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は
じ
め
に

新
古
今
和
歌
の
漢
詩
文
摂
取
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
恒
雄
氏）

1
（

が
表
現

の
基
盤
と
し
て
の
漢
詩
文
摂
取
を
一
連
の
論
考
で
指
摘
し
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
新
古
今
的
と
称
さ
れ
る
表
現
の
形
成
に
漢
詩
文
が
深
く
影

響
し
て
い
る
こ
と
は
大
方
の
研
究
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊

に
藤
原
定
家
は
、
漢
詩
文
の
訓
読
語
に
依
拠
す
る
奇
抜
な
表
現
に
よ

っ
て
、
文
治
・
建
久
期
（
一
一
八
五
〜
一
一
九
九
）
に
新
風
歌
風
を
展

開
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）

2
（

。
そ
の
た
め
『
拾
遺
愚
草
』
中
の
全

歌
を
対
象
と
し
た
漢
詩
文
摂
取
の
調
査
が
早
く
長
谷
完
治
氏）

3
（

に
よ
っ

て
行
わ
れ
、
そ
れ
を
追
補
す
る
指
摘
が
久
保
田
淳
氏）

4
（

・
佐
藤
恒
雄
氏）

5
（

に
よ
り
次
々
と
な
さ
れ
る
に
至
り
、
定
家
の
漢
詩
文
摂
取
歌
の
典
拠

に
つ
い
て
は
そ
の
多
く
が
解
明
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
新
古

今
時
代
の
和
歌
を
古
典
摂
取
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
際
に
は
、
詞

の
面
に
お
い
て
漢
詩
文
が
ど
の
よ
う
な
表
現
を
和
歌
に
寄
与
し
た
か

と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
本
歌
取
り
や
物
語
摂
取
と
は
異
な
る

古
典
摂
取
技
法
と
し
て
の
漢
詩
文
摂
取
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
富
樫
よ
う
子
氏）

6
（

が
、
文
治

期
（
一
一
八
五
〜
一
一
九
〇
）
に
は
一
首
の
う
ち
の
一
部
に
漢
詩
を
使

用
す
る
方
法
に
特
色
が
あ
り
、
建
久
期
（
一
一
九
〇
〜
一
一
九
九
）
に

入
る
と
翻
案
の
よ
う
な
作
品
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
他
は
、
摂
取
歌
を
中
心
に
据
え
て
そ
の
具
体
相
を
検
討
し
た
論
考

は
少
な
く
、
正
治
期
以
降
の
摂
取
歌
を
扱
っ
た
論
考
は
さ
ら
に
少
な

い
。そ

こ
で
本
稿
は
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
に
後
鳥
羽
院
の
下
命

に
よ
り
詠
進
さ
れ
た
応
製
百
首
『
正
治
初
度
百
首
』（
以
下
、
本
百
首

藤
原
定
家
の
漢
詩
文
摂
取

―
―
『
正
治
初
度
百
首
』
を
中
心
に
―
―

尾
葉
石
真
理
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と
称
す
る
）
に
お
け
る
藤
原
定
家
の
漢
詩
文
摂
取
方
法
を
考
察
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
百
首
は
定
家
が
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
廷
臣
歌

人
と
し
て
の
足
場
を
築
い
た
作
品
で
あ
り
、
以
後
の
新
古
今
歌
風
の

様
相
を
窺
う
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。特
に
定
家
詠
は
、

「
鬼
面
人
を
驚
か
す
よ
う
な
新
奇
な
表
現
へ
の
興
味
か
ら
脱
却
」
し

た
、「
温
雅
な
言
葉
の
微
妙
な
続
け
方
」「
言
い
掛
け
の
巧
み
さ
」
な

ど
に
よ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る）

7
（

。
そ
の
よ
う
な
定
家
の
本
百

首
に
お
い
て
、
漢
詩
文
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
具
体

的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
本
百
首
で
漢
詩
文
を
摂
取
し
て
い
る
歌
は
、
百
首
中
九
首
あ
る
。

定
家
詠
と
典
拠
を
以
下
に
掲
出
す
る
。

も
ゝ
ち
ど
り
こ
ゑ
や
昔
の
そ
れ
な
ら
ぬ
わ
が
身
ふ
り
ゆ
く
は
る

さ
め
の
そ
ら
（
九
〇
八
）

　
　
（
後
述
）

春
の
を
る
花
の
に
し
き
の
た
て
ぬ
き
に
み
だ
れ
て
あ
そ
ぶ
そ
ら

の
い
と
ゆ
ふ
（
九
一
六
）

　

野
草
芳
菲
紅
錦
地
、
遊
糸
繚
乱
碧
羅
天
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
春
興
・
一
九
・
劉
禹
錫）

8
（

）

　

着
レ
野
展
敷
紅
錦
繍
、
当
レ
天
遊
織
碧
羅
綾
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
春
興
・
二
二
・
小
野
篁
）

春
も
お
し
花
を
し
る
べ
に
や
ど
か
ら
む
ゆ
か
り
の
色
の
ふ
ぢ
の

し
た
か
げ
（
九
一
九
）

　

惆
悵
春
帰
留
不
レ
得
、
紫
藤
花
下
漸
黄
昏
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
三
月
尽
・
五
二
・
白
居
易
）

　

遙
見
二
人
家
一
花
便
入　

不
レ
論
二
貴
賤
与
親
疎
一

（
和
漢
朗
詠
集
・
花
・
一
一
五
・
白
居
易
／
白
氏
文
集
・
巻
一
四
・

又
題
一
絶
・
三
二
四
四
）

し
の
ば
じ
よ
我
ふ
り
す
て
ゝ
ゆ
く
は
る
の
な
ご
り
や
す
ら
ふ
雨

の
ゆ
ふ
暮
（
九
二
〇
）

　
　
（
後
述
）

白
妙
の
衣
し
で
う
つ
ひ
ゞ
き
よ
り
を
き
ま
よ
ふ
し
も
の
色
に
出

ら
む
（
九
五
二
）

　

楚
練
新
伝
二
擣
レ
雪
声
一
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
秋
興
・
二
二
七
・
源
相
規
）

　

閨
寒
夢
驚
、
或
添
二
孤
婦
之
砧
上
一
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
霜
・
三
六
九
・
紀
長
谷
雄
）

よ
し
さ
ら
ば
よ
も
の
こ
が
ら
し
ふ
き
は
ら
へ
ひ
と
は
く
も
ら
ぬ

月
を
だ
に
見
む
（
九
六
〇
）

　

逐
レ
夜
光
多
呉
苑
月
、
毎
レ
朝
声
少
漢
林
風
。

 

（
和
漢
朗
詠
集
・
落
葉
・
三
一
二
・
具
平
親
王
）
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秋
の
日
に
み
や
こ
を
い
そ
ぐ
し
づ
の
め
が
か
へ
る
ほ
ど
な
き
お

ほ
は
ら
の
さ
と
（
九
八
七
）

売
炭
婦
人
今
聞
取
、
家
郷
遙
在
二
大
原
山
一
。
衣
単
路
嶮
伴
レ

嵐
出
、
日
暮
天
寒
向
レ
月
還
。

 

（
本
朝
無
題
詩
・
巻
二 

人
倫
・「
見
売
炭
婦
」
八
八
・
輔
仁
親
王
）

庭
の
お
も
は
し
か
の
ふ
し
ど
ゝ
あ
れ
は
て
ゝ
世
ゝ
ふ
り
に
け
り

竹
あ
め
る
か
き
（
九
九
〇
）

　

五
架
三
間
新
草
堂
、
石
階
桂
柱
竹
編
牆
。

（
白
氏
文
集
・
巻
一
六
・
香
鑪
峯
下
、
新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶

題
東
壁
五
首
・
〇
九
七
五
）

や
ど
に
な
く
や
こ
ゑ
の
と
り
は
し
ら
じ
か
し
を
き
て
か
ひ
な
き

あ
か
つ
き
の
つ
ゆ
（
九
九
一
）

　

家
鶏
不
レ
識
二
官
班
冷
一
、
依
レ
旧
猶
催
二
報
暁
声
一
。

（
俊
成
定
家
一
紙
両
筆
懐
紙
・
朝
綱
卿
詩）

9
（

）

一
見
し
て
、漢
詩
本
文
の
内
容
に
忠
実
な
歌
が
多
い
印
象
を
受
け
る
。

だ
が
、
そ
の
摂
取
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
九
一
六
番
歌

「
春
の
を
る
」
で
は
劉
禹
錫
の
「
野
草
芳
菲
た
り
紅
錦
の
地
」
を
初

句
・
二
句
に
、「
遊
糸
繚
乱
た
り
碧
羅
の
天
」
を
四
・
五
句
に
踏
ま
え

つ
つ

あ
を
や
ぎ
の
い
と
め
も
み
え
ず
は
る
ご
と
に
花
の
に
し
き
を
た

れ
か
を
る
ら
む 

（
躬
恒
集
・
二
二
六
）

か
す
み
は
れ
み
ど
り
の
そ
ら
も
の
ど
け
く
て
あ
る
か
な
き
か
に

あ
そ
ぶ
い
と
ゆ
ふ 

（
和
漢
朗
詠
集
・
晴
・
四
一
五
）

を
摂
取
し
類
似
す
る
趣
向
の
和
歌
を
重
ね
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
三
句
目
の
「
た
て
ぬ
き
」
は

竜
田
河
錦
お
り
か
く
神
な
月
し
ぐ
れ
の
雨
を
た
て
ぬ
き
に
し
て

（
古
今
集
・
冬
・
三
一
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

の
よ
う
に
錦
を
織
る
と
き
の
経
糸
と
緯
糸
を
指
し
、「
錦
」
と
「
遊
糸
」

を
結
び
つ
け
る
媒
介
と
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
の
「
た
て
ぬ
き
」
と

い
う
表
現
を
「
遊
糸
」
と
と
も
に
用
い
た
の
は
、
早
く

さ
ほ
姫
の
霞
の
衣
お
り
て
け
り
あ
そ
ぶ
い
と
ゆ
ふ
た
て
ぬ
き
に

し
て 

（
別
雷
社
歌
合
・
霞
九
番
・
一
七
・
藤
原
永
範
）

が
見
出
さ
れ
る
が
、
永
範
歌
が
藤
原
俊
成
に
「
霞
、
あ
そ
ぶ
糸
ゆ
ふ

た
て
ぬ
き
に
し
て
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
、
彼
の
当
天
遊
織
碧
羅
綾
と
云

ふ
句
を
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
佐
保
ひ
め
の
句
た
く
み
な
ら
む
、
思
ひ

や
ら
れ
て
を
か
し
く
侍
り
」
と
判
詞
で
評
さ
れ
た
の
と
同
様
、『
和
漢

朗
詠
集
』
の
小
野
篁
詩
「
天
に
当
つ
て
は
遊
織
す
碧
羅
綾
」
の
発
想

に
よ
り
初
句
・
二
句
と
四
・
五
句
を
結
び
つ
け
て
い
る
。さ
ら
に「
た

て
ぬ
き
に
」
と
い
う
語
は
「
完
全
に
」「
す
っ
か
り
」
と
い
う
副
詞

的
用
法
も
あ
る
が
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の

た
て
ぬ
き
に
み
を
ば
う
む
と
も
あ
さ
は
た
の
お
り
て
は
君
に
あ

は
じ
と
ぞ
思
ふ 

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
は
た
・
三
二
五
八
）



－36－

の
如
く
、
錦
を
織
る
「
経
糸
緯
糸
」
と
と
も
に
「
隅
々
ま
で
」
の
意

も
含
み
、「
春
が
織
っ
て
い
る
花
の
錦
の
縦
糸
・
横
糸
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
錦
の
上
を
縦
横
自
在
に
遊
糸
が
空
に
乱
れ
て
遊
ん
で
い
る
」

と
し
て
、
典
拠
の
劉
禹
錫
詩
句
の
「
繚
乱
」
の
様
を
一
層
明
確
に
描

き
出
し
て
い
よ
う
。
定
家
の
九
一
六
「
春
の
を
る
」
歌
は
、
漢
詩
文

を
下
敷
き
に
し
つ
つ
そ
の
内
容
を
柔
軟
に
表
現
す
る
。
素
材
と
素
材

を
繋
ぐ
斬
新
さ
と
、
斬
新
で
あ
り
な
が
ら
言
葉
の
上
で
無
理
な
く
繋

げ
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
翻
案
的
詠
歌
と
は
言
え
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、
九
一
九
番
歌
も
同
様
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』「
若
紫
」
巻
に
お
い
て
、少
女
が
藤
壺
の
ゆ
か
り
と
し
て
「
紫
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
手
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
む
む
ら

さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
の
べ
の
わ
か
草
」の
作
中
歌
に
よ
っ
て『
和

漢
朗
詠
集
』
の
白
居
易
詩
「
惆
悵
す
春
帰
り
て
留
む
る
こ
と
を
得
ず
。

紫
藤
の
花
の
下
に
漸
く
に
黄
昏
た
り
」
と
『
白
氏
文
集
』
の
「
貴
賤

と
親
疎
と
を
論
ぜ
ず
」
と
を
同
時
に
踏
ま
え
て
い
る
。
ま
た
九
五
二

番
歌
は
す
で
に
久
保
田
氏
が

さ
よ
ふ
け
て
こ
ろ
も
し
で
う
つ
こ
ゑ
き
け
ば
い
そ
が
ぬ
人
も
ね

ら
れ
ざ
り
け
り 

（
後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
三
六
・
伊
勢
大
輔
）

を
指
摘
す
る
が
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
源
相
規
詩
、
及
び
紀
長
谷
雄
の

詩
と
と
も
に

あ
り
つ
つ
も
君
を
ば
ま
た
ん
う
ち
な
び
き
わ
が
く
ろ
か
み
に
し

も
は
お
き
ま
よ
ひ 

（
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
か
み
・
三
一
六
五
）

を
踏
ま
え
て
い
る
。
孤
閨
を
託
つ
女
の
恨
み
が
「
色
に
出
」
づ
、
と

す
る
背
景
に
は

人
し
れ
ず
お
も
へ
ば
く
る
し
紅
の
す
ゑ
つ
む
花
の
い
ろ
に
い
で

な
む 

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
九
六
・
読
人
し
ら
ず
）

も
あ
ろ
う
。
以
下
、
九
六
〇
・
九
八
七
・
九
九
〇
・
九
九
一
歌
に
お

い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
周
到
に
言
葉
と
言
葉
を
繋
ぎ
漢
詩
文
の
内
容

を
表
現
す
る
定
家
の
特
性
を
確
認
で
き
る
。

二
だ
が
こ
こ
で
、
後
述
と
し
て
省
略
し
た
九
〇
八
番
歌
に
つ
い
て
見

て
い
き
た
い
。

も
ゝ
ち
ど
り
こ
ゑ
や
昔
の
そ
れ
な
ら
ぬ
わ
が
身
ふ
り
ゆ
く
は
る

さ
め
の
そ
ら 

（
拾
遺
愚
草
・
正
治
初
度
百
首
・
九
〇
八
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
氏
が
本
歌
・
参
考
歌
と
し
て

も
ゝ
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ

ふ
り
ゆ
く 

（
古
今
集
・
春
上
・
二
八
・
読
人
し
ら
ず
）

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
は
る
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の

身
に
し
て

（
古
今
集
・
恋
五
・
七
四
七
・
在
原
業
平
、
／
伊
勢
物
語
第
四
段
）

を
指
摘
す
る
が
、
さ
ら
に
四
句
・
五
句
の
「
わ
が
身
ふ
り
ゆ
く
は
る
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さ
め
の
そ
ら
」
に
は

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な

が
め
せ
し
ま
に 

（
古
今
集
・
春
下
・
一
一
三
・
小
野
小
町
）

が
指
摘
で
き
る
。
四
句
「
わ
が
身
ふ
り
ゆ
く
」
は
こ
れ
に
基
づ
く
。

こ
れ
ら
複
数
の
先
行
歌
を
踏
ま
え
る
が
故
に
、
当
該
歌
は
「
い
く
つ

か
の
要
素
を
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
複
雑
に
組
み
合
わ
せ
て
」
い
る
、

と
い
う
評
価
を
さ
れ
て
き
た）
10
（

。
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
要
素
を
介

在
さ
せ
つ
つ
も
拡
散
せ
ず
に
い
る
の
は
何
故
か
。
そ
こ
に
『
白
氏
文

集
』「
新
楽
府 

上
陽
人
」
の
次
の
一
節
を
考
え
た
い
。

春
日
遅
、
日
遅
独
坐
天
難
レ
暮
。
宮
鶯
百
囀
愁
厭
レ
聞
。

（
白
氏
文
集
・
巻
一
三
・
新
楽
府 
上
陽
人
・
〇
一
三
一
）

「
鶯
が
多
く
囀
る
声
が
聞
こ
え
る
が
、
老
い
を
憂
う
身
に
は
厭
わ
し

い
」
と
い
う
当
該
箇
所
は
、
定
家
詠
の
「
百
千
鳥
（
多
く
の
鶯）
11
（

）
の

囀
る
声
を
、わ
が
身
を
憂
い
つ
つ
聞
く
」
と
い
う
発
想
に
合
致
す
る
。

「
上
陽
人
」
の
鶯
の
多
く
囀
る
声
（「
宮
の
鶯
百も
も
さ
へ
づ囀
り
す
れ
ど
も
」）
が

多
く
の
鶯
の
声
（「
も
ゝ
ち
ど
り
こ
ゑ
」）
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る）
12
（

。

『
古
今
集
』
二
八
「
も
ゝ
ち
ど
り
」
歌
と
『
古
今
集
』
一
一
三
の

小
町
歌
と
が
「
上
陽
人
」
と
い
う
一
点
に
お
い
て
繋
が
る
背
景
に
は
、

当
時
の
日
本
に
お
い
て
「
上
陽
人
」
の
詩
中
の
宮
女
と
、
小
野
小
町

を
重
ね
て
見
る
見
方
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

か
の
堀
河
院
に
は
、
上
陽
人
の
、「
は
る
ゆ
き
あ
き
ゝ
た
れ
ど
も

と
し
を
し
ら
ず
」
と
い
ふ
や
う
に
、
あ
け
く
る
ゝ
も
し
ら
せ
給

は
ず
、
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
し
な
げ
き
て
ね
ざ
め
つ
ゝ
、
や
す
く

も
お
ほ
と
の
ご
も
ら
ね
ば
、
の
こ
り
の
と
も
し
び
の
か
べ
に
そ

む
け
る
か
げ
も
こ
ゝ
ろ
ぼ
そ
う
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
、
御
ま
へ
の
む

め
の
心
よ
く
ひ
ら
け
に
け
る
も
、「
こ
れ
を
い
ま
ま
で
し
ら
ざ
り

け
る
よ
。『
わ
が
み
よ
に
ふ
る
』」
な
ど
、な
が
め
さ
せ
給
け
る
、

い
づ
こ
よ
り
は
る
き
た
り
け
ん
み
し
人
も
た
え
に
し
や
ど
の

む
め
ぞ
に
ほ
へ
る

「『
う
ぐ
ひ
す
の
も
の
わ
か
き
は
つ
ね
う
れ
へ
あ
れ
ば
き
く
を
い

と
ふ
』
な
ど
あ
り
け
ん
も
、
ま
こ
と
な
り
け
り
」
と
お
ぼ
し
し

ら
る
。 

（
栄
花
物
語
・
ゆ
ふ
し
で）
13
（

）

堀
河
女
御
の
憂
愁
を
綴
っ
た
箇
所
だ
が
「
は
る
ゆ
き
あ
き
ゝ
た
れ
ど

も
と
し
を
し
ら
ず
」
と
し
て
「
上
陽
人
」
中
の
一
節
「
春
往
き
秋
来

た
れ
ど
も
年
を
記
せ
ず
（
春
往
秋
来
不
記
年
）」
が
引
用
さ
れ
、「
の
こ

り
の
と
も
し
び
の
か
べ
に
そ
む
け
る
か
げ
」
に
も
「
耿
々
た
る
残
り

の
燈
の
壁
に
背
け
た
る
影
（
耿
耿
残
燈
背
壁
影
）」
が
あ
る
。
そ
の
上

で
「『
わ
が
み
よ
に
ふ
る
』
な
ど
、な
が
め
さ
せ
給
け
る
」
と
し
て
『
古

今
集
』
一
一
三
の
小
町
歌
が
引
か
れ
、
重
ね
て
「
う
ぐ
ひ
す
の
も
の

わ
か
き
は
つ
ね
う
れ
へ
あ
れ
ば
き
く
を
い
と
ふ
」
と
し
て
「
上
陽
人
」

の「
宮
の
鶯
百
囀
り
す
れ
ど
も
愁
ひ
あ
れ
ば
聞
く
こ
と
を
厭
ひ
ぬ（
宮
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鶯
百
囀
愁
厭
聞
）」
を
引
く
。
こ
の
よ
う
な
「
上
陽
人
」
と
小
町
と
を

と
も
に
踏
ま
え
る
表
現
は
『
栄
花
物
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
中
世
の

『
今
物
語
』
に
も
見
ら
れ
、

我
な
が
ら
あ
ら
ぬ
か
と
の
み
た
ど
り
わ
び
、
人
の
心
の
花
に
ま

か
せ
て
、
月
日
を
む
な
し
く
う
つ
り
ゆ
く
に
、
宮
の
う
ぐ
ひ
す
、

も
も
さ
へ
づ
り
す
れ
ど
も
、
思
ひ
あ
れ
ば
、
聞
く
事
を
や
め
つ
。

う
つ
ば
り
の
つ
ば
く
ら
め
、
な
ら
び
住
め
ど
も
、
身
を
知
れ
ば
、

ね
た
ま
ず
。
ち
ち
た
る
春
の
日
も
、
ひ
と
り
住
め
ば
、
い
と
ど

暮
れ
や
ら
ず
。
せ
う
せ
う
た
る
秋
の
夜
は
、
む
な
し
き
床
に
、

明
か
し
が
た
く
て
過
ぐ
し
け
る
に
、（
後
略
）

 
（
今
物
語
・
み
そ
の
の
尼）
14
（

）

の
よ
う
に
、
前
掲
の
「
上
陽
人
」
詩
句
と
同
箇
所
を
引
い
た
「
宮
の

う
ぐ
ひ
す
、
も
も
さ
へ
づ
り
す
れ
ど
も
」
の
他
に
も
、「
う
つ
ば
り
の

つ
ば
く
ら
め
、
な
ら
び
住
め
ど
も
、
身
を
知
れ
ば
、
ね
た
ま
ず
」
と

し
て
「
梁
燕
雙
び
棲
め
ど
も
老
い
て
妬
む
こ
と
を
休や

め
つ
（
梁
燕
雙

棲
老
休
妬
）」
を
引
き
、「
ち
ち
た
る
春
の
日
も
、
ひ
と
り
住
め
ば
、
い

と
ど
暮
れ
や
ら
ず
」
と
し
て
「
春
の
日
遅
し
、
日
遅
く
し
て
独
り
坐

て
天
暮
れ
難
し
（
春
日
遅
、
日
遅
独
坐
天
難
暮
）」
を
、「
せ
う
せ
う
た

る
秋
の
夜
は
、
む
な
し
き
床
に
、
明
か
し
が
た
く
て
過
ぐ
し
け
る
」

と
し
て
「
空
し
き
床
に
し
て
宿
す　

秋
の
夜
長
し　

夜
長
く
し
て
睡

る
こ
と
無
け
れ
ば
天
明
け
ず
（
宿
空
床
、
秋
夜
長
、
夜
長
無
睡
天
不
明
）」

と
「
蕭
蕭
た
る
」
を
「
上
陽
人
」
か
ら
引
く
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
あ

ら
ぬ
か
と
の
み
た
ど
り
わ
び
」
に
は
、
小
町
の

わ
が
身
こ
そ
あ
ら
ぬ
か
と
の
み
た
ど
ら
る
れ
と
ふ
べ
き
人
に
わ

す
ら
れ
し
よ
り

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
〇
五
・
小
野
小
町
／
小
町
集
八
七
）

を
踏
ま
え
、
ま
た
「
人
の
心
の
花
に
ま
か
せ
て
、
月
日
を
む
な
し
く

う
つ
り
ゆ
く
」
と
し
て
、

い
ろ
見
え
て
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け

る（
古
今
集
・
恋
五
・
七
九
七
／
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
い
ろ
・
三
四

七
七
／
小
町
集
二
〇
）

さ
り
と
も
と
ま
ち
し
月
日
ぞ
う
つ
り
ゆ
く
心
の
花
の
色
に
ま
か

せ
て

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
三
二
八
・
式
子
内
親
王
／
式
子
内
親
王
集
三

一
二
、
第
五
句
「
ま
が
へ
て
」）

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
上
陽

人
」
に
小
町
を
見
る
と
い
う
発
想
は
中
世
に
至
る
ま
で
引
き
継
が
れ

て
い
く
の
で
あ
り
、
定
家
は
早
く
同
様
の
発
想
を
柔
軟
に
取
り
入
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

物
語
に
お
け
る
漢
詩
文
の
引
用
箇
所
に
着
目
し
て
摂
取
す
る
方
法

は
文
治
・
建
久
期
の
詠
歌
に
す
で
に
散
見
さ
れ
る
。
建
久
四
年
（
一
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一
九
三
）
の
「
六
百
番
歌
合
」
に

か
な
し
き
は
さ
か
ひ
こ
と
な
る
な
か
と
し
て
な
き
た
ま
ゝ
で
や

よ
そ
に
う
か
れ
ん 

（
拾
遺
愚
草
・
六
百
番
歌
合
・
八
七
三
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」
を
引
い
た
『
源
氏

物
語
』「
葵
」
巻

舊
枕
故
衾
誰
與
共
、
悠
悠
生
死
別
経
レ
年
、
魂
魄
不
二
曾
来
入
一
レ

夢
。 

（
白
氏
文
集
・
巻
一
三
・
長
恨
歌
・
〇
五
九
六
）

あ
は
れ
な
る
ふ
る
事
ど
も
、
か
ら
の
も
や
ま
と
の
も
か
き
け
が

し
つ
ゝ
、
さ
う
に
も
ま
な
に
も
さ
ま
〴
〵
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に

か
き
ま
ぜ
給
へ
り
。「
か
し
こ
の
御
て
や
」
と
空
を
あ
ふ
ぎ
て

な
が
め
給
。
よ
そ
人
に
み
た
て
ま
つ
り
な
さ
む
が
、
お
し
き
な

る
べ
し
。「
ふ
る
き
枕
ふ
る
き
衾
た
れ
と
と
も
に
か
」
と
あ
る

所
にな

き
玉
ぞ
い
と
ゞ
か
な
し
き
ね
し
と
こ
の
あ
く
が
れ
が
た
き

心
な
ら
ひ
に 

（
源
氏
物
語
・
葵
）

に
依
拠
し
て
い
る
。
光
源
氏
の
「
い
つ
も
床
を
離
れ
が
た
く
思
っ
て

い
た
」
と
い
う
歌
に
、「
長
恨
歌
」
詩
句
「
魂
魄
曾か
つ

て
来
り
て
夢
だ
に

入
ら
ず
」
の
「
亡
き
人
の
魂
は
床
の
中
の
夢
へ
と
あ
く
が
れ
て
来
て

は
く
れ
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
意
を
も
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一

首
を
「
亡
き
人
の
魂
が
、
よ
そ
に
う
か
れ
出
て
い
る
た
め
に
、
夢
の

中
に
も
来
て
は
く
れ
な
い
」
と
し
て
発
想
し
た
も
の
で
あ
り
、
玄
宗

皇
帝
と
楊
貴
妃
に
光
源
氏
と
葵
上
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を

踏
ま
え
る
必
然
性
を
確
保
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
定
家
の
漢
詩
文
摂
取
歌
か
ら
は
、
漢
詩
文
を
直
接
和
歌
に
移
す
と

い
う
作
業
で
は
な
く
、
古
歌
や
物
語
な
ど
を
参
考
に
漢
詩
文
を
一
旦

広
く
捉
え
た
上
で
そ
れ
を
古
歌
に
拠
っ
て
踏
ま
え
る
と
い
う
方
法
が

垣
間
見
え
る
。
先
の
一
覧
で
は
後
述
と
し
て
割
愛
し
た

し
の
ば
じ
よ
我
ふ
り
す
て
ゝ
ゆ
く
は
る
の
な
ご
り
や
す
ら
ふ
あ

め
の
ゆ
ふ
ぐ
れ 

（
拾
遺
愚
草
・
正
治
初
度
百
首
・
九
二
〇
）

に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
当
該
歌
は
久
保
田
氏
が
「
春
を
男
、

自
身
を
女
、
三
月
尽
を
後
朝
の
別
れ
に
見
立
て
て
歌
う
」
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
後
朝
恋
歌
の
表
現
に
よ
っ
て
暮
春
を
詠
む
。
こ
の
惜
春

を
後
朝
に
擬
え
る
発
想
の
背
景
に
、朝
雲
暮
雨
の
故
事
で
有
名
な『
文

選
』「
高
唐
賦
」
を
考
え
た
い
。
例
証
と
し
て
、
定
家
作
と
さ
れ
る

擬
古
物
語
『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
「
高
唐
賦
」
引
用
箇
所
を
掲

げ
る）
15
（

。
　

雨
ふ
り
く
ら
し
て
、
い
と
く
ら
き
夜
の
空
を
、
な
を
あ
け
な

が
ら
な
が
め
い
で
た
れ
ど
、
う
れ
へ
や
る
か
た
な
き
に
、
れ
い

の
と
こ
ろ
せ
う
に
ほ
ひ
く
る
か
ぜ
の
ま
よ
ひ
も
、
い
と
ゞ
心
さ

は
ぎ
す
る
。（
中
略
）
お
と
こ
は
、
雲
と
も
き
り
と
も
、
た
ち
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ど
し
ら
ぬ
ゆ
く
ゑ
な
さ
を
う
ら
み
つ
く
す
。
女
は
、
い
そ
ぐ
月

日
の
ま
ぢ
か
さ
を
思
ひ
わ
び
た
り
。（
中
略
）

　

あ
し
た
の
雲
、
ゆ
ふ
べ
の
あ
め
の
、
か
れ
る
す
が
た
と
も
し

ら
ず
、
よ
る
の
月
、
あ
か
つ
き
の
と
も
し
火
の
、
ほ
の
か
な
る

か
げ
を
だ
に
つ
ゝ
み
し
か
ば
、
や
み
の
う
つ
ゝ
の
い
ぶ
せ
さ
に

て
、
は
る
く
る
世
な
き
な
ご
り
し
も
、
さ
す
が
に
よ
な
く
み
え

し
ゆ
め
な
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
て
の
恋
し
さ
、
か
な
し
さ
も
、

た
の
め
お
く
一
こ
と
の
な
ご
り
だ
に
な
き
は
、
ま
ぎ
る
ゝ
か
た

な
く
、（
後
略
） 

（
松
浦
宮
物
語
・
巻
二
、
三）
16
（

）

当
該
箇
所
は
、
氏
忠
の
前
に
現
れ
た
謎
に
満
ち
た
簫
の
女
と
の
逢
瀬

の
場
面
、
数
回
の
逢
瀬
を
重
ね
た
簫
の
女
が
雨
の
酷
く
降
る
暗
い
日

に
氏
忠
の
元
を
訪
れ
、氏
忠
の
帰
国
の
決
意
を
怨
じ
る
場
面
で
あ
る
。

状
況
設
定
に
注
意
し
た
い
。
氏
忠
の
帰
国
は
当
該
箇
所
以
前
に
「
春

を
す
ぐ
し
て
と
き
ゝ
し
日
か
ず
」
と
あ
り
、
帰
国
と
暮
春
が
重
な
る

よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
。
去
る
人
を
怨
む
「
い
そ
ぐ
月
日
の
ま
ぢ
か

さ
を
思
ひ
わ
」
ぶ
気
持
ち
が
惜
春
に
重
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
去

る
人
で
あ
る
氏
忠
は
ま
た
、
逢
瀬
の
場
を
立
ち
去
る
女
の
「
た
ち
ど

し
ら
ぬ
ゆ
く
ゑ
な
さ
」
を
恨
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
に
「
は
る
く
る

世
な
き
な
ご
り
」、
つ
ま
り
晴
れ
る
こ
と
の
な
い
心
残
り
が
生
ま
れ
、

「
た
の
め
お
く
一
こ
と
の
な
ご
り
」
さ
え
な
い
た
め
に
紛
れ
る
こ
と

の
な
い
鬱
屈
と
し
た
心
情
が
蓄
積
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
雨
の
降
る
暗

い
日
」
と
い
う
舞
台
仕
立
は
、
女
（
去
る
人
）
の
正
体
を
示
す
と
同

時
に
、
男
（
こ
れ
も
、
去
る
人
）
の
心
残
り
と
女
（
去
ら
れ
る
人
）
の

嘆
き
と
い
う
二
重
性
を
表
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
構

造
が
「
し
の
ば
じ
よ
」
の
歌
に
も
見
ら
れ
る
。「
行
く
春
」
に
「
去

る
人
」
を
重
ね
、ま
た
「
暮
雨
」
に
「
去
る
人
」
を
象
徴
さ
せ
つ
つ
、

去
る
人
と
去
ら
れ
る
作
者
の
心
情
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
高
唐
賦
」
の
暮
雨
を
「
名
残
の
雨
」
と
し
て
表
す
こ
と
は
、「
高

唐
賦
」
摂
取
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
。

い
む
ふ
く
門
院
、
皇
后
宮
と
申
し
比
、
そ
の
御
か
た
に
さ

ぶ
ら
ふ
上
ら
う
の
、
し
る
よ
し
あ
り
て
き
こ
え
か
は
し
し

が
ゆ
き
あ
ひ
て
、
ひ
ぐ
ら
し
物
が
た
り
し
て
、
か
へ
り
給

ぬ
る
な
ご
り
、
あ
め
う
ち
ふ
り
て
物
あ
は
れ
也
、
こ
の
人

も
こ
と
に
、我
お
な
じ
す
ぢ
な
る
こ
と
を
お
も
ふ
人
な
り
、

な
つ
か
し
く
も
あ
り
、
さ
ま
〴
〵
そ
れ
も
恋
し
く
お
も
ひ

い
で
ら
れ
て
、
申
や
る

い
か
に
せ
ん
な
が
め
か
ね
ぬ
る
な
ご
り
か
な
さ
ら
ぬ
だ
に
こ
そ

あ
め
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

　
　

か
へ
し

な
が
め
わ
ぶ
る
あ
め
の
ゆ
ふ
べ
に
あ
は
れ
又
ふ
り
に
し
こ
と
を

い
ひ
あ
は
せ
ば
や 

（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
二
六
三
、
二
六
四
）

そ
れ
は
な
ほ
ゆ
め
の
な
ご
り
も
な
が
め
け
り
あ
め
の
ゆ
ふ
べ
も
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く
も
の
あ
し
た
も 

（
秋
篠
月
清
集
・
一
四
三
四
）

雲
と
な
り
雨
と
な
り
け
る
名
残
ま
で
お
も
へ
ば
か
な
し
ゆ
め
の

旧
里 

（
百
詠
和
歌
・
雨
・
一
八
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は
逢
瀬
と
い
う
「
夢
」
を
懐
か
し
む
よ
す

が
と
し
て
の
雨
を
「
名
残
の
雨
」
と
し
、
作
者
の
心
を
表
し
て
は
い

る
が
、
去
る
主
体
の
心
情
ま
で
は
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
。
定
家
は
こ

こ
に
去
る
人
の
心
ま
で
も
含
ま
せ
る
。「
高
唐
賦
」摂
取
歌
と
し
て
は
、

本
文
か
ら
の
逸
脱
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
か
な
り
踏
み
込
ん

だ
解
釈
で
あ
ろ
う
。
定
家
が
「
名
残
の
雨
」
の
中
に
去
ろ
う
と
す
る

人
物
の
心
情
を
詠
み
込
み
得
た
背
景
に
は
、

あ
ひ
見
て
は
な
ぐ
さ
む
や
と
ぞ
思
し
に
な
ご
り
し
も
こ
そ
こ
ひ

し
か
り
け
れ 

（
後
撰
集
・
恋
三
・
七
九
四
・
坂
上
是
則
）

な
ど
の
、
去
る
人
の
心
残
り
に
「
名
残
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
和

歌
の
発
想
が
あ
ろ
う
が
、そ
の
「
名
残
」
を
「
高
唐
賦
」
の
「
名
残
」

に
重
ね
た
の
は
定
家
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
去
ら
れ
る
人
物
と
、
去

る
人
物
の
心
を
同
時
に
「
高
唐
賦
」
の
「
名
残
の
雨
」
に
見
出
す
こ

と
で
、「
な
ご
り
や
す
ら
ふ
」
と
い
う
三
月
尽
の
暮
雨
の
叙
景
に
春
が

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
見
る
発
想
に
必
然
性
を
与
え
て
い
る
。

春
を
擬
人
化
し
、
去
り
ゆ
く
春
と
残
さ
れ
る
作
者
双
方
の
心
を
雨

に
託
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
定
家
の
「
し
の
ば
じ
よ
」
に

非
常
に
近
い
歌
と
し
て
、
家
隆
の

け
ふ
の
み
と
は
る
も
な
ご
り
や
お
し
む
覧
あ
め
う
ち
そ
ゝ
く
ゆ

ふ
ぐ
れ
の
そ
ら 

（
玉
吟
集
・
百
首
和
歌
初
心
・
二
〇
）

が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
家
隆
歌
は
、
雨
を
涙
の
比
喩
と
し
か
捉
え
な

い
。「
高
唐
賦
」
を
踏
ま
え
な
い
た
め
に
雨
に
は
去
り
ゆ
く
人
物
が

重
ね
ら
れ
ず
自
己
完
結
的
な
感
傷
性
が
強
く
押
し
出
さ
れ
、
定
家
詠

の
よ
う
な
、
詠
作
主
体
の
心
情
が
外
界
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
空
間

的
広
が
り
を
有
さ
な
い
の
で
あ
る
。

四
定
家
は
、
本
百
首
に
お
い
て
漢
詩
文
を
そ
の
ま
ま
翻
案
す
る
よ
う

な
歌
を
詠
ん
で
い
な
い
。
本
歌
取
り
の
よ
う
に
表
現
基
盤
と
し
て
利

用
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
物
語
摂
取
の
よ
う
に
場
面
や
趣
向
を
摂

取
す
る
の
で
も
な
い
。
独
自
の
漢
詩
文
理
解
を
背
景
と
し
て
、
古
歌

や
物
語
を
周
到
に
繋
げ
て
い
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、漢
詩
文
本
文
か
ら
の
新
た
な
展
開
の
余
地
、

す
な
わ
ち
解
釈
の
柔
軟
性
と
い
う
自
由
度
の
高
さ
を
認
識
し
て
い
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

定
家
が
漢
詩
文
本
文
か
ら
大
き
く
踏
み
出
し
た
解
釈
を
し
て
摂
取

歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
通
り
だ
が
、
同
様
の
姿

勢
は
古
歌
の
解
釈
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
家
の
歌
注

に
は
是
非
を
は
っ
き
り
と
明
示
す
る
語
釈
が
あ
る
一
方
で
、
不
可
解
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な
ほ
ど
曖
昧
な
言
い
方
を
し
て
い
る
箇
所
が
多
々
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
第
二
節
に
挙
げ
た
、
百
千
鳥
を
例
に
見
て
お
き
た
い
。

も
ゝ
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ

ふ
り
ゆ
く 

（
古
今
集
・
春
上
・
二
八
・
読
人
し
ら
ず
）

定
家
自
身
の
百
千
鳥
解
釈
に
つ
い
て
は
『
顕
注
密
勘
』『
僻
案
抄
』

に

も
ゝ
ち
鳥
と
は
鶯
を
云
と
申
に
こ
そ
。
春
立
て
う
ら
ゝ
か
な
る

諸
の
鳥
の
や
は
ら
ぎ
な
け
ば
、百
千
の
鳥
と
は
申
に
こ
そ
。（
中

略
）
惣
じ
て
あ
ま
た
の
鳥
と
は
聞
ゆ
る
也
。
古
今
に
も
、
後
拾

遺
に
、
鶯
の
歌
を
ば
は
な
れ
て
入
た
り
。
う
た
が
ひ
有
べ
か
ら

ず
。（
後
略
）

非
レ
鶯
と
も
、
難
二
一
決
一
。
又
不
レ
可
レ
限
レ
鶯
。
百
鳥

も
可
レ
先
レ
鶯
歟
。
百
花
も
柳
、桜
を
の
ぞ
く
べ
か
ら
ず
。

（
顕
注
密
勘）
17
（

）

も
ゝ
ち
ど
り
と
は
、
鶯
と
も
い
ふ
。
又
春
き
て
は
、
さ
ま
〴
〵

の
鳥
き
た
り
囀
る
と
て
、
お
ほ
く
の
鳥
を
も
ゝ
ち
の
と
り
と
い

ふ
と
も
申
。
鶯
の
歌
に
は
な
れ
て
、
柳
歌
を
へ
だ
て
ゝ
い
れ
た

る
も
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
さ
れ
ど
も
ゝ
ち
ど
り
と
い
ふ
も
、
う

ぐ
ひ
す
は
な
る
べ
し
と
は
、
き
こ
え
ず
。 

（
僻
案
抄）
18
（

）

と
あ
る
。
ま
ず
『
顕
注
密
勘
』
で
は
顕
昭
注
が
、
百
千
鳥
と
は
春
に

鳴
く
諸
々
の
鳥
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
鶯
説
を
は
っ
き
り
と
否
定

し
て
い
る
の
に
対
し
、
三
字
下
げ
で
示
し
た
定
家
注
は
、
鶯
で
は
な

い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
鶯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
い
切
れ

な
い
、
と
し
つ
つ
、
百
花
の
例
を
挙
げ
、
鶯
が
排
除
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
旨
を
述
べ
て
い
る
と
思
し
い
。
ま
た
『
僻
案
抄
』
で
も
、
百
千

鳥
は
鶯
と
す
る
説
を
挙
げ
た
上
で
、
し
か
し
多
く
の
鳥
を
百
千
鳥
と

い
う
説
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
配
列
上
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
百
千

鳥
と
鶯
と
を
完
全
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
ま
で
は
い
え
な
い
、

と
す
る
。
鶯
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
い
て
鶯

の
可
能
性
も
排
除
し
な
い
、
歯
切
れ
の
悪
い
言
説
で
あ
る）
19
（

。
何
故
定

家
は
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
言
い
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
定
家
自
身

の
百
千
鳥
詠
を
見
て
み
る
と

も
ゝ
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
は
る
の
か
ず
〳
〵
に
い
く
よ
の
花
の
見

て
ふ
り
ぬ
ら
む 

（
拾
遺
愚
草
・
院
百
首
・
一
三
一
四
）

も
ゝ
ち
ど
り
こ
ゑ
も
の
ど
か
に
か
す
む
日
に
は
な
と
は
し
る
し

よ
も
の
白
雲 

（
拾
遺
愚
草
・
老
若
五
十
首
・
一
七
八
四
）

も
ゝ
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
春
も
ふ
り
は
て
ゝ
我
や
ど
な
ら
ぬ
花
を

や
は
み
る 

（
拾
遺
愚
草
員
外
・
四
季
題
百
首
・
三
五
四
八
）

な
ど
、
桜
花
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
作
が
目
に
つ
く
。
鶯
は
「
春

告
げ
鳥
」
と
し
て
の
意
味
合
い
か
ら
、
梅
花
と
の
繋
が
り
の
方
が
強

く
、
桜
と
は
繋
が
り
に
く
い
。
現
に
定
家
の
詠
作
に
お
い
て
も
、
桜

と
合
わ
せ
る
鶯
詠
は
見
ら
れ
な
い
。
故
に
こ
こ
で
は
百
千
鳥
を
鶯
と
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し
て
は
捉
え
な
い
と
い
う
方
針
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
で
鶯
に
限
定
し
た
作
も
詠
ん
で
い
る
。

建
久
六
年
叙
位
に
、
と
も
に
か
ゝ
い
し
た
る
あ
し
た
に
、

左
衞
門
督
隆
房
卿

く
れ
竹
に
こ
づ
た
ふ
と
り
の
枝
う
つ
り
う
れ
し
き
ふ
し
も
と
も

に
こ
そ
し
れ

　
　

返
し

も
ゝ
ち
ど
り
こ
づ
た
ふ
竹
の
よ
の
ほ
ど
も
と
も
に
ふ
み
ゝ
し
ふ

し
ぞ
う
れ
し
き

（
拾
遺
愚
草
・
部
類
歌　

述
懐
・
二
七
二
七
・
二
七
二
八
）

こ
の
二
首
は

世
に
ふ
れ
ば
事
の
は
し
げ
き
く
れ
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
鶯
ぞ

な
く 

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
八
・
読
人
し
ら
ず
）

を
踏
ま
え
て
お
り
、
鶯
は
「
こ
づ
た
へ
ば
お
の
が
は
か
ぜ
に
ち
る
花

を
た
れ
に
お
ほ
せ
て
こ
ゝ
ら
な
く
ら
ん
」（『
古
今
集
』
春
下
・
一
〇
九

・
素
性
、
詞
書
「
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
を
、
よ
め
る
」）
の
よ
う
に
木
伝
う

と
詠
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
隆
房
の
「
く
れ
竹
に
こ
づ
た
ふ
と
り
」
は

鶯
で
あ
り
、
定
家
の
百
千
鳥
も
鶯
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
定
家
は
実
作
に
お
い
て
も
『
顕
注
密
勘
』『
僻

案
抄
』
で
の
言
説
と
同
じ
く
、
鶯
に
限
定
し
た
り
、
ま
た
鶯
か
ら
解

き
放
っ
た
り
と
、
柔
軟
な
態
度
で
百
千
鳥
を
詠
ん
で
い
る
。
も
し
百

千
鳥
を
鶯
に
限
定
し
て
解
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な

表
現
は
生
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
百
千
鳥
の
語
義
の
力
点
は

鶯
に
置
き
な
が
ら
も
、
様
々
な
対
象
と
も
結
び
つ
く
弾
力
性
を
残
す

た
め
に
、
あ
え
て
語
義
を
広
く
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）
20
（

。
そ

の
た
め
に
鶯
は
、
あ
く
ま
で
「
百
千
鳥
」
の
言
表
可
能
性
の
潜
在
相

に
と
ど
め
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
詩
文
に
つ
い
て
も
同
様

に
、
時
に
原
拠
に
忠
実
に
解
し
、
時
に
は
小
野
小
町
と
結
び
つ
け
た

り
と
い
っ
た
柔
軟
な
解
釈
を
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
表
現
を
模
索
し

て
い
た
の
だ
と
思
し
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
定
家
の
漢
詩
文
摂
取
の
方
法
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。

文
治
・
建
久
期
に
定
家
が
試
み
た
、
漢
詩
文
の
訓
読
語
に
依
拠
し
た

奇
抜
な
表
現
や
趣
向
全
体
を
捉
え
る
翻
案
的
表
現
は
、
歌
壇
に
新
風

を
吹
き
込
む
一
方
で
、
大
勢
の
理
解
を
獲
得
し
た
と
は
言
い
難
い
。

『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
た
定
家
詠
に
お
い
て
漢
詩
文
摂
取
歌
は
少

な
く
、
摂
取
歌
数
に
つ
い
て
も
、
文
治
・
建
久
期
に
比
し
て
正
治
期

以
後
は
漢
詩
文
摂
取
が
激
減
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
21
（

。
故
に

従
来
、
漢
詩
文
摂
取
歌
は
定
家
に
と
っ
て
実
験
的
試
み
で
あ
り
、
九

条
家
歌
壇
か
ら
後
鳥
羽
院
歌
壇
へ
、
実
験
的
な
試
み
の
場
か
ら
公
の

場
へ
と
活
躍
の
場
が
移
っ
た
こ
と
で
漢
詩
文
摂
取
に
消
極
的
に
な
り
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歌
数
が
減
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た）
22
（

。
し
か
し
、
建
仁
元
年

（
一
二
〇
一
）
に
詠
進
し
た
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
秋
歌
と
し
て
詠
ま

れ
た

ひ
と
り
ぬ
る
山
ど
り
の
お
の
し
だ
り
お
に
霜
を
き
ま
よ
ふ
床
の

月
か
げ 

（
拾
遺
愚
草
・
千
五
百
番
歌
合
・
一
〇
五
一
）

に
は
、
す
で
に

満
窓
明
月
満
簾
霜
、被
冷
灯
残
払
二
臥
床
一
。
燕
子
楼
中
霜
月
夜
、

秋
来
只
為
二
一
人
一
長
。

（
白
氏
文
集
・
巻
一
五
・
燕
子
楼
三
首
・
〇
八
六
〇
／
和
漢
朗
詠
集
・

秋
・
二
三
五
・
白
居
易
）

葦
引
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
を
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か

も
ね
む 

（
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
七
八
・
柿
本
人
麻
呂
）

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
当
該
歌
は
後
に
『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
、

定
家
自
身
も
『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
に
自
選
し
て
い
る
。
定
家
の

自
信
作
と
言
え
よ
う
。
正
治
期
以
後
も
、
文
治
・
建
久
期
か
ら
徐
々

に
見
え
始
め
る
こ
の
よ
う
な
漢
詩
文
摂
取
が
少
な
い
な
が
ら
に
続
け

ら
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
漢
詩
文
摂
取
を
単
な
る
実
験

的
試
み
と
し
て
捉
え
る
姿
勢
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ

定
家
が
文
治
・
建
久
期
か
ら
選
び
取
り
、
以
後
用
い
て
い
っ
た
方
法

に
こ
そ
着
目
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
漢
詩
文
を
摂
取
し
た
定

家
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
よ
う
。『
千
五
百
番
歌
合
』
で
詠
ま
れ
た

当
該
歌
は
「
燕
子
楼
」
の
「
秋
来
っ
て
た
だ
一
人
の
た
め
に
長
し
」

を
『
拾
遺
集
』
の
人
麻
呂
詠
に
よ
っ
て
大
胆
に
表
現
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
方
で
「
満
窓
の
明
月
満
簾
の
霜
、
被ふ
す
ま

冷
や
か
に
灯
を
残
し

て
臥
床
を
払
ふ
」
を
表
現
し
た
四
、
五
句
「
霜
を
き
ま
よ
ふ
床
の
月

か
げ
」
に
は
、
前
述
の
本
百
首
九
五
二
番
歌
に
お
け
る
発
想
を
踏
ま

え
て
い
る
。「
白
妙
の
衣
し
で
う
つ
ひ
ゞ
き
よ
り
を
き
ま
よ
ふ
し
も

の
色
に
出
ら
む
」
と
詠
ま
れ
、
白
妙
の
衣
で
あ
る
が
た
め
に
霜
が
お

き
ま
よ
う
と
さ
れ
た
発
想
を
踏
ま
え
て
、
霜
の
光
に
見
紛
う
よ
う
に

月
の
光
が
射
す
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
漢
詩
文
本
文
か
ら

は
外
れ
る
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
鳥
・
孤
閨
・
霜
・
月

影
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
様
が
見
て
取
れ
る
。

漢
詩
文
を
広
く
捉
え
、
あ
ら
ゆ
る
古
歌
や
物
語
と
繋
げ
て
い
く
。

本
稿
で
指
摘
し
た
定
家
の
漢
詩
文
摂
取
方
法
は
摂
取
に
対
し
て
消
極

的
に
な
っ
た
時
期
の
方
法
と
し
て
は
捉
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
弾
力

的
か
つ
斬
新
な
発
想
を
庶
幾
し
、
た
め
に
安
易
な
漢
詩
文
摂
取
は
行

わ
れ
ず
、結
果
と
し
て
摂
取
数
は
減
少
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

【
底
本
一
覧
】

『
拾
遺
愚
草
』：
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書『
拾
遺
愚
草
上 

中
』『
拾
遺
愚
草
下 

員
外
』

（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
・
一
九
九
五
）
／
『
壬
二
集
』：『
国
立
歴
史
民



－45－

俗
博
物
館
蔵　

貴
重
典
籍
叢
書　

文
学
篇
第
七
巻
』（
臨
川
書
店
、二
〇
〇
一
）

／
『
和
漢
朗
詠
集
』：『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
／
私
家
集
：『
私

家
集
大
成
』（
明
治
書
院
）
／
八
代
集
：『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波

書
店
）
／
『
白
氏
文
集
』：『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九

八
二
）
及
び
『
金
沢
文
庫
本　

白
氏
文
集
』（
大
東
急
記
念
文
庫
、一
九
八
三
）

※ 

上
記
以
外
の
和
歌
資
料
は
全
て
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
る
。

ま
た
、歌
番
号
・
詩
句
番
号
は
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』（
花
房
英
樹
、

朋
友
書
店
、
一
九
七
四
年
）
所
収
「
綜
合
作
品
表
」、『
新
編
私
家
集
大
成
』

番
号
、『
新
編
国
歌
大
観
』
番
号
に
拠
っ
た
。

【
注
】

（
1
）
佐
藤
恒
雄
『
藤
原
定
家
研
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
二
〇
五

頁
〜
二
八
八
頁
。

（
2
）赤
羽
淑「
十
題
百
首
」「
韻
歌
百
二
十
八
首
和
歌
」（『
藤
原
定
家
の
歌
風
』

桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
、
一
九
〇
頁
〜
二
二
五
頁
）。

（
3
）
長
谷
完
治
「
漢
詩
文
と
定
家
の
和
歌
」（『
語
文
』
二
六
輯
、
一
九
六

六
年
七
月
）。
以
下
、
長
谷
氏
の
指
摘
は
同
論
文
の
指
摘
に
拠
る
。

（
4
）
久
保
田
淳
『
訳
注　

藤
原
定
家
全
歌
集
』
上
（
河
出
書
房
新
社
、
一

九
八
五
年
）。
以
下
、
久
保
田
氏
の
指
摘
は
同
書
に
拠
る
。

（
5
）
前
掲
書
『
藤
原
定
家
研
究
』
四
三
八
頁
〜
四
五
五
頁
。

（
6
）
富
樫
よ
う
子
「
藤
原
定
家
に
お
け
る
漢
詩
文
の
摂
取
―
文
治
建
久
期

を
中
心
に
―
」(

『
国
文
目
白
』
二
二
号
、一
九
八
三
年
三
月)

。
ま
た
、

長
谷
完
治
『
和
漢
比
較
文
学
叢
書　

中
世
文
学
と
漢
文
学
』（
和
漢
比

較
文
学
会
編
、
一
九
八
七
年
、
汲
古
書
院
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
7
）
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
七
三
年
）

八
〇
一
頁
。

（
8
）
長
谷
前
掲
論
文
「
漢
詩
文
と
定
家
の
和
歌
」
に
指
摘
が
あ
る
。
同
様
に
、

九
一
九
番
歌
に
つ
い
て
の
白
居
易
詩
、
九
九
〇
番
歌
に
つ
い
て
の
白

氏
文
集
詩
句
も
同
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
橋
本
不
美
男
「
正
治
百
首
に
つ
い
て
の
定
家
・
俊
成
勘
返
状
」（『
和

歌
史
研
究
会
会
報
』
六
五
号
、
一
九
七
七
年
十
二
月
）
に
拠
る
。

（
10
）
加
藤
睦
「
藤
原
定
家
「
正
治
二
年
院
百
首
」
覚
書
―
本
歌
取
と
掛
詞

の
使
用
を
中
心
と
し
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
九
巻
五
号
、
一

九
九
二
年
五
月
）

（
11
）
定
家
は
古
今
集
二
八
番
歌
の
百
千
鳥
に
つ
い
て
、
鶯
の
可
能
性
を
排

除
せ
ず
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
『
僻
案
抄
』『
顕
注
密
勘
』
か
ら
知
ら

れ
る
。
本
稿
四
二
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）『
古
今
余
材
抄
』
は
『
古
今
集
』
二
八
番
歌
注
に
お
い
て
、『
顕
注
密
勘
』

の
説
に
つ
い
て
触
れ
「
春
は
よ
ろ
づ
の
鳥
の
さ
へ
づ
り
か
は
せ
ば
、

も
ゝ
ち
ど
り
さ
へ
づ
る
春
と
は
い
へ
る
歟
。
さ
れ
ど
も
昔
よ
り
鶯
を

も
ゝ
ち
ど
り
と
よ
め
り
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
あ
る
は
、（
中
略
）
宮
鶯
百

囀
と
も
作
り
た
れ
ば
し
き
り
に
文
集
を
翫
ぶ
比
に
て
、
も
と
よ
り
も
ゝ
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ち
ど
り
と
よ
め
る
事
の
あ
る
を
、
や
が
て
鶯
に
は
い
ひ
な
し
け
る
に

や
」（『
契
沖
全
集
』
八
巻
、岩
波
書
店
、一
九
七
三
年
）
と
指
摘
す
る
。

（
13
）
日
本
古
典
文
学
大
系
（
松
村
博
司
・
山
中
裕
校
注
、
岩
波
書
店
、
一

九
六
四
年
刊
）
に
拠
る
。

（
14
）
三
木
紀
人
氏
注
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
今
物
語
』（
講
談
社
、
一
九
九

八
年
刊
）
に
拠
る
。

（
15
）
当
該
箇
所
が
「
高
唐
賦
」
が
踏
ま
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
萩
谷
朴
『
松

浦
宮
全
注
釈
』（
若
草
書
房
、一
九
八
七
年
）、同
『
松
浦
宮
物
語
』（
角

川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
16
）
鎌
倉
時
代
物
語
集
成　

第
五
巻
『
松
浦
宮
物
語
』（
笠
間
書
院
、
二
〇

〇
〇
年
）
に
拠
る
。

（
17
）
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
二
二
『
顕
註
密
勘
』(
日
本
古
典
文
学
会
、

一
九
八
七
年)

に
拠
る
。

（
18
）
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
五
『
僻
案
抄
』(

風
間
書
房
、
一
九
八
一
年)

に

拠
る
。

（
19
）
柳
瀬
万
里
「
古
今
顕
昭
註
五
書
―
顕
昭
の
古
今
集
諸
註
釈
の
関
係
に

つ
い
て
Ⅰ
―
」（『
王
朝
』
七
冊
、一
九
七
四
年
九
月
）、片
桐
洋
一
『
古

今
和
歌
集
全
評
釈　

上
』（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）
四
二
六
〜
四
二

七
頁
、
趙
力
偉
「『
為
忠
家
初
度
百
首
』
の
俊
成
歌
に
つ
い
て
―
漢
詩

文
摂
取
を
中
心
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
二
巻
九
号
、
二
〇
〇

五
年
九
月
）
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
20
）
片
桐
洋
一
「
古
今
和
歌
集
と
藤
原
定
家
」（『
古
今
和
歌
集
の
研
究
』

明
治
書
院
、
一
九
九
一
年
）
に
は
、
定
家
の
『
古
今
集
』
注
釈
が
実

作
と
の
関
わ
り
を
重
ん
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
実

作
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
佐
藤
氏
は
定
家
の
詠
作
時
期
別
の
摂
取
数
を
文
治
・
建
久
期
は
一
三

一
首
、
正
治
・
建
仁
期
は
二
九
首
、
建
保
期
以
後
は
六
七
首
と
す
る
。

前
掲
書
『
藤
原
定
家
研
究
』
四
五
七
頁
参
照
の
こ
と
。

（
22
）
富
樫
よ
う
子
「
藤
原
定
家
に
お
け
る
漢
詩
文
の
摂
取
―
文
治
建
久
期

を
中
心
に
―
」(

『
国
文
目
白
』
二
二
号
、
一
九
八
三
年
三
月)

。


