け

秋
は
腸
が
よ
じ
れ
る
ほ
ど
悲
し
い
。
こ
の
秋

の
愁

い
の
舞
台
が

「暮

立
」
の

「暮
」
、
夕
で
あ
る
。
最
も
切
な

い
も

の
は
秋
の
夕
と
い
う

発
想
で
、
ま
ず
思

い
浮
ぶ
の
は

『枕
草
子
』

で
あ
る
。

春
は
曙
。
や
う
や
う
白
く
成
り
行
く
山
際
、
少
し
明
り
て
、

紫
立
ち
た
る
雲
の
、
ほ
そ
く
た
な
び
き

た
る
。

夏
は
夜
。
月
の
頃
は
さ
ら
な
り
。
1

略

1

。
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秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
、
山
の
端

い
と
近
う
な
り
た
る

に
、
鳥
の
、
寝
所

へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
、
二

つ
三

つ
な
ど

飛
び
急
ぐ
さ

へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
、
雁
な
ど
の
列
ね
た
る

が

い
と
小
さ
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
を
か
し
。
日
入
り
は
て
て
、

風

の
音
、
虫

の
音
な
ど
、
は
た
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

(枕
草
子

・
一
段
)

「春

は
曙
」
「
夏
は
夜
」
と
も
に

「
秋
は
夕
暮
」
と
言
い
切
る
。

上
野
理
氏
は

「秋
は
夕
暮
」
の
美
意
識
が
白
楽
天
の

「暮
立
」
詩
に

　　
こ

よ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「秋
は
夕
暮
」
こ
そ
が
す
ば
ら
し
い
。

こ
の
言

い
切
り
は
義
孝

の

「秋
は
な
ほ
夕

ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら

ね
」
歌

の

「
秋
は
や
は
り
夕
暮
こ
そ
が
、
普
通

で
は
な
く
優
れ
て
い

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
切
り
と
同
じ
で
あ
る
。
「秋
は
な
ほ
」

歌
の
特
徴
の
第

一
は
、
上
の
句
の
言

い
切
り
に
あ
る
。

こ
の
歌
が

「
た
だ
な
ら
ね
」
と
言

い
切
る
点
が
印
象
的
で
あ
る
こ

と
は
、

『撰
集
抄
』
の
説
話
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

昔
、

一
条
摂
政
の
み
な
も
と
に
て
、
人
々
連
歌
侍
り
け
る
に
、

秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね

と
云
句
の
出
た
り
け
る
を
、
人
々
こ
ゑ
た
び
た
び

に
な
り
け
れ

ど
、
付
る
人
も
侍
ら
ざ
り
け
る
に
、
摂
政
殿
の
御
子
に
義
孝
少

将

と
て
、
十
三
に
な
り
給
ひ
け
る
が
、

荻
の
上
風
萩
の
下
露

と

つ
け
給

へ
り
け
れ
ば
、
殿
お
ほ
き
に
御
感
侍
り
て
、
こ
れ
を

ば
う
ち
こ
め
て
は
あ
る
べ
き
か
と
て

i

略

1

'

(撰
集
抄

・
第
二
十
九

義
孝
少
将
連
歌
之
事
)

「秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
」
に
付
け
る
句
を
皆
困

っ
て
い
た
中
で
、
十
三
歳

の
義
孝
が

「
荻

の
上
風
萩

の
下
露
」
と
付

け
句
を
し
て
父
伊
尹
を
感
心
さ
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
な
ぜ

こ

の
和
歌
が
、
連
歌
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
和
歌
が

上
の
句
と
下
の
句

の
間
で
大
き
く
断
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
断

絶
は

「
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
」
と

い
う
言

い
切
り
の
強
さ
に

よ
る
。

二
、
斎
宮
女
御
歌

「あ
や
し
き
ほ
ど

の
タ
暮
に
」

「た
だ
な
ら
ね
」
と

い
う
表
現
は
、
『
源
氏
物
語
』
「夕
顔
」
の

「清
げ
に
て
た
だ
な
ら
ず
気
色
よ
し
づ
き

て
」

の
よ
う
に
、
散
文
の

表
現
で
あ

っ
て
、
管
見

の
か
ぎ
り
、
「秋
は
な
ほ
」
歌
以
前

に
歌

の

用
例
は
見
当
た
ら
な

い
。
「秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
」

は
、
「秋
は
、
や
は
り
夕
暮
こ
そ
が
普
通
で
は
な
い
」
の
意

で
あ
る
。

秋

の
夕
暮
が
、
普
通
で
は
な
く
美
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
い
と
上
の

お
ほ
む
ね
し
い

句

で
言

い
切

っ
て
い
る
。
こ
の
上
の
句

は
、
「暮
立
」
詩

「
大
底
四

し

す

ね
ん
ご
ろ

こ
の
な
か

は
ら
わ
た

た

時
心
惣

べ
て
苦
な
り

就
中

に
腸
の
断
ゆ
る

こ
と
は
こ
れ
秋
の
天
」

に
基
づ
い
た
表
現
で
あ
り
、
こ
の
歌
の
主
題

に
も
な

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「秋
は
な
ほ
」
歌
の
主
題
と
な
る

「暮
立
」
詩
が
こ
の
歌
に
至
る
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ま
で
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
を
見
て
行
き
た
い
。

前
章

で
、
小
野
篁
や
島
田
忠
臣

の
詩
句
が

「
暮
立
」
詩
の
影
響
を

受
け
て

い
る
こ
と
を
述

べ
た
。
平
安
詩
だ
け
で
な
く
、
「暮
立
」
詩

の
影
響

を
受
け
た
和
歌
は
、
「秋
は
な
ほ
」
歌
以
前

に
既
に

『古
今

集
』
に
見
ら
れ
る
。

い
つ
は
と
は
時
は
わ
か
ね
ど
秋
の
夜
ぞ
物
思
ふ
こ
と
の
限
り
な

り
け
る

(古
今

・
秋
上

・
嫻
)

い
つ
の
時
節
も
物
思
い
は
す
る
も
の
で
、
い
つ
と
は
決
め
か
ね
る

が
、
な
ん
と
い

っ
て
も
秋
の
夜

こ
そ
が
物
思
い
の
極
み
で
あ
る
よ
、

お
ほ
む
ね
し
い

し

と
い
う
内
容
は
、
明
ら
か
に
白
楽
天
の

「
暮
立
」
詩
の

「大
底
四
時

す

ね
ん
ご
ろ

こ
の
な
か

は
ら
わ
た

た

心
惣

べ
て
苦
な
り

就
中
に
腸
の
断
ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋
の
天
」
を

踏
ま
え

て
い
る
。
秋
の
夜
長

の
物
思

い
は
恋
の
愁

い
に
通
じ
る
。
後

世

に
影
響
を
与
え
た

「暮
立
」
詩
の
受
容
歌
は
、
直
訳
的
な

「
い
つ

は
と
は
」
の
秋
歌
よ
り
も
、
次
に
引
く
読
人
知
ら
ず

の
恋
歌
で
あ

っ

た
。

い

つ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね
ど
も
秋

の
夕
べ
は
あ
や
し

か
り
け
り

(古
今

・
恋

一
・
猫
)

い
つ
の
時
節
も
恋
慕
わ
し
く
な

い
時
は
な

い
け
れ
ど
も
、
秋

の
夕

は
特
に
、
不
思
議
に
恋
慕
わ
し

い
気
持
ち
に
な
る
。
平
安
人
が

「暮

立
」
詩

を
恋

の
愁

い
と
受
容
す
る
背
景
に
は

『万
葉
集
』
か
ら
の
伝

統
が
あ

っ
た
。
秋
の
夕
は

『万
葉
集
』
で
恋
の
舞
台
と
な

っ
て
い
た
。

あ

す
だ
れ

「君
待

つ
と
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
や
ど
の
簾

動
か
し
秋
の
風
吹

く
」
(万
葉

・
巻

四

・
細
)
は
、
恋
慕

い
な

が
ら
家
に
居
る
と
秋

の

夕
風
が
、
恋
人
の
訪
れ
を
連
想
さ
せ
る
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
秋

の
夕
は
、
『万
葉
集
』
か
ら
物
思

い
の
時
で
あ

っ
た
。

よ

っ
て
、
恋
の
愁

い
と
し
て

「暮
立
」
詩

を
受
容
し
た

「
い
つ
と
て

も
」
歌
が
後
世
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ

る
。
次
に
あ
げ
る
斎
宮
女

御
の
歌
も
、
「
い
つ
と
て
も
」
歌
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
る
。

秋

の
日
の
あ
や
し
き
ほ
ど
の
夕
暮
れ

に
荻
吹
く
風
の
音
ぞ
聞
こ

ゆ
る(斎

宮
女
御
集

・
15

・
後
拾
遺

・
秋

上

・
鵬

・
初
句

「
さ
ら
で

だ
に
」
)

,

上
の
句

「秋

の
日
の
あ
や
し
き
ほ
ど
の
夕
暮
れ
に
」
は
、
古
今
集

歌

「
い
つ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね
ど
も
秋

の
夕
べ
は
あ
や
し

か
り
け
り
」

(古
今

・
恋

一
・
躅
)
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。
こ

の
和
歌
は

『後
拾
遺
集
』
に
秋
上
に
初
句
を

「
さ
ら
で
だ

に
」
に
変

え
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「さ
ら
で
だ

に
」

な
ら
ば
、
た
だ
で
さ
え

秋

の
夕
は
あ
や
し

い
の
に
、
と

「
い
つ
と
て
も
」
歌
を
前
提

に
し
て

い
る
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
詞
書
は

『斎
宮
女
御
集
』
と

『後
拾
遺
集
』
で
は
や
や
異
な

る
。
『斎
宮
女
御
集
』
で
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

上
、
久
し
く
渡
ら
せ
給
は
ぬ
秋
の
夕
暮
れ
に
、
琴
を
い
と
を
か

し
う
弾
き
給
ふ
に
、
上
、
白
き
御
衣

の
な
え
た
る
を
奉
り
て
、

い
そ
ぎ
渡
ら
せ
給
ひ
て
、
御

か
た
わ
ら
に
居
さ
せ
給

へ
ど
、
人
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の
お
は
す
る
と
も
見
入
れ
さ
せ
給
は
ぬ
気
色
に
て
、
弾
き
給
ふ

を
聞

こ
し
め
せ
ば

(斎
宮
女
御
集

・
15
)

夜
離

れ
の
続
く

つ
れ
づ
れ
を
忘
れ
る
た
め
、
女
御
は
琴
を
弾
く
。

そ
の
音
色
が
あ
ま
り
に
す
ば
ら
し
い
の
で
、
村
上
天
皇
が
な
え
や
か

な
白
い
美
し
い
お
召
物
で
、
急
い
で
お
渡
り
に
な

っ
て
女
御

の
傍
ら

に
お
座
り
に
な

っ
た
。
し
か
し
女
御
は
天
皇
に
ま

っ
た
く
気
づ
か
な

い
様
子
で
、
無
心
に
弾
き
な
が
ら
、
「秋
の
日
の
あ
や
し
き
ほ
ど
の

　　
　
　

夕
暮
れ

に
」
歌
を
思
わ
ず
呟
虞
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

同
じ
歌
の
詞
書
が

『後
拾
遺
集
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

村
上
御
時
、
八
月
許
、
上
久
し
く
渡
ら
せ
給
は
で
、
忍
び
て
渡

ら
せ
給
け
る
を
知
ら
ず
顔

に
て
琴
に
弾
き
侍
け
る

(後
拾
遺

・
秋
上

・
鵬
)

こ
こ

で
の
女
御
は
、
天
皇
の
訪
れ
を
知

っ
て
い
な
が
ら

「知
ら
ず

顔
」
と

い
う
設
定
と
な

っ
て
い
る
。
天
皇
の
久
し
ぶ
り
の
訪
れ
を
、

あ
た
か
も
女
御
が
す
ね
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。

た
だ

で
さ
え
秋
の
夕
は
不
思
議

に
人
恋
し
い
の
に
、
今
日
は
荻
吹

く
風
が

一
段
と
切
な
く
さ
せ
る
。
諸
注

の
中

に
は
、
「荻
吹
く
風
」

　な
　
　

を
天
皇

の
訪
れ
と
解
釈
し
て
い
る
説
も
あ
る
が
疑
問
で
あ
る
。
こ
の

歌
は
、
天
皇

の
訪
れ
を
気
づ
い
て
も
、
本
当
に
気
づ
か
な
く
て
も
、

誰
も
い
な

い
と
思

っ
て
詠
ん
だ
と
い
う
前
提
に
立

っ
た
歌
で
あ
る
。

ま
た
秋

の
夕

に
加
え
、
「荻
吹
く
風
」
が
さ
ら
に
切
な
く
さ
せ
る
の

だ
か
ら
、
「荻
吹
く
風
」
を
天
皇

の
訪
れ
と
解
釈
す
る
に
は
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の

「荻
」
は
い
わ
ゆ
る
恋
人

に
な
び
く

「
そ

よ
」
に
繋
が
る

「荻
」
で
は
な
く
、
孤
独

を
象
徴

さ
せ
る
存
在

で

　　

　
　

あ
る
。

孤
独
を
感
じ
さ
せ
る

「荻
吹
く
風
」
の
中
、
女
御
は
、
琴
を
弾

い

て
い
る
。
こ
の
状
況
で
ま
ず
思

い
浮
か
べ
る
の
は
、
白
楽
天
の

「琵

琶
行
」
で
あ
る
。

琵
琶
行

(　060
)

白
楽
天

じ
ん
や
う
こ
う

ほ
と
り

潯
陽
江
頭
夜
送
客

潯
陽
江
の
頭

夜
客
を
送
る

ふ
う
よ
う
て
き

か

」楓
葦
傘
狄
非化
秋
瑟
瑟

」楓
葦
‡
狄
非化

秋
鷹瑟
瑟

主
人
下
馬
客
在
船

主
人
は
馬
よ
り
下
り

客
は
船

に
在
り

あ

挙
酒
欲
飲
無
管
絃

酒
を
挙
げ
て
飲
ま
ん
と
欲
し
て

管
絃
無
し

さ
ん

酔
不
成
歓
惨
将
別

酔
う
て
歓
を
成
さ
ず
惨
と
し
て

将
に
別
れ
ん
と
す

ひ
た

別
時
茫
茫
江
浸
月

別
る
る
時
茫
茫

江
月
を
浸
す

た
ち
ま

忽
聞
水
上
琵
琶
声

忽
ち
聞
く

水
上
琵
琶
の
声

主
人
忘
帰
客
不
発

主
人
は
帰
る
を
忘
れ

客
は
発
せ
ず

ー

略
1

じ
ん
や
う

こ
う

ほ
と
り

か
へ
で

お
ぎ

潯
陽
江
の
頭
に
夜
、
友
を
送
れ
ぼ
、
楓

の
葉
や
荻
の
花
穂
が
淋
し

も
と

く
秋
風
に
揺
れ
て
い
た
。
月
明
り
の
許
、
別

れ
の
盃
を
酌
み
交
わ
す

が
、
音
楽
も
無
く
、
酔
え
ず
、
殺
伐
た
る
思

い
で
、
将
に
別
れ
よ
う

63秋 はなほ夕まぐれこそただならね荻の上風萩の下露



と
す
る
時
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
水
上
か
ら
琵
琶
の
音
が
す
る
。
以

下
、
略

し
た
後
半
の
梗
概
を
述

べ
た
い
。
白
楽
天
達
は
、
そ
の
音
を

辿
り
、

一
人
の
女
性
を
見
い
出
し
た
。
彼
女
は
や
が
て
、
は
か
な
く

浮
世
に
翻
弄
さ
れ
た
人
生
を
振
り
返
り
、
語
り
聞
か
せ
た
。
そ
し
て

今
、
自

分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
留
守
が
ち
の
夫

へ
の
淋
し
さ
を

忘
れ
る
か
の
よ
う
に
、

一
人
琵
琶
を
弾
く
の
で
あ
る
と
い
う
。
彼
ら

は
、
彼

女
に
同
情
し
、
彼
女
の
す
ば
ら
し
い
音
に
耳
を
傾
け
た
、
と

い
う
内

容
で
、
平
安
人
に
と

っ
て
は
周
知

の
詩
で
あ
る
。

荻
吹

く
風
の
中
、
孤
独
を
か
こ
ち
な
が
ら

一
心
に
琵
琶
を
弾
く
女

性
は
、
そ
の
ま
ま
斎
宮
女
御

の
姿
に
通
じ
る
。
下
の
句

「荻
吹
く
風

の
音
ぞ
聞

こ
ゆ
る
」
中
で
琴
を
弾
く
設
定
は
、
「琵
琶
行
」
か
ら

の

発
想

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
上
の
句

「秋
の
日
の
あ
や
し
き
ほ
ど

の
夕

暮
れ
に
」
が

「
暮
立
」
詩
を
受
容
し
て
い
る
。

こ
の
斎
宮
女
御
歌
が
義
孝

の

「秋
は
な
ほ
」
歌
に
大
き
く
影
響
を

与
え
た

と
思
う
。
古
今
集
歌

「
い
つ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね

ど
も
秋

の
タ

ベ
は
あ
や
し
か
り
け
り
」
を
経
由
し
た
と
は

い
え
、
上

の
句
で

「暮
立
」
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
点

の
他
、
「琵
琶
行
」
を
踏

ま
え
て

い
る
と
思
わ
れ
る
下
の
句

「
荻
吹
く
風
」
も
義
孝
歌

の

「荻

の
上
風
」
を
連
想
さ
せ
る
。

三
、
漢
詩
素
材

「荻
」
と
和
歌
素
材

「萩
」

「秋

は
な
ほ
」
歌

の
下
の
句

「
荻
の
上
風
萩

の
下
露
」
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

荻
は

『万
葉
集
』

に
既
に
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
用
例
は
三
例
と
少

な
く
、
平
安
に
な

っ
て
か
ら
さ
か
ん
に
詠

ま
れ
た
素
材
で
あ
る
。
こ

の
背
景

に
は
平
安
人
が
愛
し
た

「琵
琶
行
」

が
影
響
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

「
琵
琶
行
」
は
男
女
の
別
れ
の
詩
で
は
な
い
が
、
友
と
別
れ
る
場

を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
男
同
志
の
友
情

の
漢
詩
を
男
女
の
愛
情

に

置
き
換
え
て
和
文

に
す
る
こ
と
は
、
平
安

人
の
基
本
的
受
容
態
度

で

じ
ん
や
う
こ
う

ほ
と
り

あ
る
。
『新
撰
朗
詠
集
』
で
は
、
「琵
琶
行
」
の

「
潯
陽
江

の
頭

夜

ふ
う
よ
う
て
き

か

客
を
送
る

楓
葉
荻
花
秋
瑟
瑟
」
を

「餞

別
」
に
採
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
十
世
紀
前
半

の
漢
詩
句
撰
集

『
千
載
佳
句
』
「餞
別
」

に

は
白
楽
天
の
友
、
元
槇
の
荻
の
詩
句
が
採

ら
れ
て
い
る
。

落
日
樽
前
添
別
思

落
日
の
樽
前

に
は
別
思
を
添

へ

碧
潭
灘
上
荻
花
秋

碧
潭
の
灘
上

に
は
荻
花
秋
な
り

元
稘

(千
載
佳
句

・
餞
別

・
送
二故
人
【帰
レ府

・
螂
)

黄
褐
色
の
花
穂
が
風
に
な
び
く
風
情
は
女
性
を
連
想
さ
せ
る
の
か
、

　　
　
　

荻
の
歌
は
、
な
ま
め
か
し
い
歌
が
多

い
。
後
撰
集
歌

「
い
と
ど
し
く

物
思
ふ
や
ど

の
荻
の
葉
に
秋
と
告
げ

る
風

の
わ
び
し
さ
」

(後
撰

・

秋
上

・
跏
)
は

「秋
」
と

「飽
き
」
を
掛

け
、
そ
れ
を
告
げ
る
の
が

荻
に
吹
く
風
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
和
歌
も
斎
宮
女
御
の

「さ
ら
で

だ
に
あ
や
し
き
ほ
ど
の
夕
暮
れ
に
荻
吹
く
風
の
音
ぞ
聞
こ
ゆ
る
」
の

背
景
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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別
れ
を
予
感
さ
せ
る

「飽
き
」

に
通
じ
る
秋
風
に
な
び
く
荻
は
、

な
ま
め
か
し
い
が
、
「そ
よ
」
と
な
び
く
荻
で
は
な
く
、

つ
れ
づ
れ

に
琵
琶
弾
く
女
性
の
背
景

に

「瑟
瑟
」
と
吹
く
荻
で
あ
り
、
蕭

々
と

し
た
風

情
で
あ
る
。
「琵
琶
行
」
の
印
象

の
強

い
荻
は
、
秋
風
に
揺

れ
る
姿
が
平
安
朝
漢
詩
に
数
多
く
詠
ま
れ
た
、
漢
詩
的
素
材
で
あ
る
。

義
孝

の

「荻
の
上
風
」
に
は
、
斎
宮
女
御
の

「荻
吹
く
風
」
を
経
由

　　
　
　

さ
せ
た
漢
詩
的
発
想
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
萩
は

『万
葉
集
』

に
百
四
十

一
例
と
最
も
多
く
詠
ま
れ
た

素
材

で
あ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
萩
を
詠
ん
だ
漢
詩
文
は
見

　　

　
　

当
た
ら
な
い
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
萩
は
和
歌
の
素
材
、
荻
は
漢

詩
の
素
材
な
の
で
あ
る
。
萩
は
露
と
組
合
わ
せ
も
数
多

い
。

秋
萩

に
置
け
る
白
露
朝
な
朝
な
玉
と
し
そ
見
る
置
け
る
白
露

(万
葉

・
巻
十

・
詠
レ
露

・
捫
)
　

赤
紫

の
萩
の
花
の
上
に
た

っ
ぷ
り
白
露
が
置
く
実
景
が
詠
ま
れ
て

い
る
。

し
か
し

「秋
は
な
ほ
」
歌

の
露
は
萩

の
下
葉
に
付

い
て
い
る
。

義
孝
以
前

に

「下
葉
」
と

「露
」
が
組
合
わ
さ
せ
て
い
る
例
と
し
て

藤
原
伊
衡

の
歌
を
あ
げ
た
い
。

白
露
は
上
よ
り
置
く
を
い
か
な
れ
ば
萩
の
下
葉
の
ま
つ
も
み
づ

ら

ん

(拾
遺

・
雑
下

・
藤
原
伊
衡

・
嬲
)

黄
色
く
も
み
じ
し
た
萩

の
下
葉
を
見
て
、
露
は
置
く
も
の
だ
か
ら

上
か
ら
色
づ
く
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
下
か
ら
色
づ
く
の
だ
ろ
う
か
と

理
に
勝

っ
た
内
容

で
あ
る
。
露
け
き
萩
が
眼
前
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

も
み
じ
さ
せ
る
も
の
は
露
で
あ
る
と
い
う
類
型
的
発
想

の
詠
み
で
あ

る
。
義
孝

の

「萩
の
下
露
」
と
い
う
表
現

は
、
同
じ
く
観
念
的
な
が

ら
理
屈
で
詠
ん
で
い
る
印
象
は
な
い
。
む
し
ろ
余
分
な
も
の
を
そ
ぎ

と

っ
た
美
を
感
じ
る
。
そ
れ
は

「荻

の
上
風
」
と
番
い
に
な

っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。

「秋

は
な

ほ
」
歌

の
も
う

一
つ
の
魅

力
は
、
「
荻

の
上
風
」
と

「萩

の
下
露
」
の
取
合
せ
に
あ
る
。
「荻
」

と

「萩
」

の
取
り
合
わ

せ
は
、
こ
の
和
歌
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
水
辺

の
荻
と
野
辺

の
萩

の
取
り
合
わ
せ
は
、
実
景
で
は
詠
ま
れ
な

い
。
た
だ
な
ら
な

い
秋

の

夕
の
美
の
典
型
と
し
て
、
初
め
て
取
合
わ
さ
れ
た
素
材
な
の
で
あ
る
。

ま
た

「上
風
」
と

「下
露
」
と
い
う
組
合

わ
せ
も
こ
の
和
歌
以
前

に
は
見
ら
れ
な

い
。

こ
の
対
照
的
表
現
は
、

漢
詩
に
常
套
的
に
用

い

ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。

漢
詩
的
素
材

の

「
荻
」
と
和
歌
的
素
材

「萩
」
の
取
合

せ
や
、

「上
風
」
「
下
露
」
の
対
照
表
現
は
、
和
漢

兼
作

の
才
人
義
孝

に
し

て
初
め
て
創
造
で
き
た
の
で
あ
る
。

『大
鏡
』
は
、
小
野
宮
実
資
の
夢

に
現

わ
れ
た
義
孝
の
詩
句
を
伝

(注

10
)

え
る
。さ

て
後

に
、
小
野
宮

の
実
資
の
お
と
ど

の
御
夢
に
、
お
も
し
ろ

き
花
の
か
げ
に
お
は
し
け
る
を
、
う

つ
つ
に
も
語
ら
ひ
た
ま
ひ

し
御
仲
に
て

「
い
か
で
か
く
は
。

い
つ
く
に
か
」
と
め
づ
ら
し

が
り
申
し
た
ま
ふ
け
れ
ば
、
そ
の
御

い
ら

へ
に
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昔
契
蓬
來
宮
裏
月

昔
は
契
り
き

蓬
來
宮
の
裏
の
月
に

今
遊
極
楽
界
中
風

今
は
遊

ぶ

極
楽
界
の
中
の
風
に

と
そ
宣

ひ
け
る
は
、
極
楽
に
生
れ
た
ま
へ
る
に
ぞ
あ
な
る
。

(大
鏡

・
太
政
大
臣
伊
尹

・
謙
徳
公
)

義
孝

が
死
後
、
生
前
、
親
交
の
あ

っ
た
実
資

に
夢
に
現
わ
れ
る
。

花
の
蔭

に
い
る
義
孝

に
、
実
資
が

「ど
う
し
た
の
か
。
今
ど
こ
に
」

と
問
う

と
、
「昔
契
蓬
來
宮
裏
月
、
今
遊
極
楽
界
中
風

(昔
は
、
蓬

來
宮

の
よ
う
な
宮
中

で
あ
な
た
と
親
交
を
結
び
、
今
は
、
極
楽
の
花

の
風

に
吹
か
れ
て

一
人
遊
ん
で
い
る
)
」
と
漢
詩
を
詠
ん
だ
と
い
う
。

『義
孝

集
』

(80
)
に
こ
の
漢
詩
句
が
置
か
れ
て
い
る
。

さ
ら

に

『和
漢
朗
詠
集
』
「無
常
」
に
次

の
詩
句
が
採
ら
れ
て
い

る
。

あ
し
た

こう
が
ん

せ
い
ろ

朝
有
紅
顔
誇
世
路

朝
に
紅
顔
あ
つ
て
世
路
に
誇
れ
ど
も

ゆ
ふ
べ

は
く
こ
つ

こ
う
げ

ん

暮
為
白
骨
朽
郊
原

暮
に
白
骨
と
な

つ
て
郊
原
に
朽
ち
ぬ

義
孝
少
将

(和
漢
朗
詠

・
無
常

・
襴
)

こ
の
詩
句
は
出
典
未
詳
で
あ
る
が

『和
漢
朗
詠
集
』
「無
常
」
に

あ
し
た

入
集
以
来
、
人
生

の
無
常
を
説
く
も
の
と
し
て
誦
詠
さ
れ
た
。
「朝
」

ゆ
ふ
べ

こ
う
が
ん

は
く
こ
つ

せ

ろ

こ
う
げ
ん

と

「暮

」、
「紅
顔
」
と

「白
骨
」、
「世
路
」
と

「郊
原
」、
「誇
る
」

と

「朽

ち
ぬ
」
の
対
象
は
、
そ
の
ま
ま

「
荻
の
上
風
萩

の
下
露
」
に

通
じ
る
、
漢
詩
で
は
常
套
的
な
異
種
の
素
材
の
対
照
的
表
現
で
あ
る
。

「秋

は
な
ほ
」
歌

は
、
ま
ず
上

の
句

で
白
楽
天

「暮
立
」
詩

の

飛

飃
隊

心
懲
べ
も
嚢

り

旆
離

驛

断
ゆ
る
こ
と
は
こ
れ

秋

の
天
」
の
詩
句
に
基
づ
い
て

「秋
は
な

ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な

ら
ね
」
と
言

い
切

っ
た
。
そ
し
て
下
の
句

で

「荻
の
上
風
」
「萩

の

下
露
」
と
い
う
義
孝
以
前

に
誰
も
思
い
つ
か
な
か

っ
た
、
異
種
の
取

り
合
わ
せ
を
む
だ
の
な
い
表
現
で
詠
ん
だ
。
義
孝
は
秋
の
夕
の
美
を

具
体
的

に
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
和
歌
の
魅
力
は
、
上
の
句
で

「暮
立

」
詩
を
主
題
に
す
る
こ

と
を
明
示
し
、
下

の
句
で
そ
れ
を
具
体
化

し
た
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て

「秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ

こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻

の
上

風
萩
の
下
露
」
歌
が

『和
漢
朗
詠
集
』
「秋

興
」
に
採
ら
れ
た
意
味

を
考
え
た

い
。

四
、
「秋
興
」
と

「春
興
」

『和
漢
朗
詠
集
』
は
、
『古
今
集
』
に
倣

い
、
春
と
秋
が
対
応
す

る
よ
う
部
立
を
設
け
て
い
る
。
「春
興
」

に
は

「秋
興
」
が
対
応
し
、

主
に
郊
外
で
春

・
秋

の
興
趣
を
感
じ
る
詩

歌
を
集
め
て
い
る
。
「秋

お
ほ
む
ね
し
い

し

す

ね
ん
ご
ろ

こ
の
な
か

興
」
の
代
表
が
、
白
楽
天
の

「
大
底
四
時

心
惣
べ
て
苦
な
り
、
就
中

は
ら
わ
た

た

に
腸

の
断
ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋

の
天
」
(　22
)
で
あ
る
の
に
対
し
、

「春
興
」
の
代
表
的
作
品
は
、
劉
禹
錫
の
次
の
詩
句
で
あ
る
。

19

野
草
芳
菲
紅
錦
地

遊
糸
繚
乱
碧

羅
天

劉
禹
錫

は
う

ひ

こ
う
き
ん

れ
う
ら
ん

へ
き

ら

野
草
芳
菲
た
り
紅
錦

の
地
、
遊
糸
繚
乱
た
り
碧
羅
の
天

(和
漢
朗
詠

・
春
興
)
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「秋

興
」
の
切
な
い

「秋
天
」

に
比

べ
、
「春
興
」
の

「碧
羅
天
」

は
陽
気

で
華
や
か
で
あ
る
。
野
に
広
が
る
紅

の
錦
の
花
々
、
陽
炎
揺

ら
ぎ
、
輝
く
碧
の
薄
衣
の
空
、
華
や
か
な
春

の
郊
外
の
風
景
が
詠
ま

　な
け
　

れ
て
い
る
。
紅
と
碧

の
色
対
は
、
「秋
興
」
の

「林
間

に
酒
を
煖
め

た

せ
き

し
や
う

て
い

り
よ
く
た
い

は
ら

て
紅
葉

を
焼
く

石

上

に
詩
を
題
し
て
緑

苔
を
掃
ふ
」

(　22
)
の

「紅
葉
」
と

「緑
苔
」
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
落
葉
を
焚
き
、

酒
を
煖

め
、
苔
を
掃

い
詩
を
作
す
と
い
う
淋
し
い
光
景
の
紅
と
緑
は
、

豪
華
な

「春
興
」
に
比
べ
れ
ば
、
く
す
ん
だ
色
彩
で
あ
る
。

次
に

「春
興
」
「秋
興
」
の
和
歌
を
比
較
し
た

い
。

25

も
も
し
き
の
大
宮
人
は

い
と
ま
あ
れ
や
桜
か
ざ
し
て
今
日
も

　　

む
　

暮
し
つ

赤
人

26

春
は
な
ほ
我
に
て
知
り
ぬ
花
ざ
か
り
心
の
ど
け
き
人
は
あ
ら

じ
な

忠
岑

(和
漢
朗
詠

・
春
興
)

「も
も
し
き
の
」
歌
は
、
春
の
野
辺
の
遊
覧

に
お
お
ら
か
に
興
じ

て
い
る
人
々
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

一
方

「春
は
な
ほ
」
歌
は
、
花
盛

り
の
頃

は
、
花
が
気
に
な
り
、
人
は
の
ど
か
な
心
で
は
い
ら
れ
な
い

と
、
華
や
か
な
春
の
永
日
を
逆
説
的

に
表
現
し
て
い
る
。
公
任
は
、

花
盛
り

に
心
浮
か
れ
る
人
々
の
様
子
に

「春
興
」
を
象
徴
さ
せ
た
。

「春
興
」
歌

に
比
べ
、
「秋
興
」
歌
は
切
な
く
淋
し
い
。

嬲

う
づ
ら
な
く
磐
余

の
野
辺

の
秋
萩
を
思
ふ
人
と
も
見

つ
る
今

日
か
な

丹
比
国
人

躙

秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻
の
上
風
萩
の
下
露

義
孝
少
将

(和
漢
朗
詠

・
秋
興
)

「秋
興
」
の

「う
づ
ら
な
く
」
(022
)
と

い
う
秋

の
野
辺
に
な
び

く
萩
の
花
穂
に
、
思

い
人
を
見

い
出
し
て
逍
遙
す
る
万
葉
歌
に
は
、

「春
興
」
の
春
の
野
辺
で
遊
覧
し
な
が
ら
、
花
を
か
ざ
す
大
宮
人
を

見
い
出
す

「も
も
し
き
の
」

(25
)
万
葉
歌
が
対
応
す
る
。
「春
は
な

ほ
」

(26
)
歌

に
対
応
す
る
の
が
、
義
孝

の

「秋
は
な
ほ
」

(跚
)
歌

で
あ
る
。
華
い
だ

「春
は
な
ほ
」
歌
は
、

か
そ
け
き

「秋
は
な
ほ
」

歌
と
対
照
的
で
あ
り
な
が
ら
、
春

の
真
髄

を
知

っ
て
い
る
の
は
我
だ

け
だ
と
い
う
姿
勢
が
、
秋
の
夕
の
美
を
我

一
人
で
極
め
よ
う
と
し
て

　　
お
　

い
る
義
孝
歌
と
ど
こ
か
通
じ
る
。
公
任
は
、

明
ら
か
に
つ
い
に
な
る

よ
う

「春
興
」
「
秋
興
」
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

三
木
雅
博
氏
は
、
『和
漢
朗
詠
集
』
の
構
造
は
、
『古
今
集
』
に
準

じ
た
も
の
で
あ
り
、
春

の
項
目

(立
春

・
早
春

・
春
興

・
春
夜

二
二

月
尽
)
と
、
秋
の
項
目

(立
秋

・
早
秋

・
秋

興

・
秋
夜

・
九
月
尽
)

は
基
本
的
に
対
応
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

た
。
そ
の
上
で
春

・
秋
の

対
立
的
構
造
を
あ
え
て
壊
し
て
ま
で

「秋
興
」

の
次
に

「秋
晩
」
の

　　

ぬ
　

部
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

「秋
晩
」
項
目

の
詩
歌
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

躙

相
思
夕
上
松
臺
立

蛬
思
嬋
声
満
耳
秋

白
楽
天
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し
ょ
う
た
い

き
り
ぎ
り
す

相
思
う
て
夕
に
松

臺
に
上
て
立
て
れ
ば

蛬

の
思
ひ
嬋
の

声
耳
に
満
て
る
秋
な
り

跏

望
山
幽
月
猶
蔵
影

聴
砌
飛
泉
転
倍
声

菅
原
文
時

か
く

み
ぎ
り

山
を
望
め
ば
幽
月
な
ほ
影
を
蔵
す

砌
に
聴
け
ば
飛
泉
う
た

ま

た
声
を
倍
す

嬲

小
倉
山
ふ
も
と
の
野
辺
の
花
す
す
き
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
秋
の

夕
暮
れ

(和
漢
朗
詠

・
秋
晩
)

㎜
の
秋

の
夕
の
松
台

に
聴
こ
え
る
虫
の
音
、

劉
の
か
す
か
な
月
の

光
と
滝

の
音
、
嬲
の
秋

の
夕
暮
れ
の
野
辺
の
花
す
す
き
等
こ
れ
ら
の

情
景
は
ひ
そ
や
か
で
淋
し
い
。
ほ
の
か
に
見
え
る
花
す
す
き
は
、
任

氏
伝
の
美
女
を
連
想
さ
せ
る
幻
想
的
な
趣
向

で
あ
る
。
あ
え
て

『和

漢
朗
詠
集
』
に

「秋
晩
」
項
目
を
設
け
た
美
意
識
が
、
『後
拾
遺
集
』

に
突
然
現
わ
れ
る
秋

の
夕
歌
群

に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
、
川
村
晃

　　
ヨ

生
氏

に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
秋

は
な
ほ
」
歌
に
影
響
を
与

え
た
閨
怨
詩
的
な
斎
宮
女
御

の

「
さ
ら

で
だ
に
」
歌
が
、
『後
拾
遺
集
』
で
は

「秋
上
」
に
配
さ
れ
、

秋

の
夕
歌
群
を
作

っ
て
い
た
。
『後
拾
遺
集
』
の
秋

の
夕
歌
群
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た

『和
漢
朗
詠
集
』

の

「秋
晩
」
項
目
の
直
前

に

置

か
れ
た
の
が
、
「秋
興
」
の
義
孝
歌

「秋
は
な
お
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ

た
だ
な
ら
ね
」

(922
)
だ

っ
た
。

こ
の
歌
を

「秋
晩
」
で
は
な
く

「秋
興
」
に
採

っ
た
の
は
、
主
題

お
ほ
む
ね
し
い

し

す

ね
ん
ご
ろ

こ
の
な
か

で
あ

る

「暮
立
」
詩

の

「大
底

四
時
心
惣

べ
て
苦
な
り

就
中

に

は
ら
わ
た

た

腸

の
断
ゆ
る
こ
と
は
こ
れ
秋

の
天
」
詩
句

を

「秋
興
」
の
中
心
に

す据
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

秋
の
夕
を

「た
だ
な
ら
ね
」
と
言

い
切
る
明
快
さ
は
、
『枕
草
子
』

の

「秋
は
夕
暮
」
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
何
よ
り
こ
の
和
歌
の
魅

力
は
、
「暮
立
」
に
基
づ

い
た
上
の
句
の
秋

の
夕

の
舞
台
に
、
漢
詩

的
な
表
現
方
法
の

「
荻
の
上
風
萩

の
下
露
」

と
い
う
む
だ
を
そ
ぎ
と

っ
た
美
を
配
し
た
こ
と
で
あ
る
。
公
任
が
こ

の
和
歌
を

『和
漢
朗
詠

集
』
に
選
ん
だ
の
も
、
こ
れ
こ
そ
和
と
漢
の
融
合
の
美
と
評
価
し
た

た
め
で
あ
ろ
う
。

『大
鏡
』
に

「
か
や
う
に
も
夢
な
ど
示

い
た
ま
は
ず
と
も
、
こ
の

人
の
御
往
生
疑
ひ
申
す

べ
き
な
ら
ず
」
と
ま

で
言
わ
し
め
た
義
孝
は
、

往
生
だ
け
で
な
く
、
「
秋
は
な
ほ
」
歌
が

『和
漢
朗
詠
集
』

に
収
め

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
り

一
層
、
秋

の
夕

の
名
歌

の
作
者
と
し
て

永
遠

の
命
を
得
た
の
で
あ
る
。

(注
)

(注
1
)

本
稿
の
和
歌
は

『新
編
国
歌
大
観
』、
『白
氏
文
集
』
は
本
文
を
那
波

本
、
『千
載
佳
句
』
は
金
子
彦

二
郎
氏

『平
安
時

代
文
学
と
白
氏
文
集

ー

句
題
和
歌

・
千
載
佳
句

研
究
篇

1

』
、
番
号

は
花
房
英
樹
氏

の

『白
氏
文

集

の
批
判
的
研
究
』
に
よ
る
。
『枕
草
子
』
は
三
巻
本
、
『
撰
集
抄
』
は
岩
波

文
庫
本
、
『大
鏡
』
は
古
典
文
学
全
集

に
よ

っ
た
。
但

し
、

こ
れ
ら

の
本
文

の
漢
字

は
適
宜
、
私
に
改
め
た
。
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(注
2
)

『源
氏
物
語
』

「乙
女
」
「時
雨
う
ち
し
て
荻

の
上
風
も
た
だ
な
ら
ぬ

夕
暮
れ
に
」
や

『栄
華
物
語
』
「鳥
辺
野
」
「
か
く
て
八
月
ば
か
り
に
な
れ
ば

1

略

-

荻

の
上
風
萩

の
下
露

も

い
と
ど
御

耳

に
と
ま

り
て
」
等
、
『和

漢
朗
詠
集
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
人

々
に
愛
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

(注
3
)

「
暮
立
」
詩

と
対
応
す
る
の
が
、
白
楽
天

の

「
早
春
憶

二
蘇
州

一寄

二

夢
得

一」

(
90　　

)
の

「呉
苑
四
時
風
景
好
、
就
中
偏
好
是
春
天
」

で
あ
り
、

こ

の
二
句

の
美
意
識

に
影
響

さ
れ
、

『枕
草
子
』
冒
頭
表

現
と
な

っ
た
こ
と
を

上
野
理
氏
、
松

田
豊

子
氏
が
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

(上
野
理
氏

『後
拾
遺
集

前
後
』
笠
間
書
院

昭
和
五
十

一
年

・
松
田
豊

子
氏

『
清
少
納
言

の
独
創
表

現
』
風
間
書
房

昭
和
五
十
八
年

三
月
)

(注
4
)

『斎
宮
女
御
集
注
釈
』

(平
安
文
学
輪
読
会

塙
書
房

昭
和
五
十

六
年
九
月
)
を
参
考

に
し
た
。

(注
5
)

川
村
晃
生
氏

『
後
拾
遺

和
歌
集
』

(和
泉
古
典
叢
書

5

和
泉
書
院

平

成

三
年

三
月
)

で
は
、
「
荻
吹

く
音

は
、
人

の
訪

れ

の
比
喩
」
と

し

て

「主
上

の
渡
御

と
荻

の
葉
音
」

と
解
釈
さ
れ
、
通
釈
も

「
た
だ

で
さ
え
不
思

議

に
人
恋
し

い
夕
暮

に
、
荻
の
葉
風

の
音

が
聞

こ
え
る
こ
と

(
お
見
え
な

の

で
す
ね
)
」
と
さ
れ
る
。

(注
6
)

恋
人

に
そ
よ
と
答
え
る

「荻
」

の
歌

は
、
コ

人
し
て

い
か

に
せ
ま

し
と
わ
び

つ
れ
ば
そ
よ
と
も
前

の
荻
そ

こ
た

ふ
る
」

(大
和
物
語

・
一
四

八

段
)
や

「
い
つ
し
か
と
待
ち
し
か
ひ
な
く
秋
風

に
そ
よ
と
ば
か
り
も
荻

の
音

せ
ぬ
」

(後
拾
遺

・
雑
二

・
源
道
済

・
盥
)
等
が
あ
る
。

(注
7
)

『
源
氏
物
語
』

「夕
顔
」
「
『
ほ
の
か
に
も
軒

端
の
荻

を
む
す
ば

ず
は

露

の
か
こ
と
を
何

に
か
け
ま
し
』
高
や
か
な
る
荻

に
つ
け
て
、
「
忍
び

て
」
、

と
宣

へ
れ
ど
、
1

略

1

『
ほ

の
め
か
す
風
に

つ
け
て
も
下
荻
の
半

ば
は

霜

に
む
す

ぼ
ほ
れ

つ
つ
』
」

の

「軒
端

の
荻
」

の
名
も
背

の
高
さ

の
み
な
ら

ず
、
「
そ
よ
」

と
誘

い
に
た
や
す
く
な
び
く
風
情
か
ら
の
由
来
で
あ
ろ
う
。

(注

8
)

た
と
え
ば
、
『
田
氏
家
集
』
下
巻

(
畑
)
「
七
言

重
陽
後
節
題

二
秋

叢

一
応
製

一
首
」

の

「薇
蕪
枝
格
沙
虫
孔
、
蘆
荻
口
承
閣
鳳
巣
」
等

に
用
例

が
見
ら
れ
る
。

(注

9
)

平

安
漢

文

に
は

「萩
」

は
な

い
が
、
「萩
」
を

さ
す
も

の
と
し

て

「
鹿
鳴
草
」
が

「
和
名
抄
」

に
あ
る
。

こ
の
名
は
和
歌
を
由
来
と
し
た
も

の

で
あ
ろ
う
。

(注

10
)

『大
鏡
』
「
伊
尹
謙
徳
公
」
伝
の
義
孝

の
説

話
と
し
て
次

の
よ
う
な

記
事
が
あ
る
。
賀
縁
阿
闍
梨
と

い
う
僧

の
夢

に
義
孝

が
現
わ
れ
、
淋
し
そ
う

な
顔
も
見
せ
な

い
の
を
阿
閣
梨
が
な
じ
る
と
義
孝
が

「時
雨
と
は
蓮

の
花
ぞ

散
り
ま
が

ふ
な

に
故
郷

に
袖
濡
ら
す
ら
む
」

(後
拾
遺

・
哀
傷

・
硼

・
第

二

句

「千
種

の
花
ぞ
」、
第

四
句

「
な
に
故
郷

の
」
、
義
孝
集

・
79
)

と
詠
ん
だ

と

い
う
こ
の
説
話
は
こ
の
他

『
江
談
抄
』

『宝
物
集
』

『今
昔
物
語
』
等
に
採

ら
れ
て
い
る
。
極
楽

で
は
時
雨
と
は
蓮
花
が
散
花

す
る
こ
と
で
あ
り
何
を
歎

く
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、

と
往
生
し
た
人

の
み
が
詠
め
る
歌
で
あ
る
。

(注
11
)

「遊
糸
」

の
解
釈
は
大
曽
根
章
介
氏

(『和
漢
朗
詠
集
』
新
潮
古
典

集
成
)

に
よ

っ
た
。
川

ロ
久
雄
氏

(
『和
漢
朗

詠
集
』
岩
波
古
典
文
学
大
系
)

は
蜘
蛛

の
子

(ゴ
サ

マ
ア
)
説
を
採

る
。

(注
12
)

原
典

で
あ
る

『万
葉
集
』

で
は

「
梅
を
か
ざ
し
て
」

で
あ

っ
た
。

(注
13
)

こ
の
指
摘

は
三
木
雅
博
先
生

に
指
導
し
て
頂
き
ま
し
た
。

(注
14
)

三
木
雅
博
氏

『和
漢
朗
詠
集
と
そ

の
享
受
』

(勉
誠
社

平
成
七
年

九
月
)

(注
15
)

川
村
晃
生
氏

『摂
関
期
和
歌
史

の
研
究
』

(三
弥
井
書
院

平
成

三

年

)

69秋 はなほ夕まぐれこそただならね荻の上風萩の下露


