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　菅
原
道
真
は
平
安
時
代
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
が
様
々
な
一
面
を
持
っ
て
い
る

人
物
だ
と
思
う
。
例
え
ば
学
者
と
し
て
の
一
面
や
詩
人
と
し
て
の
一
面
、
さ
ら
に
怨

霊
と
し
て
の
一
面
も
あ
る
。
そ
の
中
で
私
は
歌
人
と
し
て
の
道
真
に
注
目
し
て
卒
業

論
文
を
書
い
て
い
き
た
い
と
思
う
。
菅
原
道
真
の
家
系
は
漢
学
の
家
系
な
の
で
漢
詩

が
専
門
な
の
だ
が
和
歌
も
残
し
て
い
る
。
漢
詩
の
家
系
な
の
に
和
歌
も
詠
ん
で
い
る

点
に
興
味
を
持
っ
た
の
で
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
思
う
。

第
1
章

　
菅
原
道
真
の
和
歌
の
紹
介

　菅
原
道
真
は
生
涯
で
38
首
和
歌
を
詠
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
何
首

か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
道
真
が
ど
う
い
う
思
い
で
詠
ん
だ
、
ど
う
い
う
状
況
で
詠
ん

だ
な
ど
和
歌
の
紹
介
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
和
歌
を
紹
介
す
る
前
に
菅
原
道
真

の
紹
介
を
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
国
史
大
辞
典
か
ら
引
用
す
る
。
な
お
、

内
容
の
整
理
の
た
め
、
段
落
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

　平
安
時
代
前
期
の
学
者
、
政
治
家
。
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
生
ま
れ
る
。

父
は
菅
原
是
善
。
母
は
伴
氏
。
菅
原
氏
は
奈
良
時
代
の
古
人
以
来
代
々
の
学
者

の
家
で
あ
っ
た
。
道
真
の
祖
父
清
公
、
父
是
善
は
い
ず
れ
も
学
者
の
誇
り
と
す

る
文
章
博
士
・
式
部
大
輔
に
任
じ
、
公
卿
の
地
位
に
列
し
た
。
道
真
も
幼
少
よ

り
父
の
厳
格
な
教
育
を
う
け
、十
一
歳
で
詩
を
賦
し
た
。
貞
観
四
年
（
八
六
二
）

文
章
生
、
同
九
年
文
章
得
業
生
と
な
り
、
同
十
二
年
方
略
試
を
受
け
て
合
格
し

た
。
時
に
二
十
六
歳
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
順
調
に
官
途
を
進
み
、
少
内
記
か
ら

民
部
少
輔
を
経
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
式
部
少
輔
・
文
章
博
士
に
任
じ
た
。

学
界
は
こ
の
道
真
の
昇
進
を
快
し
と
せ
ず
、い
ろ
い
ろ
な
い
や
が
ら
せ
を
し
た
。

特
に
同
四
年
八
月
父
是
善
が
没
し
て
か
ら
、
道
真
は
い
よ
い
よ
学
者
の
非
難
の

矢
面
て
に
立
っ
た
。
か
れ
は
博
士
で
あ
る
一
方
、
父
祖
の
経
営
し
た
私
塾
で
あ

る
菅
家
廊
下
を
背
負
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
廊
下
か
ら
出
た
秀
才
・
進
士
は

百
人
に
近
く
、
隠
然
た
る
学
界
の
一
勢
力
で
あ
っ
た
。
同
七
年
渤
海
客
使
裴
頲

ら
が
加
賀
国
に
到
着
し
た
の
を
迎
え
る
た
め
に
加
賀
権
守
を
兼
ね
、
か
り
に
治

部
大
輔
の
事
を
行
え
と
い
う
命
を
こ
う
む
り
、
裴
頲
と
詩
を
唱
和
し
、
接
伴
員

と
し
て
の
任
を
果
た
し
た
。仁
和
二
年（
八
八
六
）道
真
は
讃
岐
守
に
任
ぜ
ら
れ
、

文
章
博
士
・
式
部
少
輔
の
任
を
は
な
れ
た
。
こ
れ
は
菅
家
門
下
の
勢
い
が
隆
盛

を
き
わ
め
る
の
を
恐
れ
た
学
者
た
ち
が
、
一
時
道
真
を
地
方
に
転
出
さ
せ
一
派

の
勢
い
を
抑
え
よ
う
と
し
た
運
動
が
効
を
奏
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
讃
岐
在
任

の
四
年
間
は
か
れ
に
と
っ
て
は
無
聊
に
苦
し
ん
だ
毎
日
で
あ
っ
た
。
し
か
し
か

れ
は
熱
心
に
国
務
に
あ
た
り
、
地
方
人
民
の
生
活
を
直
接
に
知
り
、
他
日
国
政
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の
衝
に
あ
た
る
素
地
を
培
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
こ
の
間
に
阿あ

衡こ
う

問
題
（
阿
衡

の
紛
議
）
が
起
っ
た
が
、
道
真
は
藤
原
基
経
に
意
見
書
を
呈
出
し
、
こ
の
問
題

が
学
者
の
将
来
を
萎
縮
さ
せ
文
章
を
廃
滅
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
憂
え
、
基

経
自
身
の
た
め
に
も
何
ら
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
を
諄
々
と
説
き
、
阿
衡
の

詔
書
の
作
者
橘
広
相
の
た
め
に
適
切
な
弁
護
を
試
み
た
。

　寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
国
司
の
任
期
を
終
え
、
帰
京
し
て
か
ら
の
出
世
は
め

ざ
ま
し
い
。
同
三
年
蔵
人
頭
・
式
部
少
輔
・
左
中
弁
に
任
じ
た
。
宇
多
天
皇
の

信
任
を
得
て
、
一
躍
政
治
の
中
枢
部
に
関
与
し
た
と
い
え
る
。
同
六
年
に
は
遣

唐
大
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
派
遣
の
事
は
実
現
さ
れ
ず
に
終
っ
た
。
こ
の
理
由

に
つ
い
て
は
古
来
い
ろ
い
ろ
の
議
論
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
遣
唐
使
が
奈
良
時

代
の
昔
の
よ
う
な
意
義
を
失
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
珍
奇
な
唐
物
の

輸
入
は
毎
年
来
航
す
る
商
船
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
し
、
巨
大
な
組
織

と
な
っ
た
使
節
の
派
遣
に
要
す
る
費
用
も
財
政
上
の
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
当
時
唐
は
凋
弊
し
、
使
節
が
安
全
に
唐
の
都
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
も
不
安
の
材
料
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
こ
と
は
十
分
に
知
ら

れ
た
上
で
、
な
お
遣
唐
大
使
を
任
命
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
行
を
中
止
し
た

理
由
は
別
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
直
接
の
動
機
は
、
六
年
九
月
十
四
日

付
で
提
出
し
た
道
真
の
、
諸
公
卿
に
遣
唐
使
の
進
止
を
議
定
す
る
こ
と
を
請
う

た
奏
状
に
も
と
づ
き
、
停
止
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
任
命
は
そ
の
一
月
前

の
八
月
二
十
一
日
な
の
で
あ
る
。
任
命
後
一
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
実
行
を
や

め
る
の
は
、
初
め
か
ら
実
行
の
意
志
の
な
い
形
式
だ
け
の
任
命
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
大
使
の
道
真
、
副
使
の
紀
長
谷
雄
は
、
停
止
決
定
後
も
な
お
そ
の

官
銜
に
は
大
使
・
副
使
の
職
を
称
す
る
こ
と
数
年
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
間
か

れ
の
官
位
の
昇
進
は
急
で
あ
る
。

　七
年
十
月
中
納
言
に
任
じ
従
三
位
に
叙
し
た
。
父
祖
は
三
位
に
ま
で
進
ん
だ

が
、
中
納
言
に
任
じ
た
者
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
五
十
一
歳
の
若
さ
で
父
祖
を

超
え
た
官
職
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
春
宮
権
大
夫
を
兼
ね
た
が
、
こ
れ

は
天
皇
が
東
宮
の
輔
導
に
道
真
の
力
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
。
九
年
権
大
納

言
に
任
じ
右
大
将
を
兼
ね
た
。
同
日
藤
原
氏
の
家
督
時
平
も
大
納
言
に
任
じ
左

大
将
を
兼
ね
た
。
良
房
・
基
経
と
代
々
群
臣
の
上
首
を
占
め
た
藤
原
氏
に
と
っ

て
、
ま
さ
に
そ
れ
に
雁
行
し
よ
う
と
す
る
道
真
の
官
位
昇
進
は
基
経
の
嫡
子
時

平
に
と
っ
て
は
目
の
上
の
瘤
で
あ
る
。

　こ
の
年
宇
多
天
皇
は
譲
位
し
醍
醐
天
皇
の
時
代
と
な
る
。
昌
泰
二
年
（
八
九

九
）
時
平
は
左
大
臣
・
左
大
将
に
、
道
真
は
右
大
臣
・
右
大
将
に
任
じ
、
両
者

の
地
位
の
拮
抗
に
ゆ
る
ぎ
は
な
い
。
そ
こ
で
時
平
お
よ
び
そ
の
一
味
は
、
道
真

の
女
が
天
皇
の
弟
斉
世
親
王
の
室
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ひ
そ
か
に
廃
立
を
企

て
て
い
る
と
讒
言
し
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
突
如
と
し
て
、
道
真
は
大
宰
権

帥
に
左
遷
さ
れ
た
。
官
途
に
あ
っ
た
四
人
の
男
子
も
諸
国
に
左
遷
せ
ら
れ
、
顕

栄
の
座
を
き
わ
め
た
道
真
に
思
い
が
け
ぬ
悲
運
が
お
と
ず
れ
た
。
大
宰
府
で
の

生
活
は
窮
迫
を
き
わ
め
、
病
魔
に
も
犯
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
三
年
二
月
二
十
五

日
大
宰
府
で
没
し
た
。
五
十
九
歳
で
あ
る
。
遺
言
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
葬
る
。

そ
こ
が
安
楽
寺
で
あ
る
と
い
う
。

　道
真
は
文
人
学
者
と
し
て
古
今
に
た
ぐ
い
稀
な
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
詩
文
は

『
菅
家
文
草
』『
菅
家
後
集
』
と
し
て
伝
わ
る
が
、
唐
の
詩
文
の
形
を
自
家
薬
籠

中
の
も
の
と
し
、
日
本
的
な
情
緒
を
表
わ
し
た
作
品
は
絶
妙
を
き
わ
め
る
。
歴

史
家
と
し
て
『
三
代
実
録
』
の
撰
修
に
与
り
、『
類
聚
国
史
』
も
編
修
し
た
。

後
世
か
れ
の
冤
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
朝
廷
や
藤
原
氏
に
不
幸
も
続
い
た
の
で
、

そ
の
霊
魂
を
慰
め
る
た
め
に
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
正
一
位
・
太
政
大
臣
を
贈

ら
れ
た
。
ま
た
天
満
天
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
京
都
の
北
野
に
祭
ら
れ
た
北
野

神
社
は
二
十
二
社
の
中
に
も
加
え
ら
れ
た
。

（『
国
史
大
辞
典
』「
菅
原
道
真
」
坂
本
太
郎
）

　こ
れ
を
見
て
み
る
と
、
道
真
は
本
当
に
優
秀
な
人
に
思
え
る
。
道
真
は
若
い
頃
か

ら
少
内
記
や
民
部
少
輔
や
式
部
大
輔
、
文
章
博
士
を
歴
任
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
式

部
大
輔
は
式
部
省
の
次
官
2
人
の
内
の
上
位
の
者
で
あ
り
、
儒
家
で
天
皇
の
そ
ば
に

仕
え
学
問
を
教
授
す
る
学
者
で
な
い
と
な
れ
な
い
職
で
あ
り
、
ま
た
文
章
博
士
は
、

平
安
時
代
の
大
学
寮
紀
伝
道
の
教
官
で
教
官
の
中
で
最
高
位
の
位
の
職
で
あ
る
。
昇

進
は
異
例
で
あ
る
が
道
真
が
い
か
に
優
秀
か
が
わ
か
る
。
そ
の
反
面
、
ほ
か
の
学
者

か
ら
嫌
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　さ
て
こ
こ
か
ら
本
題
の
菅
原
道
真
の
和
歌
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
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菅
原
道
真
の
和
歌
一
覧

番
号

掲
載
作
品

和   

　

 

歌

そ
の
他
の

掲
載
作
品

1

拾
遺
和
歌
集

1
0
0
6

巻
第
十
六

雑
春

東
風
吹
か
ば  

匂
ひ
を
こ
せ
よ  

梅
の

花  

あ
る
じ
な
し
と
て  

春
を
忘
る
な

大
鏡
・
時
平
伝

十
訓
抄

宝
物
集

2

同
1
2
1
6

巻
第
十
九

雑
恋

あ
め
の
下  

の
が
る
る
人
の  

な
け
れ

ば
や  
着
て
し
濡
れ
衣  

干
る
よ
し
も

な
き

大
鏡
・
時
平
伝

3

同
4
7
9

巻
第
八

雑
上

天
つ
星  
道
も
宿
り
も  

有
り
な
が
ら  

空
に
浮
き
て
も  
お
も
ほ
ゆ
る
哉

4

同
4
8
0

巻
第
八

雑
上

流
れ
木
も  

三
と
せ
有
り
て
は  

あ
ひ

見
て
ん  

世
の
う
き
事
ぞ  
か
へ
ら
ざ

り
け
る

5

新
古
今
和
歌
集

1
6
9
0

巻
第
十
八

雑
歌
下

あ
し
び
き
の  

こ
な
た
か
な
た
に  
道

は
あ
れ
ど  

宮
こ
へ
い
ざ
と  

い
ふ
人

ぞ
な
き

6

同
1
6
9
1

巻
第
十
八

雑
歌
下

天
の
原  

茜
さ
し
出
づ
る  

光
に
は  

い
づ
れ
の
沼
か  

冴
え
残
る
べ
き

7

同
1
6
9
2

巻
第
十
八

雑
歌
下

月
ご
と
に  

流
る
と
思
ひ
し  

ま
す
鏡  

西
の
浦
に
も  

止
ま
ら
ざ
り
け
り

8

同
1
6
9
3

巻
第
十
八

雑
歌
下

山
わ
か
れ  

飛
び
ゆ
く
雲
の  

帰
り
く

る  

か
げ
見
る
時
は  

猶
た
の
ま
れ
ぬ

大
鏡
・
時
平
伝

番
号

掲
載
作
品

和   

　

 

歌

そ
の
他
の

掲
載
作
品

9

同
1
6
9
4

巻
第
十
八

雑
歌
下

霧
た
ち
て  

照
る
日
の
本
は  

見
え
ず

と
も  

身
は
感
は
れ
じ  

よ
る
べ
あ
り

や
と

10

同
1
6
9
5

巻
第
十
八

雑
歌
下

花
と
散
り  

玉
と
見
え
つ
つ  

あ
ざ
む
け

ば  

雪
降
る
さ
と
ぞ  

夢
に
見
え
け
る

11

同
1
6
9
6

巻
第
十
八

雑
歌
下

老
い
ぬ
と
て  

松
は
み
ど
り
ぞ  

ま
さ
り

け
る  

わ
が
黒
髪
は  

雪
の
さ
む
さ
に

12

同
1
6
9
7

巻
第
十
八

雑
歌
下

筑
紫
に
も  

紫
お
ふ
る  

野
辺
は
あ
れ

ど  

な
き
名
悲
し
ぶ  

人
ぞ
聞
こ
え
ぬ

13

同
1
6
9
8

巻
第
十
八

雑
歌
下

刈
萱
の  

関
守
に
の
み  

見
え
つ
る
は  

人
も
ゆ
る
さ
ぬ  

道
べ
な
り
け
り

14

同
1
6
9
9

巻
第
十
八

雑
歌
下

海
な
ら
ず  

湛
へ
る
水
の  

底
ま
で
に  

清
き
心
は  

月
ぞ
照
ら
さ
ん

大
鏡
・
時
平
伝

15

同
1
7
0
0

巻
第
十
八

雑
歌
下

彦
星
の  

ゆ
き
逢
ひ
を
待
つ  

鵲
の  

門
渡
る
橋
を  

わ
れ
に
貸
さ
な
ん

16

同
1
7
0
1

巻
第
十
八

雑
歌
下

流
れ
木
と  

立
つ
白
波
と  

焼
く
塩
と  

い
づ
れ
か
辛
き  

わ
た
つ
み
の
底

17

同
1
4
4
1

巻
第
十
六

雑
歌
上

谷
深
み  

春
の
光
の  

を
そ
け
れ
ば  

雪
に
つ
つ
め
る  

鶯
の
声

185
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4

番
号

掲
載
作
品

和   

　

 

歌

そ
の
他
の

掲
載
作
品

18

同
1
4
4
2

巻
第
十
六

雑
歌
上

降
る
雪
に  

色
ま
ど
は
せ
る  

梅
の
花  

鶯
の
み
や  

わ
き
て
し
の
ば
ん

19

同
1
4
4
9

巻
第
十
六

雑
歌
上

道
の
べ
の  

朽
ち
木
の
柳  

春
く
れ
ば  

あ
は
れ
昔
と  

し
の
ば
れ
ぞ
す
る

20

万
代
和
歌
集

3
0
5
4

巻
第
十
五

雑
歌
二

夕
さ
れ
ば  

野
に
も
山
に
も  

立
つ
煙  

な
げ
き
よ
り
こ
そ  

燃
え
ま
さ
り
け
れ

大
鏡
・
時
平
伝

21

同
3
0
6
1

巻
第
十
五

雑
歌
二

忘
れ
草  

名
の
み
な
り
け
り  

見
る
か

ら
に  

言
の
葉
し
げ
く  
な
り
ま
さ
り

つ
つ

22

続
後
撰
和
歌
集

1
0
8
8

巻
第
十
六

雑
歌
上

ま
と
ろ
ま
ず  

ね
を
の
み
ぞ
鳴
く  
萩

の
花  

色
め
く
秋
は  

過
に
し
物
を

23

万
代
和
歌
集

4
5
2

巻
第
二

春
歌
下

紫
の  

糸
縒
り
か
け
て  

咲
く
藤
の  

匂
ひ
に
人
や  

立
ち
と
ま
る
ら
ん

24

後
撰
和
歌
集

57巻
第
二

春
中

さ
く
ら
花  

主
を
わ
す
れ
ぬ  

物
な
ら

ば  

吹
き
来
む
風
に  

事
づ
て
は
せ
よ

番
号

掲
載
作
品

和   

　

 

歌

そ
の
他
の

掲
載
作
品

25

続
後
撰
和
歌
集

88巻
第
二

春
歌
中

け
さ
桜  

こ
と
に
み
え
つ
る  

一
枝
は  

い
ほ
の
垣
根
の  

花
に
ぞ
有
け
る

万
代
和
歌
集

26

同
57

巻
第
二

春
歌
中

雁
が
ね
の  

秋
な
く
こ
と
は  

こ
と
わ

り
ぞ  

か
へ
る
春
さ
へ  

何
か
悲
し
き

27

古
今
和
歌
集

2
7
2

巻
第
五

秋
歌
下

秋
風
の  

ふ
き
あ
げ
に
立
て
る  

し
ら

ぎ
く
は  

花
か
あ
ら
ぬ
か  

浪
の
よ
す

る
か

28

新
古
今
和
歌
集

4
6
1

巻
第
五

秋
歌
下

草
葉
に
は  

た
ま
と
み
え
つ
つ  

わ
び

人
の  

袖
の
涙
の  

秋
の
し
ら
露

29

拾
遺
和
歌
集

3
5
1

巻
第
六

別

君
が
住
む  

宿
の
こ
ず
ゑ
の  

ゆ
く
ゆ

く
と  

隠
る
る
ま
で
に  

か
へ
り
み
し

は
や

大
鏡
・
時
平
伝

拾
遺
抄

30

古
今
和
歌
集

4
2
0

巻
第
九

羈
旅
歌

こ
の
た
び
は  

幣
も
と
り
あ
へ
ず  

手

向
山  

紅
葉
の
錦  

神
の
ま
に
ま
に

31

後
撰
和
歌
集

1
3
5
6

巻
第
十
九

離
別
・
羈
旅

水
ひ
き
の  

白
糸
延
へ
て  

織
る
機
は  

旅
の
衣
に  

裁
ち
や
重
ね
ん

184
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5

菅原道真の和歌

（
本
文
の
出
典
）

拾
遺
和
歌
集
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　
　
　
　万

代
和
歌
集
（
国
歌
大
観
）

後
撰
和
歌
集
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　
　
　
　続

後
撰
和
歌
集

　（
同
右
）

新
古
今
和
歌
集
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　
　
　続

古
今
和
歌
集

　（
同
右
）

　
　
　
　
　
　（

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

　
　玉

葉
集

　
　
　
　（

同
右
）

古
今
和
歌
集
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

　
　
　新

拾
遺
和
歌
集

　（
同
右
）

　
　
　
　
　（

新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

新
続
古
今
和
歌
集
（
和
歌
文
学
大
系
）

万
代
和
歌
集
（
和
歌
文
学
大
系
）

　こ
れ
ら
が
菅
原
道
真
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
和
歌
で
あ
る
。
見
て
い
く
と
意
外
と
和

歌
を
残
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
道
真
の
家
系
は
漢
学
な
の
で
漢
詩
も
多
く
詠
ん
で

い
る
が
、
和
歌
も
残
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

　さ
て
和
歌
を
こ
の
順
番
に
し
た
経
緯
だ
が
、
こ
れ
は
和
歌
の
部
立
ご
と
に
分
け
た
。

1
～
22
が
雑
歌
、
23
～
26
が
春
歌
、
27
・
28
は
秋
歌
、
29
は
別
、
30
～
32
は
羈
旅
・
離

別
の
歌
、
33
～
38
は
神
祇
歌
と
な
っ
て
い
る
。
雑
歌
は
和
歌
の
分
類
で
歌
集
の
部
立
の

一
つ
で
、
四
季
・
恋
・
賀
・
哀
傷
・
旅
・
別
な
ど
以
外
の
歌
で
歌
材
や
歌
の
内
容
に

お
い
て
明
確
に
分
類
で
き
な
い
雑
多
の
物
を
言
う
。
例
え
ば
風
や
月
の
よ
う
に
季
節

感
の
な
い
も
の
を
詠
ん
だ
歌
、
不
遇
や
老
い
な
ど
を
嘆
く
述
懐
の
歌
の
こ
と
を
言
う
。

羈
旅
は
旅
に
関
す
る
感
懐
を
詠
ん
だ
和
歌
で
、
離
別
は
旅
立
ち
の
別
れ
の
情
を
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
が
こ
の
二
つ
は
密
接
な
関
係
で
あ
り
、『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
離
別
部
に
羈

旅
歌
を
含
ん
で
い
た
り
、『
新
古
今
和
歌
集
』
以
降
で
は
羈
旅
部
に
離
別
歌
が
含
ま
れ

て
い
た
り
す
る
。
神
祇
歌
は
神
祇
信
仰
の
和
歌
で
あ
り
、
神
社
の
縁
起
を
詠
ん
だ
歌
や

祭
礼
の
歌
や
神
詠
の
歌
の
総
称
の
こ
と
で
あ
る
。
神
祇
歌
の
確
立
は
1
0
8
6
年
に

完
成
し
た
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
和

歌
集
に
載
っ
て
い
る
道
真
の
和
歌
は
神
祇
歌
の
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
で
も
そ
の
中
で

神
祇
歌
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
歌
も
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
章
で
説
明
し
た
い
と
思
う
。

　こ
こ
で
道
真
の
和
歌
の
特
徴
と
し
て
、
雑
歌
が
多
い
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
妹

尾
好
信
氏
の
「『
菅
原
贈
太
政
大
臣
集
』（
文
化
十
二
年
刊
・
鱸
貞
治
編
）
―
翻
刻
と

解
題
―

1
」
に
よ
る
と
、
都
を
離
れ
る
際
の
心
境
を
詠
ん
だ
歌
や
太
宰
府
へ
の
旅
の

道
中
歌
、配
流
の
地
の
太
宰
府
で
詠
ん
だ
歌
が
雑
歌
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。し
た
が
っ

番
号

掲
載
作
品

和   

　

 

歌

そ
の
他
の

掲
載
作
品

32

後
撰
和
歌
集

1
3
5
7

巻
第
十
九

離
別
・
羈
旅

ひ
ぐ
ら
し
の  

山
路
を
暗
み  

小
夜
ふ
け

て  

木
の
末
ご
と
に  

紅
葉
照
ら
せ
る

33

新
拾
遺
和
歌
集

1
3
8
5

巻
第
十
六

神
祇
歌

紅
に  

ぬ
れ
つ
つ
け
ふ
や  

匂
ふ
ら
ん  

木
の
葉
う
つ
り
て  

落
る
し
ぐ
れ
は

34

新
続
古
今
和
歌
集

2
0
7
9

巻
第
二
十

神
祇
歌

花
も
さ
き  
紅
葉
も
ち
ら
す  

一
枝
は  

吹
き
な
す
風
を  
い
か
が
う
ら
み
ん

35

玉
葉
集

2
7
4
4

巻
第
二
十

神
祇
歌

風
は
や
み  

波
の
さ
わ
ぐ
に  
ま
が
ひ

つ
る  

鵆
の
声
は  

た
え
や
し
ぬ
ら
ん

36

続
古
今
和
歌
集

6
8
8

巻
第
七

神
祇
歌

撫
子
の  

う
す
く
も
こ
く
も  

日
く
る

れ
ば  

み
む
人
分
て  

思
ひ
さ
だ
め
よ

雲
葉
和
歌
集

37

同
6
8
9

巻
第
七

神
祇
歌

竹
の
よ
も  

我
が
世
も
と
も
に  

老
に
し

を  

く
ち
葉
さ
や
に
も  

お
け
る
霜
哉

新
撰
朗
詠
集

38

同
6
9
0

巻
第
七

神
祇
歌

松
の
色
は  

西
ふ
く
風
や  

そ
め
つ
ら

ん  

う
み
の
緑
を  

は
つ
し
ほ
に
し
て

183
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6

て
配
流
地
に
向
か
っ
て
い
る
心
情
を
詠
ん
だ
和
歌
や
配
流
地
に
い
る
時
の
気
持
ち
を

読
ん
だ
和
歌
な
ど
の
和
歌
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　こ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
訳
や
説
明
、
こ
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
き
の
時
代
背

景
や
心
情
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　最
初
に
紹
介
す
る
和
歌
は
1｢

東
風
吹
か
ば

　匂
ひ
を
こ
せ
よ

　梅
の
花

　あ

る
じ
な
し
と
て

　春
を
忘
る
な｣

と
い
う
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
菅
原
道
真
の

こ
と
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
人
で
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私

が
知
る
道
真
の
中
で
一
番
有
名
な
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
拾
遺
和
歌
集
や
宝
物

集
、
十
訓
抄
、
大
鏡
時
平
伝
な
ど
多
く
の
和
歌
集
に
載
っ
て
い
た
り
、
説
話
集
に
伝

承
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

詞
書
：
流
さ
れ
侍
け
る
時
、
家
の
梅
の
花
を
見
侍
て

1

　東
風
吹
か
ば  

匂
ひ
を
こ
せ
よ  
梅
の
花  

あ
る
じ
な
し
と
て  

春
を
忘
る
な

訳
（
も
し
東
風
が
吹
い
た
な
ら
ば
、
配
所
の
筑
紫
に
い
る
私
に
、
風
を
託
し
て

匂
い
を
送
っ
て
寄
越
し
て
く
れ
よ
梅
の
花
よ
、
た
と
え
家
の
主
人
が
い
な

く
な
っ
た
と
し
て
も
、
花
の
咲
く
春
を
忘
れ
る
な
）

…
（『
拾
遺
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
八
八
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
は
詞
書
に
も｢

流
さ
れ
侍
け
る
時
、
家
の
梅
を
見
侍
て｣
と
あ
る
よ
う

に
菅
原
道
真
が
筑
紫
に
配
流
さ
れ
る
時
に
邸
宅
に
咲
く
梅
の
花
に
別
れ
を
惜
し
ん
で

歌
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
背
景
は
昌
泰

4
年
（
9
0
1
）
正
月
25
日
に
無
実
の

罪
を
着
せ
ら
れ
た
道
真
が
太
宰
府
へ
流

さ
れ
る
前
に
愛
着
が
あ
っ
た
邸
宅
の
梅

の
花
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ

る
。
私
は
こ
の
和
歌
を
読
ん
で
、
自
分

の
大
切
に
し
て
い
た
梅
と
別
れ
る
の
は

寂
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る

と
思
う
。
さ
ら
に
本
当
に
梅
が
好
き
な

の
だ
と
わ
か
る
和
歌
と
な
っ
て
い
る
と

思
う
。
道
真
は
梅
を
愛
好
し
て
い
て
そ

の
邸
宅
は
紅
梅
殿
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
上
の
写
真
は
紅
梅
殿
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
道
真
が
詠
ん
だ
梅
は
飛
梅
伝
説
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
伝
説
は
道
真

の
邸
宅
に
あ
っ
た
梅
の
木
が
太
宰
府
の
方
ま
で
飛
ん
だ
と
い
う
伝
説
で
、
そ
の
他
に

も
桜
の
木
と
松
の
木
が
あ
り
、
桜
の
木
は
道
真
が
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
悲
し
み
で
葉
が
落
ち
て
枯
れ
た
と
さ
れ
て
い
て
、
松
の
木
は
梅
の
木
と
一
緒
に
飛

ん
だ
が
松
の
木
は
力
尽
き
て
摂
津
国
八
部
郡
今
の
兵
庫
県
神
戸
市
辺
り
に
落
ち
た
と

さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
飛
松
伝
説
と
さ
れ
て
い
る
。

　ま
た
、
道
真
は
梅
の
木
だ
け
で
な
く
、
桜
の
花
の
和
歌
を
残
し
て
い
る
。

詞
書
：
家
よ
り
遠
き
所
に
ま
か
る
時
前
栽
の
桜
の
花
に
ゆ
ひ
つ
け
侍

け
る

24

　さ
く
ら
花  

主
を
わ
す
れ
ぬ  

物
な
ら
ば  

吹
き
来
む
風
に  

事
づ
て
は
せ
よ

訳
（
桜
花
よ
、
お
ま
え
が
こ
こ
の
家
主
を
忘
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の

方
に
吹
い
て
来
る
風
に
伝
言
し
て
く
れ
よ
）

…
（『
後
撰
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
一
ペ
ー
ジ
）

　こ
れ
を
見
て
み
る
と
、｢

東
風
吹
か
ば｣

の
和
歌
と
ほ
ぼ
一
緒
の
よ
う
に
感
じ
、

訳
も
ほ
ぼ
一
緒
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
和
歌
な
の
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
和
歌
集
も
違
う
し
、
和
歌
の
部
立
が
違
う
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
後
撰
和
歌
集
を

編
纂
し
た
人
の
考
え
が
あ
る
の
か
と
思
う
し
、
後
撰
和
歌
集
が
成
立
し
た
の
が
天
暦

七
年
（
9
5
3
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
時
代
に
よ
っ
て
ど
こ
に
部
立
に
入
る
か
違
っ

た
の
か
と
私
は
思
う
。
梅
と
桜
の
違
い
も
あ
る
し
。
梅
と
桜
は
時
期
が
違
う
の
で
、

そ
の
た
め
に
違
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　こ
こ
か
ら
和
歌
の
意
味
の
説
明
を
し
た
い
と
思
う
。｢

東
風
吹
か
ば｣

の
東
風
は
春
に

東
方
か
ら
来
る
風
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
な
ぜ
春
風
の
こ
と
を
東
風
と
い
う
風
に
表
現
す

る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
中
国
の
自
然
哲
学
が
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
五
行
説
と
い
う

考
え
で
、
こ
の
思
想
は
万
物
は｢

木
・
火
・
土
・
金
・
水｣

の
5
種
類
の
元
素
に
分
類

さ
れ
て
方
角
や
季
節
な
ど
す
べ
て
の
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
の｢

木｣

の
分
類
は
東
と
春
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に｢

木｣
は
木
の
花
や
葉
が
幹
の
上
を
覆
っ
て
い
る
立
木
が
元
に
な
っ
て
い

て
、
樹
木
の
成
長
や
発
育
す
る
様
子
を
表
し
て
い
て
春
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

紅梅殿（撮影 筆者）
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た
め
春
風
の
こ
と
を
東
風
と
表
現
し
て
い
る
。
道
真
の
家

系
は
漢
学
の
家
系
で
道
真
自
身
も
漢
詩
が
専
門
だ
っ
た
の

で
そ
の
事
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

　次
に
こ
の
和
歌
の
末
尾
句
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て

い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
和
歌
は
出
典
に
よ
っ
て
違
う

も
の
に
な
っ
て
い
る
。｢

春
を
忘
る
な｣

と｢

春
な
忘
れ

そ｣

で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
私
の
考

え
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
和
歌
が

最
初
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
1
0
0
6
年
に
編
纂
さ
れ

た
『
拾
遺
和
歌
集
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は｢

春
を
忘
る

な｣

と
な
っ
て
い
る
。｢

春
な
忘
れ
そ｣

の
初
出
は
そ
の

1
8
0
年
後
の
『
宝
物
集
』
で
初
め
て
そ
の
よ
う
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
宝
物
集
を
編
纂
し
た
平
康
頼
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
変
更
が
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
そ
の
真
意
は
わ
か
ら
な
い
。『
宝
物

集
』
の
こ
と
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
世
の
中
の
真
の
宝
は
何
か
に
つ
い
て
書
か
れ

た
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
和
歌
集
や
説
話
集
で
も
表
記
が
別
れ
て
い
る
。

単
純
に
考
え
れ
ば
先
に
掲
載
さ
れ
た
方
が
道
真
が
詠
ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
考
え

に
行
き
着
く
と
思
う
の
で｢

春
を
忘
る
な｣

が
正
し
い
の
か
と
思
う
。
先
行
研
究
で

調
べ
て
い
く
と｢

春
を
忘
る
な｣

の
方
が
道
真
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
実
際
の
所
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
の
推
測

で
論
じ
て
い
く
が
、『
拾
遺
和
歌
集
』
は
天
皇
や
上
皇
の
命
令
に
よ
り
編
纂
し
た
勅
撰

和
歌
集
で
、『
宝
物
集
』
は
平
康
頼
が
個
人
的
に
編
纂
し
た
説
話
集
な
の
で
、
信
頼
度

で
言
う
と
『
拾
遺
和
歌
集
』
が
上
だ
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
私
は｢

春
を
忘
る
な｣

が
道
真
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
か
と
考
え
る
。

　次
に
紹
介
す
る
和
歌
は
、
30

｢

こ
の
た
び
は

　幣
も
と
り
あ
へ
ず

　手
向
山

　

紅
葉
の
錦

　神
の
ま
に
ま
に｣

で
あ
る
。こ
の
和
歌
は
最
初
に
紹
介
し
た
和
歌
と
違
っ

て
道
真
が
筑
紫
に
は
配
流
さ
れ
る
前
に
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。

詞
書
：
朱
雀
院
の
、
奈
良
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
時
に
、
手
向
山

に
て
、
よ
み
け
る

30

　こ
の
た
び
は  

幣
も
と
り
あ
へ
ず  

手
向
山  

紅
葉
の
錦  

神
の
ま
に
ま
に

訳
（
こ
の
度
の
旅
行
は
幣
も
用
意
せ
ぬ
ま
ま
参
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
手
向
け
の

場
所
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
幣
の
代
わ
り
と
し
て
風
の
散
る
美
し
い
紅
葉
を

神
様
に
は
お
気
持
ち
の
ま
ま
に
ご
受
納
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。）

…
（『
古
今
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
三
九
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
の
詞
書
に
は｢

朱
雀
院
の
、
奈
良
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
時
に
、
手

向
山
に
て
、
よ
み
け
る｣

と
あ
る
。
訳
す
と
「
宇
多
上
皇
が
奈
良
に
ご
旅
行
な
さ
っ

た
時
に
、
手
向
山
で
詠
ん
だ
歌
」
と
な
る
。
朱
雀
院
は
こ
こ
で
は
宇
多
上
皇
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
こ
の
朱
雀
院
と
は
三
条
と
四
条
の
朱
雀
大
路
に
面
し
た
邸
宅
で
、
宇

多
天
皇
以
降
に
天
皇
の
邸
宅
に
な
っ
た
の
で
、
宇
多
上
皇
が
朱
雀
院
と
呼
ば
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
は
、
定
か
で
は
な
い
が
一
説
に
よ
る
と
、

昌
泰
元
年
（
8
9
8
）
十
月
の
宇
多
上
皇
の
吉
野
宮
滝
へ
の
行
幸
の
時
の
歌
と
い
わ

れ
て
い
る
。
行
幸
と
は
天
皇
が
皇
居
を
出
て
、
よ
そ
へ
行
く
と
い
う
意
味
。
こ
の
行

幸
は
盛
大
で
歌
人
も
多
数
御
供
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
扶
桑
略
記
』
に
よ
れ
ば
、

大
納
言
右
大
将
の
菅
原
道
真
が
筆
頭
で
供
奉
の
責
任
者
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　こ
こ
か
ら
和
歌
の
意
味
を
説
明
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず｢

こ
の
た
び｣

と
い
う
部

分
は｢

こ
の
度｣

と｢

こ
の
旅｣

を
掛
け
て
い
る
。
幣
は
神
へ
の
供
え
物
で
細
か
く

切
っ
た
五
色
の
絹
で
、「
と
り
あ
へ
ず
」
は
前
も
っ
て
心
積
も
り
し
て
用
意
し
な
い

と
い
う
意
味
。
つ
ま
り
神
へ
の
供
え
物
を
前
も
っ
て
用
意
し
な
か
っ
た
と
い
う
意
味

に
な
る
。
次
に｢

手
向
山｣

は
手
向
け
す
る
山
の
意
味
で
、
手
向
け
る
こ
と
は
神
な

ど
に
捧
げ
物
を
す
る
意
味
。
さ
ら
に
こ
れ
は
旅
の
安
全
を
祈
っ
て
幣
を
手
向
け
る
山

と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
手
向
け
る
相
手
は
神
を
指
す
。
こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る

と
、｢

道
祖
神
に
旅
の
安
全
を
祈
る
供
え
物
を
用
意
す
る
の
を
忘
れ
た
の
で｣

と
い

う
風
に
な
る
。
さ
ら
に｢

紅
葉
の
錦｣

は
錦
の
よ
う
に
美
し
い
紅
葉
と
い
う
意
味
で
、

｢
神
の
ま
に
ま
に｣

は｢

神｣

は
道
祖
神
、
今
で
い
う
お
地
蔵
さ
ん
の
こ
と
で
、｢

ま

に
ま
に｣

は
ま
ま
に
と
な
る
。
つ
ま
り
、｢

道
祖
神
に
旅
の
安
全
を
祈
る
供
え
物
を

用
意
す
る
の
を
忘
れ
た
の
で
、
代
わ
り
に
美
し
い
紅
葉
を
気
持
ち
の
ま
ま
に
受
け
入

れ
て
く
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う｣

と
な
る
。
こ
の
和
歌
を
見
て
い
る
と
道
真
は
宇

多
天
皇
と
仲
が
良
く
、
信
頼
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
っ
た
。

　ち
な
み
に
こ
の
手
向
山
の
場
所
は
、
本
論
で
は
吉
野
宮
滝
と
し
て
い
る
が
、
実
際

の
所
は
ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
行
幸
の
旅
の
経
路
か
ら
す
る
と
大
和
（
今
の

春を忘るな 春な忘れそ

・拾遺和歌集
・大鏡
・源平盛衰記
・延慶本平家物語

・宝物集
・十訓抄
・古今著聞集
・太平記

表　「東風ふかば」の二つの第五句と掲載資料
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奈
良
県
）
と
山
城
（
今
の
京
都
府
）
の
間
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
ぜ
そ
れ
だ
け

で
吉
野
宮
滝
に
行
っ
た
と
言
え
る
の
か
は
、
こ
の
和
歌
以
外
に
も
吉
野
宮
滝
で
詠
ん

だ
と
さ
れ
て
い
る
和
歌
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

詞
書
：
法
皇
、
宮
の
滝
と
い
ふ
所
御
覧
じ
け
る
、
御
供
に
て

31

　水
ひ
き
の  

白
糸
延
へ
て  

織
る
機
は  

旅
の
衣
に  

裁
ち
や
重
ね
ん

訳
（
水
を
引
く
よ
う
に
し
て
出
来
た
白
糸
を
伸
ば
し
て
織
っ
た
布
は
、
今
度
の

旅
の
衣
と
し
て
早
速
裁
っ
て
縫
い
、
重
ね
て
着
て
み
ま
し
ょ
う
よ
。）

…
（『
後
撰
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
一
一
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
が
そ
れ
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
理
由
は
詞
書
の
中
に
宮
の
滝
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
と
、『
後
撰
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
に｢

宇
多

天
皇
の
吉
野
宮
滝
行
幸
は
昌
泰
元
年
十
月
の
こ
と
で
そ
の
時
に
法
皇
に
詠
ん
だ
歌｣

と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
脚
注
で
は
、、｢

水
ひ
き
の｣

は
「
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
滝
の
こ
と
と
し
て
水
を
引
き
伸
ば
す
と
い
う
風
に
訳
す
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　さ
ら
に
次
の
和
歌
も
吉
野
宮
滝
の
行
幸
で
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

詞
書
：
道
ま
か
り
け
る
つ
い
で
に
、
ひ
ぐ
ら
し
の
山
を
ま
か
り
侍
り
て

32

　ひ
ぐ
ら
し
の  

山
路
を
暗
み  

小
夜
ふ
け
て  

木
の
末
ご
と
に  
紅
葉
照
ら
せ
る

訳
（
1
日
歩
い
た
日
暮
ら
し
の
山
は
、
道
が
暗
か
っ
た
の
で
、
夜
が
ふ
け
る
と
、

か
え
っ
て
木
の
梢
ご
と
に
紅
葉
が
月
に
輝
い
て
見
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
。）

…
（『
後
撰
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
一
二
ペ
ー
ジ
）

　新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
に
よ
る
と
、
こ
の
和
歌
の｢

ひ
ぐ
ら
し

の
山｣

と
い
う
の
が
地
名
で
あ
ろ
う
が
、
該
当
す
る
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
。
し
か

し
同
じ
宮
滝
行
幸
の
作
で
あ
る
。
前
歌
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
近
所
の
山
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
新
勅
撰
和
歌
集
』「
羈
旅
」
の

源
昇
の
和
歌
に｢

亭
子
院
、
宮
滝
御
覧
じ
に
お
は
し
ま
し
け
る
御
供
に
つ
か
う
ま
つ

り
て
、
ひ
ぐ
ら
し
野
と
い
ふ
所
を
よ
み
は
べ
り
け
る｣

と
い
う
詞
書
が
見
え
る
の
で
、

私
は
吉
野
宮
滝
で
詠
ま
れ
た
の
か
な
と
思
う
。
こ
の
和
歌
の
意
味
の
説
明
を
す
る

と
、｢

日
暮
ら
し
の
山
路｣

は
一
日
中
、日
を
過
ご
し
た
山
路
の
意
味
に
掛
け
て
い
る
。

｢

紅
葉
照
ら
せ
る｣

は
紅
葉
が
月
光
を
反
射
し
て
照
り
輝
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　こ
れ
ら
を
見
わ
た
す
と
、
三
つ
の
和
歌
を
別
々
に
見
て
み
る
と
全
く
違
う
和
歌
だ

が
同
じ
場
所
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
道
真
は
同
じ
場
所
で
も
多
種
多
様
な
和
歌
を
詠
ん

で
い
る
と
思
う
し
、
和
歌
の
才
能
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
他
に
は
、
一
度
の
旅
で

色
々
な
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
こ
の
旅
で
色
々
な
感
情
を
想
っ
た
の
だ
と
私
は
思

う
。
私
に
は
3
つ
の
和
歌
は
同
じ
場
所
で
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、
掲
載
注
釈
書
の
脚
注
に
も
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
て
い
る
し
、、
各
和
歌
集
の

部
立
で
同
じ
羈
旅
・
離
別
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も｢

ひ
ぐ
ら
し

の｣

と｢

水
ひ
き
の｣

の
和
歌
は
『
後
撰
和
歌
集
』
に
載
っ
て
い
て
、｢

こ
の
た
び

の｣

和
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
載
っ
て
い
る
。
違
う
和
歌
集
な
の
に
部
立
は
同
じ

な
の
で
、
同
じ
場
所
な
の
で
は
な
い
か
。

　次
に
紹
介
す
る
和
歌
は
27

｢

秋
風
の

　ふ
き
あ
げ
に
立
て
る

　し
ら
ぎ
く
は

　

花
か
あ
ら
ぬ
か

　浪
の
よ
す
る
か｣

で
あ
る
。
こ
の
和
歌
も
配
流
さ
れ
る
以
前
に
詠

ま
れ
た
歌
で
、
部
立
は
秋
歌
に
分
類
さ
れ
る
。

詞
書
：
同
じ
御
時
、
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
、
州
浜
を
作
り
て
、
菊
の

花
植
へ
た
り
け
る
に
加
へ
た
り
け
る
歌
。吹
上
の
浜
の
形
に
、

菊
植
へ
た
り
け
る
を
、
よ
め
る

27

　秋
風
の  

ふ
き
あ
げ
に
立
て
る  

し
ら
ぎ
く
は  

花
か
あ
ら
ぬ
か  

浪
の
よ
す
る
か

訳
（
秋
風
が
吹
き
上
げ
て
い
る｢

吹
上｣

の
浜
に
立
っ
て
い
る
白
菊
は
、
花
な

の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
波
が
寄
せ
て
い
る
の
か
。）

…
（『
古
今
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
九
三
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
の
詞
書
に
は｢

同
じ
御
時
、
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
、
州
浜
を
作
り
て
、

菊
の
花
植
へ
た
り
け
る
に
加
へ
た
り
け
る
歌
。
吹
上
の
浜
の
形
に
、
菊
植
へ
た
り
け

る
を
、
よ
め
る｣

と
あ
る
。
訳
す
と｢

同
じ
く
宇
多
天
皇
の
御
代
に
催
さ
れ
た
菊
合

で
、
州
浜
で
作
り
菊
の
花
を
植
え
て
飾
っ
た
が
、
そ
の
菊
に
結
び
つ
け
た
歌
。
吹
上

の
浜
の
模
型
に
菊
が
植
え
て
あ
っ
た
の
を
詠
ん
だ
歌｣

と
な
る
。
こ
の
和
歌
の
時
代

背
景
は
、
寛
平
三
年
（
8
9
1
）
ま
で
の
秋
の
名
所
の
菊
合
を
詠
ん
だ
和
歌
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
菊
合
と
は
左
方
・
右
方
に
分
か
れ
て
菊
に
歌
の
短
冊
を
結
び
つ
け
て

提
示
し
合
っ
て
優
劣
を
競
う
遊
び
で
あ
る
。
つ
ま
り
宇
多
天
皇
が
開
い
た
菊
合
と
い

180
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う
遊
び
で
詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　こ
の
和
歌
の
意
味
の
説
明
は
、
詞
書
か
ら
始
め
た
い
。
州
浜
と
は
海
岸
の
州
に
似
せ

て
作
っ
た
模
型
で
宴
席
や
歌
合
の
調
度
品
と
し
て
使
わ
れ
る
。
次
に｢

加
へ
た
り
け
る

歌｣
と
い
う
の
は
、
こ
の
和
歌
が
載
っ
て
い
る
古
今
和
歌
集
の
こ
の
和
歌
か
ら
以
下
4

首
に
か
か
る
詞
書
と
い
う
意
味
。
つ
ま
り
こ
の
和
歌
の
詞
書
は
こ
の
和
歌
だ
け
の
詞
書

で
は
な
い
。
次
か
ら
の
和
歌
に
も
関
わ
る
説
明
で
あ
る
。｢

ふ
き
あ
げ｣

は
風
が｢

ふ
き

あ
げ｣

と
地
名
の｢
ふ
き
あ
げ
（
浜
）｣

を
掛
け
て
い
る
。｢

花
か
あ
ら
ぬ
か
浪
の
よ
す
る

か｣

と
い
う
の
は
見
立
表
現
の
一
つ
で
、
具
体
的
・
分
析
的
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は

私
が
考
え
る
に
、
道
真
が
作
っ
た
州
浜
に
植
え
て
い
る
白
菊
を
花
な
の
か
・
ま
た
違
う

の
か
・
そ
れ
と
も
白
菊
が
吹
上
の
上
の
浪
を
表
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
事
だ
と
思
う
。

　こ
の
和
歌
の
要
約
を
し
て
み
る
と
、
州
浜
の
菊
に
結
ん
だ
歌
だ
か
ら
題
詠
的
な
歌

で
あ
る
が
、
道
真
の
好
み
そ
う
な
華
麗
な
風
景
が
想
像
さ
れ
る
と
思
う
。
確
か
に
こ

こ
ま
で
紹
介
し
た
歌
で
は
、
素
材
と
し
て
風
景
を
見
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
植
物
も
織
り
交
ぜ
て
詠
ん
で
い
る
歌
が
多
い
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
こ
の

和
歌
を
見
て
み
る
と
、
私
の
見
解
で
は
、
天
皇
が
催
し
て
い
る
遊
び
に
参
加
し
て
い

る
の
で
天
皇
の
信
頼
が
あ
っ
た
こ
と
か
わ
か
る
。
さ
ら
に
技
巧
的
に
は
、
道
真
の
和

歌
は
二
つ
の
意
味
を
掛
け
て
い
る
言
葉
（
掛
詞
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い

と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

　こ
こ
ま
で
は
道
真
が
配
流
さ
れ
る
前
の
和
歌
、
も
し
く
は
配
流
す
る
直
前
に
詠
ま

れ
た
和
歌
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
配
流
さ
れ
る
途
中
の
歌
、
ま
た
配
流
地
で

詠
ん
だ
和
歌
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　ま
ず
紹
介
す
る
の
は
、
29

｢

君
が
住
む

　宿
の
こ
ず
ゑ
の

　ゆ
く
ゆ
く
と

　隠

る
る
ま
で
に

　か
へ
り
み
し
は
や｣

と
い
う
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
道
真
が
太

宰
府
に
流
さ
れ
て
い
る
最
中
に
詠
ま
れ
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。

詞
書
：
流
さ
れ
侍
て
後
、
言
ひ
を
こ
せ
て
侍
け
る

29

　君
が
住
む  

宿
の
梢
の  

ゆ
く
ゆ
く
と  

隠
る
る
ま
で
に  

か
へ
り
み
し
は
や

訳
（
私
が
太
宰
府
へ
下
向
し
た
時
に
、
あ
な
た
が
住
む
家
の
樹
木
の
梢
が
去
っ

て
行
く
に
従
っ
て
、
次
第
に
隠
れ
て
つ
い
に
見
え
な
く
な
る
ま
で
何
度
も

振
り
返
っ
て
見
る
こ
と
だ
。）

…
（『
拾
遺
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
〇
一
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
昌
泰
4
年
（
9
0
1
）
正
月
25
日
に
道
真

が
太
宰
権
帥
と
し
て
配
所
へ
向
か
っ
て
い
る
時
に
現
地
か
ら
京
都
に
残
し
た
妻
の
元

に
贈
っ
て
寄
越
し
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。『
大
鏡
』
に
よ
る
と
贈
歌
と
い
う
風
に
せ
ず
、

悲
し
み
を
道
真
が
心
中
に
凝
縮
さ
せ
た
歌
に
し
て
い
る
。

　次
に
和
歌
の
意
味
の
説
明
を
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず｢

君｣

は
和
歌
の
訳
を
見
る

限
り
、
道
真
の
妻
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
大
鏡
』
に
よ
る
と
歌
の
中
の

｢

君｣

は
宇
多
上
皇
と
北
の
方
（
妻
）
と
い
う
二
つ
の
説
が
あ
る
。『
大
鏡
』
で
は｢

や

ど｣

の
語
か
ら
北
の
方
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
北
野
天
神

縁
起
』
に
北
の
方
に
贈
っ
た
と
明
記
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
拾
遺
和
歌
集
』
で
の
訳

で
は｢

あ
な
た
が
住
む
家｣

と
言
う
風
に
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
人
を
指
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
不
明
だ
が
、
私
は
道
真
の
妻
と
い
う
説
だ
と
思
う
。

さ
ら
に
、｢

ゆ
く
ゆ
く
と｣

と
い
う
の
は
去
っ
て
行
く
に
つ
れ
て
と
い
う
意
味
で
、｢

は

や｣

と
い
う
の
は
詠
嘆
、
強
い
感
動
を
表
し
て
い
る
。｢

行
く｣

の
反
復
や｢

は
や｣

に
よ
り
切
実
な
心
情
を
表
し
て
い
る
和
歌
で
あ
る
。
さ
ら
に
、こ
の
和
歌
は『
源
氏
物
語
』

の
「
真
木
柱
」
巻
に｢

梢
を
も
目
と
ど
め
て
、
隠
る
る
ま
で
ぞ
か
へ
り
見
た
ま
ひ
け
る
。

君
が
住
む
ゆ
ゑ
に
は
あ
ら
で
・
・
・
2｣

と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
和
歌
は
無
実
の

罪
で
流
さ
れ
る
自
分
自
身
が
無
念
で
切
実
な
思
い
で
詠
ん
だ
歌
だ
と
思
う
。
ま
た
、
こ

の
和
歌
を
自
分
の
妻
に
贈
っ
て
い
る
あ
た
り
、
妻
の
こ
と
を
強
く
愛
し
て
い
た
と
思
う
。

　次
に
紹
介
す
る
和
歌
は
2｢

あ
め
の
下

　の
が
る
る
人
の

　な
け
れ
ば
や

　着

て
し
濡
れ
衣

　干
る
よ
し
も
な
き｣

で
あ
る
。
こ
の
和
歌
も
昌
泰
4
年
（
9
0
1
）

正
月
25
日
道
真
が
太
宰
権
帥
と
し
て
左
遷
さ
れ
た
時
の
詠
作
と
い
わ
れ
る
伝
承
歌
と

さ
れ
て
い
る
。『
大
鏡
』
で
は
「
雨
の
降
る
日
に
物
思
い
に
お
ふ
け
り
に
な
っ
て
お

詠
み
に
な
っ
た
歌
3
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

詞
書
：
流
れ
侍
け
る
時

2

　あ
め
の
下  

の
が
る
る
人
の  

な
け
れ
ば
や  

着
て
し
濡
れ
衣  

干
る
よ
し
も
な
き

訳
（
雨
の
降
り
続
く
天
の
下
一
面
は
乾
い
て
い
る
所
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う

か
、
強
い
ら
れ
て
着
た
こ
の
無
実
の
濡
れ
衣
は
乾
か
し
晴
ら
し
よ
う
が
な

い
よ
う
だ
）…

（『
拾
遺
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
五
三
ペ
ー
ジ
）
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　『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
、
こ
の
和
歌
の
第
2
句
は｢

の
が
る
る
人
の｣

と
な
っ
て

い
る
が
、『
大
鏡
』
で
は｢

乾
け
る
ほ
ど
の｣

と
な
っ
て
い
て
、
出
典
に
よ
っ
て
違

い
が
あ
る
。
こ
の
違
い
は
編
纂
し
た
人
に
よ
る
も
の
だ
と
私
は
思
う
。
私
の
見
解
は

｢
の
が
る
る｣

の
意
味
は｢

逃
げ
る｣

や｢

避
け
て
遠
ざ
か
る｣

と
い
う
意
味
な
の
で
、

両
方
と
も
意
味
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
の
か
と
思
う
。
さ
ら
に
『
大
鏡
』
に
は
生
前

の
最
後
に｢
干
る
よ
し
も
な
き｣

と
冤
罪
が
晴
れ
な
い
絶
望
の
歌
で
閉
じ
た
と
い
う

風
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
前
の
最
後
に
こ
の
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
ま
た
『
江
談
抄
』
と
い
う
平
安
時
代
の
説
話
集
に
は
道
真
が
無
実
の

罪
の
由
の
祭
文
が
天
に
昇
っ
た
と
語
り
、
ま
た
道
真
御
託
宣
の
詩
を
何
話
か
収
め
て

神
格
化
の
過
程
が
伺
え
る
と
あ
っ
た
4
。

　次
に
、
和
歌
の
意
味
の
説
明
を
し
た
い
と
思
う
。｢

あ
め
の
下｣

は｢

雨
の
下｣

と｢

天
の
下｣

を
掛
け
て
い
る
。｢
の
が
る
る｣

は
紹
介
し
た
よ
う
に｢

逃
げ
る｣

｢

避
け
て
遠
ざ
か
る｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
次
に｢

着
て
し
濡
れ
衣｣

と
い
う
の

は
着
て
い
る
衣
が
雨
で
濡
れ
て
い
る
の
と
、
無
実
の
罪
と
い
う
濡
れ
衣
を
掛
け
て
い

る
。｢

干
る
よ
し
も
な
き｣

は｢

干
る｣

と
い
う
の
は
乾
く
や
潮
が
ひ
く
と
い
う
意

味
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
乾
く
と
い
う
意
味
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。｢

よ
し｣

は
理
由

な
ど
色
々
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
理
由
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
は
こ
の
濡
れ
衣
が
乾
く
理
由
が
な
い
と
い
う
風
に
な
る
と
私
は
思
う
。
要
す

る
に
、
私
が
背
負
っ
た
濡
れ
衣
は
雨
で
濡
れ
た
衣
の
よ
う
に
乾
く
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
風
に
詠
ん
で
い
る
と
思
う
。

　次
か
ら
紹
介
す
る
和
歌
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
こ
の

和
歌
集
の
特
徴
と
し
て
は
、
道
真
が
配
流
地
で
詠
ん
だ
和
歌
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
和
歌
は
道
真
が
太
宰
府
の
配
流
生
活
の
厳
し
い
述
懐
を
詠
ん
だ

和
歌
と
し
て
い
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』
の
1
6
9
0
～
1
6
9
0
が
そ
の
歌
に
該

当
す
る
。
こ
れ
ら
の
和
歌
は
詞
書
が
単
語
一
つ
で
表
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

詞
書
：
山

5

　あ
し
び
き
の  

こ
な
た
か
な
た
に  

道
は
あ
れ
ど  

宮
こ
へ
い
ざ
と  

い
ふ
人
ぞ
な
き

訳
（
山
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
道
は
見
え
る
が
、｢

さ
あ
都
へ｣

と
言
っ
て
く
れ

る
人
が
い
な
い
）

…
（『
新
古
今
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
九
三
ペ
ー
ジ
）

　ま
ず
紹
介
す
る
和
歌
は
5｢

あ
し
び
き
の

　こ
な
た
か
な
た
に

　道
は
あ
れ
ど

宮
こ
へ
い
ざ
と

　い
ふ
人
ぞ
な
き｣

で
あ
る
。
こ
の
和
歌
を
要
約
す
る
と
、
無
実
の

罪
が
晴
れ
て
都
へ
帰
る
道
へ
の
切
実
な
願
い
に
、
力
を
貸
し
て
く
れ
る
人
は
一
人
も

い
な
か
っ
た
。
そ
の
懊
悩
の
叫
び
が
こ
も
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詠
歌
群
は

筑
紫
に
お
け
る
歌
に
な
っ
て
い
る
。
私
の
考
え
は
、
道
真
は
都
に
帰
っ
て
以
前
の
よ

う
な
生
活
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
も
そ
れ
を
助
け
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
と
い
う

嘆
き
の
和
歌
だ
と
考
え
る
。

　次
は
和
歌
の
意
味
の
説
明
を
し
た
い
と
思
う
。｢

あ
し
び
き
の｣

は
山
の
枕
詞
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
直
ち
に
山
の
意
味
で
あ
る
。｢

こ
な
た
か
な
た｣

は｢

こ
ち
ら
に

も
あ
ち
ら
に
も｣

と
い
う
意
味
で
、｢

宮
こ
へ
い
ざ
と｣

は｢

京
都
へ
い
ざ
ゆ
か
ん｣

と
い
う
意
味
に
な
る
。

詞
書
：
日

6

　天
の
原  

茜
さ
し
出
づ
る  

光
に
は  

い
づ
れ
の
沼
か  

冴
え
残
る
べ
き

訳
（
大
空
に
、
茜
色
を
し
て
出
て
く
る
日
の
光
に
は
、
ど
の
沼
が
凍
っ
た
ま
ま

で
残
ろ
う
か
、
残
り
は
し
な
い
）

…
（『
新
古
今
和
歌
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
九
三
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
も
前
に
紹
介
し
た
和
歌
と
同
じ
で
配
流
地
の
筑
紫
で
詠
ん
だ
と
さ
れ
て

い
る
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
を
説
明
す
る
と
、
日
の
光
が
す
べ
て
の
沼
の
氷
を
解

け
去
ら
せ
る
情
景
の
中
に
、
帝
の
暖
か
い
恵
み
が
す
み
や
か
に
身
に
届
く
こ
と
を
願

う
心
情
の
切
な
さ
が
響
き
出
て
い
る
。
光
は
帝
の
恩
光
、
沼
は
左
遷
し
た
我
が
身
に

擬
し
、
前
歌
と
も
ど
も
恩
沢
を
期
待
す
る
激
し
い
嘆
き
を
歌
っ
て
い
る
。

　次
に
和
歌
の
意
味
を
説
明
す
る
と
、｢

天
の
原｣

は｢

大
空｣

と
い
う
意
味
で

｢
茜
さ
し
出
づ
る｣

は｢

茜
色
を
し
て
い
て
さ
し
出
る
日
の
光｣

の
こ
と
で
、
茜
色

は
少
し
沈
ん
だ
赤
色
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
夕
方
に
詠
ん
だ
和
歌
だ
と
私
は
考

え
る
。
後
、
茜
さ
す
の｢

さ
す｣

と
さ
し
出
づ
る
の｢

さ
し｣

を
掛
け
て
い
る
。
ま

た
、「
茜
さ
す｣
が
日
の
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
次
に｢

冴
え
残
る
べ
き｣

と

い
う
の
は｢

凍
っ
た
ま
ま
残
る
こ
と｣

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
の
和
歌
は｢

私
は

帝
の
恵
に
当
た
る
こ
と
な
く
ず
っ
と
凍
っ
た
ま
ま｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

178
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詞
書
：
月

7

　月
ご
と
に  

流
る
と
思
ひ
し  

ま
す
鏡  

西
の
浦
に
も  

止
ま
ら
ざ
り
け
り

訳
（
月
の
出
る
ご
と
に
西
へ
向
か
っ
て
流
れ
る
と
思
っ
た
そ
の
ま
す
鏡
の
よ
う

な
月
は
、
西
の
浦
に
も
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
だ
）

…
（『
新
古
今
和
歌
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
九
四
ペ
ー
ジ
）

　こ
の
和
歌
は
西
に
流
れ
て
も
都
に
帰
る
月
に
、
道
理
を
踏
み
な
が
ら
西
に
流
さ
れ

た
自
身
に
比
べ
て
の
述
懐
で
、
帝
が
見
捨
て
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
自
負
が
感
情
を

表
し
た
和
歌
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
帝
が
見
捨
て
る
は
ず
が
な
い
と

い
う
の
は
、
帝
に
気
に
入
ら
れ
て
い
る
自
信
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
帝

は
ど
の
帝
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
信
頼
さ
れ
て
い
た
宇
多
上
皇
の
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
月
が
西
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
て
、
め
ぐ
っ
て
東
に
行
く
の
を
見
て
、

道
真
も
罪
が
晴
れ
て
東
に
あ
る
都
に
帰
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
強
い
思
い
を
詠
ん

だ
歌
だ
と
思
わ
れ
る
。

　こ
の
和
歌
の
意
味
を
説
明
す
る
と
、｢

月
ご
と
に｣
は｢

月
が
出
る
こ
と
に｣

と

い
う
意
味
で
、｢

流
る｣

と
い
う
の
は
西
に
向
か
っ
て
流
れ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。

ま
た
、｢

ま
す
鏡｣

と
は
澄
ん
だ
鏡
と
い
う
意
味
や
、
よ
く
澄
ん
だ
月
を
た
と
え
た

も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
は
道
理
を
正
し
く
踏
ん
だ
潔
白
な
作
者
の
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
道
真
は
こ
の
語
句
に
、
今
ま
で
何
も
悪
い
こ
と
し

て
お
な
い
の
に
今
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
を
込
め
た
も
の
と
私
は

思
う
。
さ
ら
に｢

西
の
浦｣

と
は
太
宰
府
の
地
を
暗
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
第

4
、
5
句
で
月
が
天
に
め
ぐ
っ
て
東
の
空
に
出
る
よ
う
に
、
作
者
も
ま
た
罪
が
晴
れ

て
東
の
都
に
帰
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
心
を
暗
示
し
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
こ
ま
で
の
和
歌

に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
都
へ
帰
り
た
い
も
し
く
は
、
都
に
対
し
て
強
い
思
い
を
抱

い
た
和
歌
に
な
っ
て
い
る
。
道
真
が
都
を
愛
し
、
も
し
く
は
、
執
着
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。し
か
し
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
う
。

な
ぜ
な
ら
道
真
が
太
宰
府
に
流
さ
れ
た
経
緯
は
、
藤
原
時
平
の
陰
謀
に
よ
り
無
実
の

罪
で
流
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。自
分
は
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
の
に
、

都
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
都
へ
対
す
る
気
持
ち
も
強
い
も
の
に

な
る
と
思
う
。

　最
後
に
、
神
祇
歌
に
分
類
さ
れ
る
和
歌
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
道
真
歌
が
学
問
の

神
様
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
扱
わ
れ
る
和
歌
で
あ
る
。
そ
の
た
め
内
容
的
に
は
普
通
に

道
真
が
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
い
る
。

左
注
：
こ
れ
は
北
野
の
御
歌
と
な
ん
、
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　花
も
さ
き  

紅
葉
も
ち
ら
す  

一
枝
は  

吹
き
な
す
風
を  

い
か
が
う
ら
み
ん

訳
（
こ
の
一
枝
は
、
花
も
咲
か
す
し
、
紅
葉
も
散
ら
す
。
こ
と
さ
ら
に
吹
く
風

を
ど
う
し
て
う
ら
も
う
か
、
い
や
う
ら
ま
な
い
）

…
（『
新
続
古
今
和
歌
集
』
和
歌
文
学
大
系
）

　こ
の
和
歌
は
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
和
歌
で
、『
夫
木
集
』

で
は｢

花
も
ち
り
紅
葉
も
ち
ら
す｣

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
和
歌
は
左
注
に
も
あ
る

よ
う
に
北
野
天
神
の
神
詠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
夫
木
集
で
は
菅
原
道
真
の
歌
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
夫
木
集
に
は
神
祇
歌
と
い
う
部
立
が
な
い
た
め
こ
の
よ
う
な

扱
い
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　次
に
和
歌
の
意
味
の
説
明
だ
が
、
こ
の｢

一
枝｣

と
い
う
の
は
道
真
自
身
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
第
1
、
2
句
の
所
の｢

花
も
さ

き｣

や｢

紅
葉
も
ち
ら
す｣

の
所
は
、
自
分
が
都
に
暮
ら
し
て
い
た
時
、
右
大
臣
に

ま
で
な
っ
て
人
生
の
絶
頂
だ
っ
た
時
と
、
濡
れ
衣
で
太
宰
府
ま
で
配
流
し
て
暮
ら
し

て
い
た
の
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
次
に｢

吹
き
な
す
風｣

と
は
自
分
の

邪
魔
を
す
る
邪
悪
な
存
在
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
で
は
藤
原

時
平
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
で
も
今
更
恨
ん
で
も
仕
方
が
無
い
か
ら
も
う
恨
ま
な
い

と
詠
ん
だ
和
歌
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
第
1
章
で
は
、
和
歌
の
紹
介
を
し
て
き
た
。
が
、
他
に
も
道

真
の
和
歌
は
存
在
す
る
。
道
真
は
都
で
生
活
し
て
い
た
時
か
ら
、
配
流
さ
れ
て
い
る
途

中
や
配
流
地
で
も
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
は
二
つ
の
こ
と
を
考
察

し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
一
つ
目
は
、道
真
は
和
歌
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

調
べ
て
い
く
中
で
道
真
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
和
歌
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、
和
歌
が
好

き
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。
二
つ
目
は
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
気
を
紛
ら
わ
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
配
流
さ
れ
た
時
の
和
歌
に
限
る
こ
と
だ
が
、
道
真
は

配
流
さ
れ
て
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
っ
て
い
た
も
の
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
を
紛
ら
わ
す
た
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め
に
見
た
物
を
和
歌
に
し
て
発
散
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
2
章

　
菅
原
道
真
の
和
歌
の
取
り
扱
わ
れ
方

　こ
の
第
2
章
か
ら
は
菅
原
道
真
の
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
論

じ
た
い
と
思
う
。
道
真
の
和
歌
は
様
々
な
勅
撰
和
歌
集
や
私
撰
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
道
真
の
和
歌
が
認
め
ら
れ
て
い
る
証
拠
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
扱
わ
れ
方

と
し
て
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
以
降
の
歌
集
で
道
真
の
歌
は
神
祇
歌
扱
い
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
真
は
9
0
3
年
に
没
し
て
い
て
、
神
祇
歌
が
出
来
た
頃
に
は
も

う
天
神
信
仰
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
神
祇
歌
に
入
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
神
祇
歌
に
入
っ
て
い
な
い
歌
も
あ
る
。
そ
れ
を
中
心
に
し
て
第
2
章
は

進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
取
り
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
言
う
と
、
道
真
の
名
前

の
変
遷
で
あ
る
。
和
歌
集
を
見
て
い
く
と
和
歌
集
事
に
道
真
の
名
前
が
変
わ
っ
て
お
り
、

全
部
が
全
部
で
は
な
い
が
変
わ
っ
て
い
る
和
歌
集
が
あ
る
。
例
え
ば
、1
の
和
歌
が
載
っ

て
い
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
で
は｢

贈
太
政
大
臣｣

と
な
っ
て
い
た
が
、「
古
今
和
歌
集
」

で
は｢

菅
原
朝
臣｣

と
な
っ
て
い
た
り
、「
新
古
今
和
歌
集
」
で
は｢

菅
贈
太
政
大
臣｣

と
な
っ
て
い
た
り
な
ど
本
論
の
調
査
の
限
り
で
も
結
構
違
っ
て
い
た
。
な
ぜ
歌
集
ご
と

に
名
前
の
表
記
が
違
う
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
私
が
思
う
に
歌
集
を
撰
者
し
た
人
の

考
え
が
あ
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。｢

贈
太
政
大
臣｣

と
い
う
の
は
没
後
に
太
政
大
臣
を
贈

ら
れ
た
人
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
、
意
味
合
い
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
山
口
正
代
氏
の
論
文
「
神
に
な
っ
た
歌
人
菅
原
道
真
の
和
歌

―
『
続
後
撰
集
』
か
ら
『
続
古
今
集
』
へ
―
5
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
進
め
て
行
き
た

い
と
思
う
。
こ
の
論
文
は
『
続
後
撰
集
』（
1
2
5
1
年
成
立
）
か
ら
『
続
古
今
集
』

（
1
2
6
5
年
成
立
）
ま
で
の
14
年
間
に
道
真
歌
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
考
察
し
た

論
文
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
『
続
後
撰
集
』
に
載
っ
て
い
る
和
歌
が
神
祇
歌
の
部
立
に

入
っ
て
い
な
い
と
い
う
所
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。私
も
こ
れ
に
は
疑
問
に
思
っ
て
い
る
。

『
続
後
撰
集
』
が
成
立
し
た
時
代
は
天
神
信
仰
も
す
で
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
道
真

の
歌
が
神
祇
歌
に
入
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う
。
山
口
論
文
に
よ
る
と

25
の
和
歌
が
『
続
後
撰
集
』
の
前
に
成
立
し
た
『
万
代
和
歌
集
』
に
も
載
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
も
神
祇
歌
に
入
ら
ず
『
続
後
撰
集
』
と
同
じ
よ
う
な
部
立
に
入
っ
て
い
る
。『
万

代
和
歌
集
』
も
成
立
が
1
2
4
8
年
な
の
で
天
神
信
仰
が
あ
る
の
で
私
は
こ
れ
に
対

し
て
も
不
審
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
見
て
わ
か
る
の
は
『
続
後
撰
集
』
の
撰
者
の
藤
原

為
家
が
『
万
代
和
歌
集
』
の
撰
者
と
考
え
方
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神

祇
歌
と
い
う
部
立
が
あ
り
な
が
ら
そ
こ
に
入
れ
な
い
の
は
何
か
考
え
が
あ
る
と
し
か

思
え
な
い
。
極
端
に
言
え
ば
道
真
の
天
神
信
仰
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
『
万
代
和
歌
集
』
の
撰
者
が
藤
原
光
俊
と
藤
原
家
良
な
の
だ
が
、

こ
の
2
人
は
『
続
後
撰
集
』
の
後
に
成
立
に
し
た
『
続
古
今
集
』
を
撰
者
と
し
て
一

緒
に
な
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
3
人
の
道
真
歌
に
対
す
る
考
え
方
は
一
緒
の
よ
う
に

思
え
る
。
た
だ
山
口
論
文
を
見
て
み
る
と
、そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

光
俊
・
家
良
は
反
御
子
左
派
の
歌
人
で
、
御
子
左
派
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代

前
期
に
か
け
て
著
名
に
な
っ
た
歌
人
の
藤
原
俊
成
と
定
家
の
親
子
が
出
て
き
て
か
ら

の
歌
道
の
家
系
の
こ
と
だ
が
、
為
家
は
御
子
左
派
の
出
身
で
あ
る
。

　山
口
論
文
に
よ
れ
ば｢

為
家
対
反
御
子
左
派
光
俊
・
家
良
と
い
う
構
図
が
考
え
ら

れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
続
後
撰
集
』
と
『
続
古
今
集
』
に
お
け
る
道
真
歌
の
扱
い

方
の
相
違
に
つ
な
が
っ
て
い
る
6｣

と
あ
る
が
こ
こ
の
部
分
が
私
は
疑
問
に
思
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
『
続
後
撰
集
』
と
『
万
代
和
歌
集
』
に
お
け
る

25
の
和
歌
の
取
り
扱
い
方
は
酷
似
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
な
ら
ば
藤
原
為
家
は
お

そ
ら
く
『
万
代
和
歌
集
』
も
参
考
に
し
て
作
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
撰
者
の
考
え

は
一
致
し
て
お
り
、
一
緒
に
作
れ
ば
ト
ラ
ブ
ル
な
く
進
む
も
の
だ
と
私
は
思
う
。
た

だ
御
子
左
派
の
為
家
と
そ
れ
の
反
対
派
の
光
俊
・
家
良
と
い
う
だ
け
で
、
道
真
の
歌

の
扱
い
方
が
変
わ
る
の
か
と
私
は
疑
問
に
思
う
。

　次
に
『
続
古
今
集
』
で
の
道
真
歌
で
は
3
首
入
っ
て
い
る
が
そ
れ
ら
は
神
祇
歌
の

扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
3
首
が
そ
れ
以
前
に
ど
ん
な
和
歌
に
載
っ
て
い
た
か
と

い
う
と
、
藤
原
基
家
撰
の
『
雲
葉
和
歌
集
』、
藤
原
基
俊
撰
の
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
載
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
和
歌
集
で
は
神
祇
歌
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
和
歌
の

取
り
扱
わ
れ
方
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
雲
葉
和
歌
集
』
の
撰
者
で
あ
る
藤

原
基
家
は
『
続
古
今
集
』
の
撰
者
で
も
あ
る
た
め
少
な
か
ら
ず
神
祇
歌
以
外
の
部
立

に
入
れ
る
案
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
論
文
に
も
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
私
も
同

意
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
神
祇
歌
に
入
れ
る
か
ど
う
か
の
議
論
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
藤
原
為
家
も
撰
者
と
し
て
入
っ
て
い
る
の
で
そ
こ
で
も
色
々
議
論
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
続
後
撰
集
』
の
時
は
神
祇
歌
に
入
っ
て
い
な
い
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が
、『
続
古
今
集
』
の
時
は
神
祇
歌
に
入
っ
て
い
る
。
自
然
に
考
え
れ
ば
『
続
後
撰
集
』

と
同
様
に
扱
い
た
い
と
考
え
て
い
る
と
思
う
の
で
色
々
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し

く
は
『
続
後
撰
集
』
の
時
は
一
人
で
選
ん
で
い
た
の
で
自
分
の
思
い
通
り
に
出
来
た

と
思
う
。
し
か
し
『
続
古
今
集
』
の
場
合
は
撰
者
が
一
人
で
は
な
い
の
と
、
ラ
イ
バ

ル
関
係
の
人
物
が
い
る
の
で
ひ
と
り
よ
が
り
で
は
出
来
な
い
、
他
の
撰
者
に
合
わ
せ

た
と
い
う
風
に
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
『
続
後
撰
集
』
後
の
道
真

歌
は
神
祇
歌
に
入
っ
て
い
て
、『
続
後
撰
集
』、『
続
古
今
集
』
の
あ
た
り
か
ら
道
真

が
神
様
と
し
て
奉
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
逆
に
言
え
ば
そ
れ
ま
で
は
神
格

化
が
そ
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
私
は
思
う
。

　山
口
論
文
を
読
ん
で
み
て
、
道
真
歌
の
変
遷
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
和
歌
集
が
出
来
た
時
代
は
道
真
も
亡
く
な
っ
て
い
て
天
神
信
仰
も
あ
っ
た
の
で
神

祇
歌
が
確
立
し
て
か
ら
全
部
神
祇
歌
に
入
っ
て
い
る
と
思
っ
た
が
、
撰
者
に
よ
っ
て

考
え
方
、
捉
え
方
が
違
う
の
だ
と
思
っ
た
。

第
3
章

　
菅
原
道
真
の
和
歌
の
比
較

　こ
の
章
が
最
後
の
考
察
と
な
る
。
こ
の
章
で
は
菅
原
道
真
の
和
歌
の
比
較
を
し
て

い
き
た
い
。
こ
こ
で
の
比
較
は
道
真
が
配
流
す
る
前
の
和
歌
、
配
流
後
の
和
歌
の
比

較
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。な
ぜ
道
真
の
和
歌
の
比
較
を
し
よ
う
と
思
っ
た
か
は
、

道
真
の
人
生
は
私
が
思
う
に
波
乱
万
丈
な
人
生
で
天
と
地
を
経
験
し
た
。
そ
の
人
生

を
通
し
て
和
歌
を
作
っ
て
い
た
の
で
、
心
境
の
変
化
、
和
歌
の
変
化
も
見
ら
れ
る
と

思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　ま
ず
私
が
思
っ
た
の
は
詠
ん
で
い
る
内
容
で
あ
る
。
配
流
前
の
和
歌
の
多
く
は
景

色
で
あ
っ
た
り
、
植
物
で
あ
っ
た
り
、
見
た
も
の
を
詠
ん
で
い
る
和
歌
が
多
い
が
、

配
流
後
は
見
た
も
の
も
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
に
自
分
の
想
い
や
願
い
、
嘆
き
な
ど

を
入
れ
て
い
る
和
歌
が
多
い
印
象
を
受
け
た
。

　ま
た
、
和
歌
に
は
掛
詞
と
い
う
技
巧
が
存
在
す
る
。
掛
詞
と
い
う
の
は
和
歌
の
修

辞
法
の
一
つ
で
同
音
異
義
を
利
用
し
て
一
つ
の
語
に
二
つ
の
意
味
を
働
か
せ
る
技

法
の
こ
と
だ
が
、
道
真
の
和
歌
は
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
和
歌
が
多
い
。
配
流
前

の
和
歌
は
例
え
ば
、
30
の
和
歌
の｢

こ
の
た
び
は｣

で
は｢

こ
の
度
は｣

と｢

こ
の

旅
は｣

を
掛
け
て
い
る
よ
う
に
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
場
所
や
情
景
な
ど
プ
ラ
ス
の
考

え
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
が
、
配
流
後
は
2
の
和
歌
の｢

濡
れ
衣｣

は｢

濡
れ
た
衣｣

と｢

罪
の
濡
れ
衣｣

の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
考
え
の
掛
詞
が
あ
る
。

　さ
ら
に
、
配
流
後
の
和
歌
で
は
道
真
自
身
を
暗
示
し
て
い
る
和
歌
が
あ
る
。
一
方
配

流
前
の
和
歌
で
は
道
真
が
暗
示
し
て
い
る
和
歌
が
な
い
。
例
え
ば
、
28
の
和
歌
に
出
て

く
る｢

わ
び
人｣

は
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
る
人
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
失
意

の
た
め
嘆
き
暮
ら
し
て
い
る
作
者
自
身
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
後
、
7
の
和
歌
の

｢

ま
す
鏡｣

は
よ
く
澄
ん
だ
月
を
た
と
え
た
も
の
で
、
潔
白
な
作
者
を
表
し
て
い
た
り

す
る
。
こ
れ
は
私
が
思
う
に
、
配
流
前
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
気
に
し
な
く
て
も
周
り

に
気
に
掛
け
て
く
れ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
た
か
ら
形
式
や
情
景
の
和
歌
を
詠
ん
で
い

た
が
、
筑
紫
に
流
さ
れ
て
1
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
自
分
を
気
に
掛
け
て
く
れ
る
人
が

い
な
く
な
っ
た
そ
の
想
い
を
発
散
す
る
た
め
に
、
和
歌
に
そ
の
想
い
を
込
め
た
の
か
と

私
は
思
う
。
後
、
後
々
に
和
歌
が
残
っ
た
と
き
に
道
真
の
和
歌
を
見
て
く
れ
る
よ
う
に

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
は
な
く
て
も
自
分
が
作
っ
た
和
歌
に
は
気
に
掛
け
て
ほ

し
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
は
道
真
は
寂

し
が
り
な
一
面
も
あ
る
の
だ
と
思
う
。
そ
の
他
に
も
道
真
は
若
く
し
て
出
世
し
て
い
っ

た
か
ら
周
り
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
経
緯
が
あ
る
の
か
と
思
う
。

　こ
の
他
に
も
、
配
流
後
の
和
歌
は
先
ほ
ど
も
言
っ
た
が
自
分
の
思
い
を
和
歌
に
入

れ
て
い
る
。
配
流
前
は
見
た
景
色
な
ど
の
感
想
を
和
歌
に
入
れ
て
い
る
印
象
を
受
け

た
が
、
配
流
後
は
自
分
の
想
い
を
和
歌
に
入
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
例
え
ば
、
8
の

和
歌
で
は
都
に
戻
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
を
詠
ん
で
い
た
り
し
て
い
る
。

先
ほ
ど
自
分
の
思
い
を
和
歌
に
入
れ
て
い
る
と
言
っ
た
が
、
ど
れ
も
共
通
し
て
い
る

の
が｢

都
に
帰
り
た
い｣

と
い
う
思
い
が
多
い
。
や
は
り
濡
れ
衣
で
流
さ
れ
て
い
る

の
で
都
に
帰
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
い
が
ゆ
え
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　さ
ら
に
配
流
前
と
配
流
後
で
の
違
い
で
い
う
と
。
配
流
後
に
の
み
鶯
が
和
歌
に

入
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
明
ら
か
な
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
鶯
が
入
っ

て
お
り
、｢
遺
賢｣

や｢

賢
者｣

と
い
う
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。｢

遺
賢｣

と

い
う
の
は
朝
廷
な
ど
の
政
府
に
い
な
い
の
に
優
秀
な
人
物
と
い
う
意
味
で
鶯
は
優
秀

な
人
物
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
17
の
和
歌
に
も
鶯
が
出
て
く
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
の
意
味
は
私
は
道
真
自
身
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
ず
、
鶯
は
冬
の
間
は
谷
に
籠
も
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
道
真
が
太
宰
府
に
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14

流
さ
れ
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
鶯
は
遺
賢
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
先
に

も
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
道
真
に
当
て
は
め
る
と
意
味
が
通
る
。
朝
廷
に
属
し
て
い
な

い
優
秀
な
人
物
→
道
真
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
ま
た
鶯
は
道
真
の
暗
示
を
し

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
和
歌
は
、「
な
ぜ
、
私
は
優
秀
な
の
に
朝
廷
に
属
し
て
い
な

い
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
詠
ん
だ
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　こ
こ
ま
で
配
流
前
と
配
流
後
の
和
歌
の
違
い
を
述
べ
て
き
た
が
、
私
が
思
っ
た
の

は
、
意
外
と
違
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
真
は
人
生
で
色
々
な
経
験

を
し
た
の
で
、
和
歌
に
対
す
る
考
え
方
、
ど
う
い
う
和
歌
を
詠
も
う
と
思
っ
た
か
が

変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
思
っ
た
。

お
わ
り
に

　本
稿
で
は
、
菅
原
道
真
の
和
歌
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
ま
ず
和
歌
に
つ
い
て

言
う
な
ら
和
歌
は
色
々
な
内
容
と
形
に
変
化
す
る
も
の
な
の
だ
と
思
っ
た
。
菅
原
道
真

は
波
瀾
万
丈
の
人
生
で
色
々
な
こ
と
を
経
験
し
た
と
思
う
。
そ
の
人
生
の
中
で
和
歌
を

詠
ん
で
、
心
境
の
変
化
な
ど
が
あ
っ
て
変
化
し
て
い
っ
た
と
私
は
思
う
。
詠
む
人
の

気
持
ち
次
第
で
変
わ
る
の
だ
と
初
め
て
知
っ
た
。
次
に
菅
原
道
真
の
和
歌
に
つ
い
て

は
道
真
の
和
歌
は
ま
ず
掛
詞
が
多
い
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
和
歌
を
詠
む
に
当
た
っ

て
掛
詞
は
メ
ジ
ャ
ー
な
技
法
で
歌
人
は
当
た
り
前
に
使
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
真
は

別
に
歌
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
詩
が
専
門
な
の
で
詩
人
と
い
う
印
象
を

持
つ
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
和
歌
も
多
く
残
し
て
い
て
、
し
か
も
百
人
一
首

に
も
選
ば
れ
て
い
た
り
、
和
歌
集
や
私
撰
集
に
も
載
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
歌
人
と

し
て
も
大
成
し
た
人
だ
と
私
は
思
う
。
ま
た
、
道
真
が
残
し
た
和
歌
だ
が
私
が
調
べ
た

中
で
は
38
首
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
多
い
と
思
っ
た
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
漢

詩
が
専
門
な
の
で
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
と
思
う
が
、
意
外
と
和
歌
を
詠
ん
で
い
る

と
い
う
風
に
感
じ
た
。
さ
ら
に
そ
の
和
歌
に
漢
詩
で
あ
る
中
国
の
要
素
を
入
れ
た
和
歌

も
詠
ん
で
い
る
の
で
、
う
ま
く
融
合
さ
せ
た
の
だ
と
思
っ
た
。

　最
後
に
私
は
菅
原
道
真
の
和
歌
と
い
う
あ
ま
り
メ
ジ
ャ
ー
で
は
な
い
ジ
ャ
ン
ル
に

つ
い
て
卒
業
論
文
を
論
じ
て
き
た
。
私
も
調
べ
る
前
ま
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

が
調
べ
て
い
く
内
に
徐
々
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。
学
者
と
し
て
の
一
面
や
怨
霊
の

一
面
が
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
さ
れ
が
ち
だ
が
私
は
も
っ
と
和
歌
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
て

も
い
い
と
思
っ
た
し
、
も
っ
と
道
真
の
和
歌
の
研
究
が
さ
れ
た
ら
面
白
い
と
思
う
。
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