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と
し
こ
と
に
と
ま
ら
ぬ
秋
と
し
り
な
か
ら
お
し
む
心
の
こ
り
す
も
あ
る
か

な
（
一
）

右

お
し
と
い
ひ
て
う
み
へ
も
さ
そ
へ
と
ひ
わ
た
る
い
つ
れ
か
秋
の
わ
た
り
な

る
ら
む
（
二
）

に
あ
る
二
番
歌
の
解
釈
に
焦
点
を
絞
る
も
の
で
あ
る
。
歌
題
「
惜
秋
意
」
を
体

現
す
る
単
純
明
快
な
一
番
歌
に
対
し
、
二
番
歌
は
非
常
に
難
解
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
本
稿
で
は
、
当
該
歌
の
特
色
を
な
す
複
数
の
掛
詞
の
具
体
的
な
意
味

と
他
の
表
現
と
の
関
連
性
を
検
討
し
た
上
で
、
二
番
歌
全
体
の
解
釈
を
提
示
し

た
い
。

一
、「
と
ひ
わ
た
る
」
に
つ
い
て

ま
ず
、
二
番
歌
の
本
文
に
つ
い
て
、『
大
成
』
と
『
新
編
国
歌
大
観
』（
以
下

は
じ
め
に

「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）」（
以
下
本
歌
合
と
い
う
）
は
、
現
存
す
る
四
つ

の
陽
成
院
関
係
歌
合
（
本
歌
合
・
「
陽
成
院
歌
合
（
夏
虫
恋
）」・
「
陽
成
院
親

王
二
人
歌
合
」・
「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
」）
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
本
歌
合

は
、
成
立
時
期
が
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
九
月
九
日
と
伝
わ
り
、『
平
安
朝

歌
合
大
成
』（
以
下
略
称
『
大
成
』）
第
一
巻
〔
二
四
）
1

（
注

〕
に
収
録
さ
れ
て
、
陽
成

院
が
主
催
し
た
私
的
で
小
規
模
な
歌
合
だ
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
残

念
な
が
ら
、
本
歌
合
は
い
ま
だ
注
釈
書
の
類
に
は
収
め
ら
れ
な
い
た
め
、
本
歌

合
に
つ
い
て
の
研
究
は
乏
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
歌
合
の
全
貌
を
把
握
す

る
た
め
に
、
ま
ず
は
各
歌
の
解
釈
か
ら
着
手
し
た
い
。

本
稿
は
、「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）」
の
初
番
）
2

（
注

（
末
尾
に
歌
番
号
を
付
す
）、

左
勝

顧

　

　

　

宇

　

豪

「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）」
二
番
歌
の
解
釈
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い
け
が
み
の
　
り
き
じ

）
4

（
注

ま
ひ
か
も
　
し
ら
さ
ぎ
の
　
ほ
こ
く
ひ
も
ち
て
　

と
び
わ
た
る
ら
む

●
村
上
天
皇
御
集
・
七
二

（
あ
ら
じ
わ
が
身
を
）

さ
と
わ
か
ず
と
び
わ
た
る
な
る
か
り
が
ね
を
雲
井
に
き
く
は
わ
が
身
な
り

け
り

●
拾
遺
和
歌
集
・
巻
十
・
神
楽
歌
・
五
八
六

し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
ふ
し
原
と
び
わ
た
る
し
ぎ
が
は
ね
お
と
お
も
し
ろ
き

か
な

と
あ
る
よ
う
に
、「
た
づ
（
鶴
）」、「
し
ら
さ
ぎ
（
白
鷺
）」、「
か
り
が
ね
（
雁
金
）」、

「
し
ぎ
（
鴫
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
飛
び
渡
る
」
の
主
体
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、「
飛
び
渡
る
」
と
い
う
『
大
成
』
の
校
訂
に
従
え
ば
、
二
番
歌
に

は
鳥
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。
二
番
歌
に
お
い
て
明
白
に
言
及
し
た

鳥
は
存
在
し
な
い
が
、実
は
、初
句
の
「
お
し
と
い
ひ
て
」
に
あ
る
「
お
し
」
は
、

「
を
し
）
5

（
注

」、即
ち
「
鴛
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
鴛
」
と
「
惜
し
」

を
結
び
付
け
た
例
の
初
見
は
、

●
万
葉
集
・
巻
二
十
・
四
五
二
九
・
四
五
〇
五

伊
蘇
能
宇
良
尓
　
都
祢
欲
比
伎
須
牟
　
乎
之
杼
里
能
　
乎
之
伎
安
我
未
波

伎
美
我
末
仁
麻
尓

い
そ
の
う
ら
に
　
つ
ね
よ
ひ
き
す
む
　
を
し
ど
り
の
　
を
し
き
あ
が
み
は

き
み
が
ま
に
ま
に

略
称
『
大
観
』）
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、

惜
し
と
い
ひ
て
う
み
へ
も
さ
そ
へ
と
び
わ
た
る
何
れ
か
秋
の
渡
り
な
る
ら

む
（
萩
谷
朴
）

を
し
と
い
ひ
て
う
み
へ
も
さ
そ
へ
と
ひ
わ
た
る
い
づ
れ
か
あ
き
の
わ
た
り

な
る
ら
ん
（
藤
岡
忠
美
）

と
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
相
違
点
は
、
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
「
と
ひ
わ
た
る
」

に
つ
い
て
の
見
解
と
な
る
。
確
か
に
、
諸
伝
本
を
見
て
み
る
と
、「
と
ひ
わ
た

る
」
と
「
飛
わ
た
る
」
と
い
う
二
つ
の
本
文
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
）
3

（
注

の
で
、『
大
成
』
と
『
大
観
』
の
校
訂
本
文
の
合
理
性
に
つ
い
て
吟
味
す
る
必

要
が
あ
る
。

『
大
成
』
の
示
し
た
本
文
に
よ
れ
ば
、
三
句
の
「
と
ひ
わ
た
る
」
は
、「
飛
び

渡
る
」に
当
た
る
。「
飛
び
渡
る
」は
、一
般
的
に
鳥
に
使
用
す
る
表
現
で
あ
り
、

そ
の
用
例
は
、

●
万
葉
集
・
巻
十
五
・
三
六
四
八
・
三
六
二
六

多
都
我
奈
伎
　
安
之
倍
乎
左
之
弖
　
等
妣
和
多
類
　
安
奈
多
頭
多
頭
志
　

比
等
里
佐
奴
礼
婆

た
づ
が
な
き
　
あ
し
へ
を
さ
し
て
　
と
び
わ
た
る
　
あ
な
た
づ
た
づ
し
　

ひ
と
り
さ
ぬ
れ
ば

●
万
葉
集
・
巻
十
六
・
三
八
五
三
・
三
八
三
一

詠
二
白
鷺
啄
レ
木
飛
一
歌

池
神
　
力
士
儛
可
母
　
白
鷺
乃
　
桙
啄
持
而
　
飛
渡
良
武
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●
大
斎
院
御
集
・
五
二

（
詞
書
省
略
）

と
ひ
わ
た
る
こ
と
の
い
ら
へ
を
せ
ぬ
ひ
と
は
い
た
き
ひ
と
と
も
見
え
も
し

つ
ら
む

●
相
模
集
・
五
六
四

（
雑
）

と
ひ
わ
た
る
人
も
や
あ
る
と
人
し
れ
ず
ま
つ
に
お
と
せ
ぬ
宮
こ
ど
り
か
な

『
大
斎
院
御
集
』・
五
二
に
つ
い
て
、『
大
斎
院
御
集
全
注
釈
）
8

（
注

』
は
「
く
り
か

え
し
問
い
か
け
つ
づ
け
た
こ
と
（
に
つ
い
て
そ
）
の
答
を
し
な
い
人
は
、（
板

の
よ
う
な
、
無
口
で
）
た
い
そ
う
ひ
ど
い
人
だ
と
も
見
え
た
り
も
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。」
と
解
釈
し
て
お
り
、『
相
模
集
』・
五
六
四
に
つ
い
て
、『
相
模
集
全

釈
）
9

（
注

』
は
「
わ
た
し
の
安
否
を
ず
っ
と
気
に
か
け
て
、
尋
ね
て
く
れ
る
人
が
い
る

か
と
ひ
そ
か
に
待
つ
け
れ
ど
、
一
向
に
た
よ
り
を
く
れ
な
い
都
鳥
で
す
こ
と
。」

と
解
釈
し
て
い
る
。以
上
の
よ
う
に
、「
問
ひ
わ
た
る
」は
和
歌
に
お
い
て
、「
ず
っ

と
問
い
つ
づ
け
る
」と
い
っ
た
意
味
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、三
句
を
「
問

ひ
わ
た
る
」
と
想
定
す
る
場
合
、何
か
を
ず
っ
と
問
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
具
体
的
な
問
い
の
内
容
は
、下
の
句
の「
い
づ
れ
か
秋
の
渡
り
な
る
ら
む
」、

即
ち
「
秋
の
渡
り
」
が
ど
こ
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
と
な
る
。
従
っ
て
、
当
該

歌
の
三
句
を
「
と
ひ
わ
た
る
」「
飛
び
わ
た
る
」
の
い
ず
れ
か
に
決
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
下
の
句
の
「
秋
の
渡
り
」
の
具
体
的
な
意
味
を
詳
し
く
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

に
あ
る
「
を
し
ど
り
の
を
し
き
あ
が
み
は
」
で
、
語
呂
合
わ
せ
の
よ
う
に
、「
を

し
ど
り
」
は
「
を
し
き
」
の
序
詞
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
、『
古
今

和
歌
集
』
に
は
、

●
古
今
和
歌
集
・
巻
十
三
・
恋
三
・
六
七
二

池
に
す
む
名
を
を
し
鳥
の
水
を
あ
さ
み
か
く
る
と
す
れ
ど
あ
ら
は
れ
に

け
り

と
い
う
歌
が
あ
り
、こ
の
歌
に
お
け
る
「
名
を
を
し
鳥
の
」と
い
う
表
現
は
、「
名

を
を
し
」
と
「
を
し
鳥
」
を
掛
け
て
お
り
、『
和
歌
文
学
大
系
』（
以
下
略
称
『
和

歌
）
6

（
注

』）
で
は
「
噂
に
な
る
の
を
惜
し
む
鴛
鴦
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
い
ふ
」
と
い
う
表
現
を
加
え
、
初
句
と
最
も
近
似
す
る
用
例
は
、

●
順
集
・
二
九
四

（
池
に
も
み
ぢ
を
う
か
ぶ
、
水
鳥
あ
り
、
馬
に
の
れ
る
人
ゆ
く
、
そ

ら
の
霧
の
な
か
に
雁
な
き
て
渡
る
、
野
に
か
り
す
る
人
あ
り
）

池
の
う
へ
に
う
か
ぶ
も
み
ぢ
の
か
ら
に
し
き
を
し
と
い
ふ
鳥
ぞ
た
た
で
ゐ

た
ら
し

に
あ
る
「
を
し
と
い
ふ
鳥
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、『
和
歌
）
7

（
注

』

で
は
下
の
句
を
「
そ
れ
を
惜
し
い
と
思
っ
て
鴛
鴦
は
裁
ち
切
る
こ
と
な
く
、
飛

び
立
た
ず
に
い
る
ら
し
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
歌
を
参
考
に
す
れ
ば
、

当
該
歌
の
初
句
を
「
惜
し
い
と
思
っ
て
い
る
鴛
鴦
」
と
解
釈
で
き
る
。

一
方
、『
大
観
』の
校
訂
に
従
え
ば
、三
句
は「
問
ひ
わ
た
る
」に
当
た
る
。「
問

ひ
わ
た
る
」
の
用
例
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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ら
む

と
あ
る
よ
う
に
、
季
節
は
天
空
を
経
由
し
て
通
過
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
お

り
、
本
歌
合
に
も
、

目
に
見
え
で
別
る
る
秋
を
惜
し
め
ど
も
大
空
の
み
ぞ
な
が
め
ら
る
ら
む

（
一
二
）

大
空
の
心
ぞ
惑
ふ
目
に
見
え
で
別
る
る
秋
を
惜
し
む
我
が
身
は
（
三
七
）

と
、
空
を
経
由
す
る
秋
の
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
空

を
経
由
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
二
番
歌
に
は
特
に
見
当
た
ら
な
い
の
で

あ
る
。

そ
の
上
、「
渡
り
」
は
多
数
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
意
味
を
も

特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。「
渡
り
」
の
用
例
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

●
躬
恒
集
・
二
七
一

七
日

ひ
さ
か
た
の
あ
ま
の
川
ぎ
り
た
つ
と
き
は
た
な
ば
た
つ
め
の
わ
た
り
な
る

ら
む

●
嘉
言
集
・
二
三

か
た
の
を
す
ぐ
る
ほ
ど
に
川
霧
た
ち
わ
た
る

川
霧
に
そ
こ
と
も
み
え
ず
お
ぼ
つ
か
な
こ
れ
や
か
た
の
の
わ
た
り
な
る

ら
ん

二
、「
秋
の
渡
り
」
の
意
味

で
は
、「
秋
の
渡
り
」
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

実
は
、「
秋
」
が
「
渡
り
」
と
直
接
に
結
び
付
く
例
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。

本
歌
合
は
恐
ら
く
そ
の
初
例
で
、
本
歌
合
の
二
二
番
歌
、

竜
田
川
渡
り
し
秋
に
あ
ら
ぬ
か
な
流
れ
て
紅
葉
常
に
見
る
べ
く

に
あ
る
「
渡
り
し
秋
」
は
そ
の
近
似
表
現
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
用
例
と

し
て
は
、

●
忠
見
集
・
二
八

み
屏
風
に
、
よ
し
の
山

み
よ
し
の
の
や
ま
の
わ
た
り
を
わ
け
く
れ
ば
は
る
の
わ
た
り
に
な
り
に
け

る
か
な

●
経
信
母
集
・
一
三

あ
き
の
く
れ
に
、
す
す
き
の
ま
ね
く
を

わ
が
や
ど
の
ま
へ
わ
た
り
す
る
あ
き
な
ら
ば
か
き
ね
の
す
す
き
ま
ね
き
と

ど
め
よ

が
挙
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
季
節
が
通
り
過
ぎ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
般

的
に
、

●
古
今
和
歌
集
・
巻
三
・
夏
歌
・
一
六
八

み
な
月
の
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る 

（
み
つ
ね
）

夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
ふ
く
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ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、

●
古
今
和
歌
集
・
巻
五
・
秋
歌
下
・
三
一
一

秋
の
は
つ
る
心
を
た
つ
た
河
に
思
ひ
や
り
て
よ
め
る
　
つ
ら
ゆ
き

年
ご
と
に
も
み
ぢ
ば
な
が
す
竜
田
河
み
な
と
や
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む

と
い
う
歌
が
あ
り
、
そ
の
末
尾
「
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む
」
は
構
造
的
に
二
番

歌
の
末
句
「
秋
の
渡
り
な
る
ら
む
」
と
類
似
し
て
い
る
。
な
お
、
本
歌
合
の

二
二
番
歌
、

竜
田
川
渡
り
し
秋
に
あ
ら
ぬ
か
な
流
れ
て
紅
葉
常
に
見
る
べ
く
（
二
二
）

の
紅
葉
が
竜
田
川
に
停
滞
す
る
と
い
う
発
想
も
、
こ
の
歌
の
描
い
た
情
景
と
近

似
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
こ
の
歌
は
、『
大
成
』
に
よ
る
と
寛
平
八
年

（
八
九
六
）
六
月
以
前
に
成
立
し
た
后
宮
胤
子
歌
合
（『
大
観
』
で
は
「
寛
平
御

時
中
宮
歌
合
」
と
称
す
）
に
も
見
ら
れ
る
た
め
、
本
歌
合
に
摂
取
さ
れ
る
可
能

性
が
十
分
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
歌
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
10

（
注

』
で
は
、「
来
る
年
ご
と
に

も
み
じ
葉
を
流
す
竜
田
川
は
、
そ
の
河
口
が
秋
の
泊
ま
り
場
所
な
の
だ
ろ
う

か
。」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
み
な
と
」
は
船
の
停
泊
所
と
い
う
意

味
を
持
っ
て
お
り
、
当
該
歌
で
は
流
れ
て
集
ま
っ
た
紅
葉
が
船
の
よ
う
に
竜
田

川
の
河
口
に
滞
留
す
る
と
い
う
現
実
的
な
風
景
を
、
秋
そ
の
も
の
が
河
口
に

滞
っ
て
い
る
こ
と
に
喩
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、
同
時
代
で

は
ま
れ
で
あ
り
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
あ
る
、

●
赤
染
衛
門
集
・
二

つ
と
め
て
帰
る
に
、
空
い
み
じ
う
き
り
わ
た
る
に
、
ひ
ぐ
ら
し
の
な

き
し
に

い
と
ど
し
く
霧
ふ
る
空
に
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
や
を
ぐ
ら
の
わ
た
り
な
る

ら
ん

●
故
侍
中
左
金
吾
家
集
・
四
九

あ
き
ぎ
り

か
は
ぎ
り
は
を
ち
み
え
ぬ
ま
で
た
ち
に
け
り
い
づ
れ
か
よ
ど
の
わ
た
り
な

る
ら
ん

●
播
磨
守
兼
房
朝
臣
歌
合
・
八

朝
霧
に
み
ち
は
ま
ど
ひ
ぬ
た
つ
た
が
は
い
づ
れ
の
ほ
ど
か
わ
た
り
な
る

ら
ん

●
栄
華
物
語
・
五
七
八

若
葉
さ
す
蘆
の
汀
に
浪
寄
る
は
こ
や
三
島
江
の
渡
り
な
る
ら
ん

●
同
上
・
六
〇
四

あ
と
ば
か
り
見
え
し
な
り
け
り
こ
れ
や
さ
は
長
柄
の
橋
の
渡
り
な
る
ら
ん

用
例
を
見
る
と
、「
渡
り
」
は
、『
躬
恒
集
』
の
歌
が
織
姫
の
天
の
川
を
渡
る

時
を
指
す
以
外
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
川
の
渡
し
場
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、「
秋
の
渡
り
」
は
秋
の
渡
し
場
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
、
二
番
歌

の
二
句
で
は
海
に
言
及
し
て
お
り
、
海
と
の
関
連
を
考
え
れ
ば
、
渡
し
場
と
い

う
意
味
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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合
・
二
一
は
、「
過
ぎ
行
く
春
の
停
泊
所
が
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
な
ら
、
私
も

出
航
し
て
遅
れ
な
い
の
に
」
と
解
釈
で
き
、
春
の
停
泊
所
が
あ
れ
ば
、
船
を
出

し
て
引
き
留
め
に
行
く
と
い
う
反
実
仮
想
の
手
法
を
用
い
て
、
惜
春
の
気
持
ち

を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
る
。
こ
の
歌
で
は
、「
は
る
の
と
ま
り
」
と
い

う
春
の
旅
立
の
停
泊
所
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本

歌
合
の
二
番
歌
の
「
秋
の
渡
り
」
は
「
こ
れ
か
ら
過
ぎ
去
る
秋
の
渡
し
場
」
を

指
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。「
と
ま
り
」
は
季
節
の
停
滞
す
る
こ
と
と
季
節
の

停
泊
所
を
掛
け
て
い
る
の
で
、「
渡
り
」
は
季
節
の
移
り
変
わ
る
こ
と
と
季
節

の
渡
し
場
を
掛
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
過
ぎ
行
こ
う
と
す
る
季

節
を
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
、
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
二
一
で
は
船
で
出
航
し

て
後
を
追
い
、
本
歌
合
の
二
番
歌
で
は
「
海
へ
も
誘
へ
」
と
海
へ
赴
く
と
い
う

動
作
に
繋
が
る
。
即
ち
、
二
番
歌
で
は
、
秋
の
渡
し
場
を
海
港
に
想
定
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
二
一
の
判
詞
を
見
る
と
、
こ
の
歌
は
、
訛

り
が
あ
る
よ
う
で
、
風
格
も
劣
る
と
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
そ
の
内
容
は
や
や

理
解
し
に
く
い
所
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
本
歌
合
の
二
番
歌
に
も
当
て
嵌

ま
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
、「
海
へ
も
誘
へ
」
の
主
体

さ
て
、
二
句
「
海
へ
も
誘
へ
」
に
戻
り
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

く
。
こ
の
命
令
句
に
お
け
る
誘
う
対
象
が
詠
み
手
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

●
古
今
和
歌
六
帖
・
二
〇
四

或
本
み
つ
ね

紅
葉
ば
の
流
れ
て
よ
ど
む
み
な
と
を
ぞ
く
れ
ゆ
く
秋
の
と
ま
り
と
は
見
る

ぐ
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、天
徳
四
年
内
裏
歌
合
に
は
、

●
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
二
〇
・
二
一

十
番
　
暮
春
　
左
勝 

朝
忠

は
な
だ
に
も
ち
ら
で
わ
か
る
る
春
な
ら
ば
い
と
か
く
今
日
は
を
し
ま

まざ
ら
ま
し
と
も

し
や
は
（
二
〇
）

右 

博
古

ゆ
く
は
る
の
と
ま
り
を
し
ふ
る
も
の
な
ら
ば
わ
れ
も
ふ
な
で
て
お
く
れ
ざ

ら
ま
し
（
二
一
）

左
歌
、
首
尾
相
叶
、
ふ
る
ま
ひ
も
あ
り
て
を
か
し

右
歌
、
こ
と
ば
だ
み
た
る
や
う
な
り
、
う
た
が
ら
お
と
れ
り
、
仍
以

左
為
勝

と
、
惜
春
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
る
二
一
番
歌
に
は
「
は
る
の
と
ま
り
」
と
い
う

表
現
が
見
ら
れ
、三
句
の「
ふ
な
で（
船
出
）」を
踏
ま
え
れ
ば
、『
古
今
和
歌
集
』・

三
一
一
と
同
じ
く
、
季
節
が
停
滞
す
る
こ
と
と
船
の
停
泊
所
を
掛
け
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
実
は
、『
貫
之
集
』
に
も
、

●
貫
之
集
・
二
八
六

今
ま
で
に
の
こ
れ
る
岸
の
藤
波
は
春
の
み
な
と
の
と
ま
り
な
り
け
り

と
、
春
の
「
と
ま
り
」
が
詠
ま
れ
た
歌
が
見
受
け
ら
れ
る
。
天
徳
四
年
内
裏
歌
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●
落
窪
物
語
・
四
三

女
（
落
窪
の
君
）

さ
そ
ふ
な
る
風
に
散
り
な
ば
梅
の
花
わ
れ
や
憂
き
み
に
な
り
は
て
ぬ
べ
き

以
上
の
よ
う
に
、「
誘
ふ
」は
、風
と
組
み
合
わ
せ
て
、寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・

八
九
と
『
後
撰
和
歌
集
』・
三
六
〇
で
は
雁
が
秋
風
に
誘
わ
れ
て
飛
来
す
る
こ

と
、『
後
撰
和
歌
集
』・
九
一
と
『
落
窪
物
語
』
で
は
花
が
風
に
散
ら
さ
れ
る
こ

と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
歌
で
は
な
い
が
、『
宇
津
保
物
語
』・
国
譲

下
）
11

（
注

で
は
「
花
誘
ふ
風
ゆ
る
に
吹
け
る
夕
暮
に
、
花
雪
の
ご
と
く
降
れ
る
に
」
と

あ
り
、
花
を
散
ら
す
風
を
「
花
誘
ふ
風
」
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
表
現
は
、「
風
」の
含
ま
れ
な
い
二
番
歌
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、『
千
里
集
』・
二
に
お
け
る
、
鶯
の
鳴
き
声
に
誘
わ
れ
て
花
の
下
に

来
た
と
い
う
表
現
は
重
要
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
前
記
の
よ
う
に
、

初
句
「
お
し
と
い
ひ
て
」
の
「
お
し
」
は
、
鴛
鴦
を
指
す
「
を
し
」
と
掛
け
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
、「
お
し
と
い
ひ
て
」
で
鴛
鴦
が
「
惜
し
」
と
い
う
鳴
き

声
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鴛
鴦
の
鳴
き
声
に

関
し
て
は
、

●
後
撰
和
歌
集
・
巻
十
一
・
恋
三
・
七
七
五

人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
右
大
臣

か
く
れ
ぬ
に
す
む
を
し
ど
り
の
こ
ゑ
た
え
ず
な
け
ど
か
ひ
な
き
物
に
ぞ
有

り
け
る

な
い
が
、
誘
う
と
い
う
動
作
の
主
体
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

「
誘
ふ
」
の
用
例
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

●
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
・
八
九

秋
風
に
さ
そ
は
れ
来
つ
る
雁
が
ね
の
雲
ゐ
は
る
か
に
け
ふ
ぞ
聞
ゆ
る

●
千
里
集
・
二

鶯
声
誘
引
来
花
下

う
ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る
こ
ゑ
に
さ
そ
は
れ
て
花
の
も
と
に
ぞ
我
は
来
に

け
る

●
古
今
和
歌
集
・
巻
十
八
・
雑
歌
下
・
九
三
八

文
屋
の
や
す
ひ
で
み
か
は
の
ぞ
う
に
な
り
て
、
あ
が
た
見
に
は
え
い

で
た
た
じ
や
と
い
ひ
や
れ
り
け
る
返
事
に
よ
め
る

小
野
小
町

わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
ね
を
た
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ

思
ふ

●
後
撰
和
歌
集
・
巻
一
・
春
上
・
九
一

（
題
し
ら
ず
）

吹
く
風
の
さ
そ
ふ
物
と
は
し
り
な
が
ら
ち
り
ぬ
る
花
の
し
ひ
て
こ
ひ
し
き

●
同
上
・
巻
七
・
秋
下
・
三
六
〇

（
題
し
ら
ず
）

秋
風
に
さ
そ
は
れ
渡
る
か
り
が
ね
は
物
思
ふ
人
の
や
ど
を
よ
か
な
ん
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渡
り
鳥
と
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、

●
拾
遺
和
歌
集
・
巻
四
・
冬
・
二
二
六

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

夜
を
さ
む
み
ね
ざ
め
て
き
け
ば
を
し
ど
り
の
浦
山
し
く
も
み
な
る
な
る

か
な

●
同
上
・
巻
四
・
冬
・
二
二
八

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

夜
を
さ
む
み
ね
ざ
め
て
き
け
ば
を
し
ぞ
な
く
払
ひ
も
あ
へ
ず
霜
や
お
く

ら
ん

●
同
上
・
巻
四
・
冬
・
二
三
二

紀
友
則

と
び
か
よ
ふ
を
し
の
は
か
ぜ
の
さ
む
け
れ
ば
池
の
氷
ぞ
さ
え
ま
さ
り
け
る

と
、鴛
鴦
が
冬
鳥
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、前
記
の『
順
集
』・
二
九
四「
池

の
う
へ
に
う
か
ぶ
も
み
ぢ
の
か
ら
に
し
き
を
し
と
い
ふ
鳥
ぞ
た
た
で
ゐ
た
ら

し
」
の
よ
う
に
、
鴛
鴦
が
秋
に
詠
ま
れ
る
用
例
も
確
認
で
き
る
た
め
、
惜
秋
の

歌
に
鴛
鴦
を
詠
む
こ
と
も
間
違
い
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

続
い
て
、
鴛
鴦
の
生
息
地
に
つ
い
て
は
、
和
歌
の
例
を
見
て
み
る
と
、『
万

葉
集
』
に
は
、

●
万
葉
集
・
巻
二
十
・
四
五
三
五
・
四
五
一
一

属
二
目
山
斎
一
作
歌
三
首

乎
之
能
須
牟
　
伎
美
我
許
乃
之
麻
　
家
布
美
礼
婆
　
安
之
婢
乃
波
奈
毛
　

●
同
上
・
巻
二
十
・
慶
賀
哀
傷
・
一
四
〇
〇

あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
女
の
身
ま
か
り
に
け
る
を
こ
ひ
侍
り
け
る
あ

ひ
だ
に
、
よ
ふ
け
て
を
し
の
な
き
侍
り
け
れ
ば閑

院
左
大
臣

ゆ
ふ
さ
れ
ば
ね
に
ゆ
く
を
し
の
ひ
と
り
し
て
つ
ま
ご
ひ
す
な
る
こ
ゑ
の
か

な
し
さ

の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。『
後
撰
和
歌
集
』・
七
七
五
で
は
、
鴛
鴦
が
片
方
の
雄

を
指
し
、
妻
乞
い
の
鳴
き
声
を
発
し
て
い
る
、『
後
撰
和
歌
集
』・
一
四
〇
〇

で
は
、
独
り
寝
の
雄
の
鴛
鴦
が
妻
を
恋
い
慕
っ
て
声
を
発
し
て
お
り
、
ま
た
、

い
ず
れ
も
鴛
鴦
の
鳴
き
声
に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
。
前
者
の
詠
者
は
藤
原
師
輔

だ
が
、
後
者
の
詠
者
は
藤
原
冬
嗣
で
、
そ
の
生
没
年
は
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）

〜
天
長
三
年
（
八
二
六
）
と
な
る
た
め
、
和
歌
に
お
け
る
鴛
鴦
の
鳴
き
声
に
対

す
る
注
目
は
本
歌
合
以
前
に
既
に
存
在
し
た
と
考
え
る
。
と
す
れ
ば
、
鴛
鴦
と

海
、
そ
し
て
鴛
鴦
と
秋
の
関
係
に
つ
い
て
も
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、鴛
鴦
の
生
態
に
つ
い
て
、『
日
本
の
野
鳥
650
』）

12

（
注

「
オ
シ
ド
リ
」
条
の
「
分

布
・
生
息
環
境
」
に
、

留
鳥
ま
た
は
冬
鳥
。
主
に
本
州
中
部
以
北
で
繁
殖
し
、
冬
は
西
日
本
で
越

冬
す
る
も
の
が
多
い
。
東
北
地
方
以
北
で
は
ほ
ぼ
夏
鳥
。
森
林
の
水
辺
で

樹
洞
を
使
っ
て
繁
殖
し
、
山
間
の
渓
流
を
好
み
、
湖
沼
、
池
、
河
川
に
生

息
す
る
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
近
畿
地
方
に
お
い
て
は
、
鴛
鴦
は
秋
に
飛
来
す
る
の
で
、
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す
体
験
か
ら
鴛
鴦
の
浮
き
寝
を
連
想
し
て
お
り
、
広
田
社
歌
合
承
安
二
年
・

七
〇
で
は
相
伴
う
海
人
の
舟
を
鴛
鴦
に
喩
え
て
い
る
。
こ
の
二
首
の
歌
は
い
ず

れ
も
鴛
鴦
を
比
喩
と
し
て
詠
ん
で
お
り
、
実
際
に
海
に
生
息
す
る
鴛
鴦
を
詠
ん

で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
鴛
鴦
を
海
と
強
く
結
び
付
け
る
の
は
難
し
い
。

た
だ
し
、
都
人
に
と
っ
て
身
近
な
海
は
、
一
般
的
に
は
現
在
の
大
阪
湾
が
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
は
難
波
潟
と
呼
ば
れ
る
湿
地
帯
が
広
が
っ
て
い
た

と
想
定
す
る
と
、鴛
鴦
が
そ
こ
に
生
息
し
て
い
た
可
能
性
も
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

前
記
の
よ
う
に
、
下
の
句
の
「
秋
の
渡
り
」
は
、
海
の
沿
岸
部
に
あ
る
港
だ
と

推
測
し
て
い
る
の
で
、
場
所
と
し
て
は
、
大
阪
湾
の
沿
岸
部
と
一
致
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
鴛
鴦
を
海
と
結
び
付
け
て
詠
む
の
は
、
和
歌
的

に
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
表
現
だ
が
、
現
実
的
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
考

え
る
。

四
、
二
句
と
三
句
の
関
係

前
記
の
よ
う
に
、
二
句
「
海
へ
も
誘
へ
」
は
、
鴛
鴦
の
鳴
き
声
が
詠
み
手
を

海
の
沿
岸
部
に
誘
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
番
歌
の
下
の
句
で
は

詠
み
手
が
沿
岸
部
で
秋
の
過
ぎ
去
る
港
を
尋
ね
る
と
い
う
流
れ
に
な
る
と
考
え

る
と
、
一
つ
疑
問
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
詠
み
手
が
沿
岸
部
に
行
く
過

程
で
あ
る
。
こ
の
問
題
か
ら
二
句
と
三
句
の
関
係
を
考
え
た
い
。

ま
ず
、
二
句
「
海
へ
も
誘
へ
」
に
あ
る
「
も
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
お

き
た
い
。「
へ
も
」
の
用
例
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

左
伎
尓
家
流
可
母

を
し
の
す
む
　
き
み
が
こ
の
し
ま
　
け
ふ
み
れ
ば
　
あ
し
び
の
は
な
も
　

さ
き
に
け
る
か
も

と
い
う
歌
が
あ
り
、『
和
歌
）
13

（
注

』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
は
前
記
の
『
万
葉
集
』・

四
五
二
九
・
四
五
〇
五
と
共
に
式
部
大
輔
中
臣
清
麻
呂
邸
で
の
宴
会
の
歌
で
あ

り
、「
き
み
」が
主
人
の
清
麻
呂
を
指
す
た
め
、「
を
し
の
す
む
き
み
が
こ
の
し
ま
」

は
清
麻
呂
邸
の
庭
池
に
鴛
鴦
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。上
記
の『
古

今
和
歌
集
』・
六
七
二
、『
順
集
』・
二
九
四
、『
拾
遺
和
歌
集
』・
二
三
二
も
同

様
に
鴛
鴦
が
池
に
住
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
、
和
歌
に
お
い
て
、
鴛
鴦
は

庭
の
池
に
住
む
印
象
が
定
着
し
て
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
鴛
鴦
が
海
と
共
に
詠
ま
れ
る
例
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
例
は
次

の
よ
う
に
な
る
。

●
千
載
和
歌
集
・
巻
八
・
羇
旅
歌
・
五
〇
二
・
五
〇
三

海
の
つ
ら
に
ふ
ね
な
が
ら
あ
か
し
て
、
よ
み
侍
り
け
る
　
和
泉
式
部

水
の
う
へ
に
う
き
ね
を
し
て
ぞ
お
も
ひ
し
る
か
か
れ
ば
を
し
も
鳴
く
に
ぞ

有
り
け
る

●
広
田
社
歌
合
承
安
二
年
・
七
〇

宰
相
中
将
実
守

な
ご
の
う
み
に
た
つ
と
も
み
え
ぬ
を
し
が
も
や
と
ほ
ざ
か
り
ゆ
く
あ
ま
の

と
も
ぶ
ね

『
千
載
和
歌
集
』
五
〇
二
・
五
〇
三
で
は
和
泉
式
部
が
船
の
上
で
一
晩
を
過
ご
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歌
二
句
は
命
令
句
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
点
か
ら
見
て
も
こ
の
場
合
の

「
も
」
は
用
法
的
に
強
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い

も
の
は
、「
へ
も
」
が
下
接
し
た
「
海
」
と
い
う
場
所
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

二
句
に
お
い
て
海
岸
を
強
調
す
る
の
は
、
や
は
り
空
間
的
に
は
容
易
に
ア
ク
セ

ス
で
き
な
い
場
所
だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
命
令
句
で
あ
る
二
句
は
そ
も
そ

も
誇
張
的
な
表
現
だ
と
も
言
え
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ク
セ
ス
し
に
く
い
海
岸
に
詠
み
手
が
ど
の
よ
う
に
赴

く
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
二
一
の
下
の
句
「
わ
れ
も
ふ

な
で
て
お
く
れ
ざ
ら
ま
し
」
で
は
、
い
つ
で
も
旅
立
と
う
と
す
る
春
の
停
泊
所

に
赴
く
た
め
に
、早
く
出
航
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、

二
番
歌
の
場
合
、
す
ぐ
に
も
過
ぎ
去
ろ
う
と
す
る
秋
を
惜
し
ん
で
、
一
刻
も
早

く
秋
が
出
発
す
る
港
の
所
在
す
る
海
岸
に
行
き
た
い
と
い
う
の
は
自
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
詠
み
手
の
所
在
位
置
と
想
定
さ
れ
る
都
か
ら
、
陸
路
も
し
く
は

水
路
を
通
し
て
海
岸
に
行
く
の
は
、
客
観
的
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
三
句
「
と
ひ
わ
た
る
」
が
「
飛
び
渡
る
」
に
当

た
る
可
能
性
で
あ
る
。
三
句
が
「
飛
び
渡
る
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詠
み
手
が

自
身
を
鳥
に
喩
え
て
、
空
路
を
通
し
て
海
岸
に
迅
速
に
赴
く
と
い
う
惜
秋
の
感

情
を
強
調
す
る
誇
張
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
な
お
、
上
記
の
「
誘
ふ
」
の

用
例
に
は
、
雁
が
秋
風
に
誘
わ
れ
て
飛
来
す
る
こ
と
を
詠
む
例
が
見
ら
れ
、
特

に
『
後
撰
和
歌
集
』・
三
六
〇
「
秋
風
に
さ
そ
は
れ
渡
る
か
り
が
ね
は
物
思
ふ

●
古
今
和
歌
集
・
巻
十
四
・
恋
歌
四
・
六
九
三

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

君
こ
ず
は
ね
や
へ
も
い
ら
じ
こ
紫
わ
が
も
と
ゆ
ひ
に
し
も
は
お
く
と
も

●
躬
恒
集
〔
第
七
巻
〕・
二
九
八

お
な
じ
御
時
、
し
づ
め
る
よ
し
を
思
ひ
て
、
あ
る
く
ら
人
に
つ
か
は

し
け
る

い
づ
く
へ
も
は
る
の
ひ
か
り
は
わ
か
な
く
に
ま
だ
み
よ
し
野
の
山
は
雪

ふ
る

●
貫
之
集
〔
第
三
巻
〕・
一
一
四

旅
を
帰
る
雁
ど
も
あ
り

と
も
ど
も
と
お
も
ひ
き
つ
れ
ど
雁
金
は
お
な
じ
里
へ
も
か
へ
ら
ざ
り
け
り

●
同
上
〔
第
三
巻
〕・
三
六
四

み
ち
行
く
人
、
馬
に
の
り
て
ぶ
ち
し
て
月
を
さ
し
て
み
る

照
る
月
を
見
ざ
ら
ま
し
か
ば
烏
羽
玉
の
よ
る
は
物
へ
も
ゆ
か
ず
ぞ
あ
ら

ま
し

●
同
上
〔
第
七
巻
〕・
三
八

は
な
の
き
の
も
と
か
へ
り
な
ん
と
て
よ
め
る

わ
れ
は
き
て
家
へ
と
ゆ
く
を
ち
る
は
な
は
さ
き
し
枝
へ
も
か
へ
ら
ざ
り

け
り

以
上
の
「
へ
も
」
の
用
例
を
確
認
す
る
と
、
い
ず
れ
も
下
に
打
消
し
語
を
伴

う
の
で
、「
も
」
は
文
法
的
に
は
強
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
当
該
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で
あ
る
。
し
か
し
、結
果
的
に
は
言
葉
足
ら
ず
で
、晦
渋
な
歌
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
、
二
番
歌
が
先
行
歌
の
表
現
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
且
つ
斬
新
な

発
想
を
大
胆
に
詠
み
込
む
こ
と
自
体
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
歌
合
の
参
加
者
に
関
し
て
は
不
明
だ
が
、
拙
稿
）
14

（
注

の
考
察
を
通
し
て
、

陽
成
院
関
係
歌
合
に
属
す
る
「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
で
は
陽
成
院
の
両
親

王
、「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
」
で
は
元
良
親
王
の
二
人
の
娘
が
左
右
の
頭
を

担
当
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
本
歌
合
も
ま
た
陽
成
院
の
親
族
を
中
心
に

構
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
拙
稿
）
15

（
注

で
述
べ
た
よ

う
に
、
本
歌
合
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
周
辺
の
先
行
歌
の
摂
取
が
見
ら
れ
、
習

作
的
な
一
面
が
窺
え
る
。
先
行
歌
表
現
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
斬
新
な

発
想
を
大
胆
に
詠
み
込
む
と
い
っ
た
二
番
歌
の
方
針
は
、
本
歌
合
の
習
作
的
な

性
質
と
合
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
二
番
歌
の
初
句
・
末
尾
と
類
似

す
る
、を

し
と
お
も
ふ
心
そ
ふ
か
き
あ
ま
の
川
な
か
れ
て
秋
の
と
ま
り
な
る
ら
む

（
一
三
）

が
見
ら
れ
、
そ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
今
後
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。

﹇
付
記
﹈

本
稿
に
お
い
て
引
用
し
た
和
歌
は
、
特
に
断
ら
な
い
場
合
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
古
典

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
に
よ
る
。「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）」
の
本
文
は
、
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
収
載
さ
れ
て
い
る
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
の
画
像
を
底
本
に
し
、
適
宜
漢
字
を
当
て

人
の
や
ど
を
よ
か
な
ん
」
に
あ
る
「
さ
そ
は
れ
渡
る
」
と
い
う
表
現
は
、
二
番

歌
の
二
・
三
句
に
お
け
る
「
海
へ
誘
っ
て
飛
び
渡
る
」
と
い
う
情
景
と
類
似
し

て
い
る
。
即
ち
、
詠
み
手
が
鴛
鴦
の
鳴
き
声
に
よ
る
海
岸
へ
の
誘
い
を
聞
き
、

鳥
の
よ
う
に
飛
ん
で
行
く
、
と
い
う
奇
抜
な
発
想
が
二
・
三
句
に
仕
込
ま
れ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
三
句
は
「
問
ひ
わ
た
る
」
も
掛
か
っ
て

お
り
、
下
の
句
の
疑
問
句
へ
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
「
陽
成
院
歌
合
（
惜
秋
意
）」
の
二
番
歌
の
解
釈

を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
二
番
歌
の
現
代
語
訳
は
次
の
よ
う
に

な
る
。「

を
し
」
と
鳴
い
て
、
秋
と
の
別
れ
が
惜
し
い
と
思
う
鴛
鴦
よ
、（
同
じ
く

秋
を
惜
し
い
と
思
う
私
を
）
海
へ
も
誘
っ
て
く
れ
。
私
は
（
至
急
、
鳥
の

よ
う
に
）
海
を
飛
び
渡
り
、
そ
こ
で
ず
っ
と
尋
ね
続
け
る
、「
い
ず
こ
が

秋
の
過
ぎ
去
る
渡
し
場
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
。（
秋
を
探
し
出
し
て
留
め

る
つ
も
り
だ
）。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
二
番
歌
は
、
全
体
的
に
誇
張
的
な
表
現
で
詠

ま
れ
て
お
り
、
修
辞
技
法
に
お
い
て
は
、
所
々
に
比
喩
や
擬
人
な
ど
の
手
法
が

施
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。「
惜
し
」と
「
鴛
（
を
し
）」、「
問
ひ
わ
た
る
」と
「
飛

び
渡
る
」、季
節
の
移
り
変
わ
り
を
意
味
す
る
「
渡
り
」
と
渡
し
場
を
指
す
「
渡

り
」、
と
い
う
三
つ
の
掛
詞
が
用
い
ら
れ
、
濃
縮
し
た
内
容
を
作
り
上
げ
た
の
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二
〇
〇
六
年
）。
九
五
〜
一
〇
一
頁
。

（
9
）
武
内
は
る
恵
ほ
か
『
私
家
集
全
釈
叢
書
12
　
相
模
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、

一
九
九
一
年
）。
五
二
八
頁
。

（
10
）
小
島
憲
之
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
5
　
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
）。

（
11
）
中
野
幸
一
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
16
　
う
つ
ほ
物
語
③
』（
小
学
館
、

一
九
九
九
年
）。
三
九
一
頁
。

（
12
）
真
木
宏
造
ほ
か
『
決
定
版
　
日
本
の
野
鳥
650
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
13
）
稲
岡
耕
二
『
和
歌
文
学
大
系
4
　
萬
葉
集
（
四
）』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
五
年
）。

五
七
二
〜
五
八
〇
頁
。

（
14
）「「
陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
」
の
成
立
事
情
再
考
：
名
称
に
対
す
る
疑
問
を
手
が
か
り

に
」、『
古
代
中
世
文
学
論
考
　
第
四
九
集
』（
新
典
社
、
二
〇
二
三
年
五
月
）。
五
一

〜
七
一
頁
。

「
陽
成
院
一
宮
姫
君
歌
合
の
本
質
：
陽
成
院
関
係
の
歌
合
及
び
返
歌
合
と
し
て
」、『
表
現
技

術
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
。
一
〜
一
二
頁
。

（
15
）「「
陽
成
院
歌
合（
惜
秋
意
）」に
お
け
る
先
行
歌
摂
取
」、『
表
現
技
術
研
究
』第
一
八
号
、

二
〇
二
三
年
三
月
。
二
七
〜
四
三
頁
。

―
こ
・
う
ご
う
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

て
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
歌
の
歌
番
号
は
、
便
宜
上
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌
番
号

と
一
致
さ
せ
た
。

本
稿
は
令
和
四
年
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
集
会
で
の
口
頭
発
表
を
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。
席
上
ご
教
示
頂
い
た
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

﹇
注
﹈

（
1
）
萩
谷
朴
『
増
補
新
訂
　
平
安
朝
歌
合
大
成
　
第
一
巻
』（
同
朋
舎
出
版
、一
九
九
五
年
）

に
よ
る
。
二
〇
四
〜
二
〇
八
頁
。

（
2
）
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
に
よ
る
翻
刻
本
文
。

（
3
）
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収
録
さ
れ
て
い
る
肥
前
島
原
松
平
文
庫
本
・
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
本
・
島
根
大
学
図
書
館
蔵
本
・
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
本
で
は
「
と
ひ
わ
た
る
」、
群

書
類
従
本
で
は
「
飛
わ
た
る
」
と
あ
る
。

（
4
）
当
該
箇
所
の
「
力
士
」
は
『
新
編
国
歌
大
観
』・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
「
り
き
じ
」、『
和
歌
文
学
大
系
』
で
は
「
り
き
し
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
底
本
で
は
「
お
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
本
に
お
い
て
「
惜
し
」
を
意
味
す
る

語
の
表
記
に
は
「
お
し
」
と
「
を
し
」
の
混
用
が
見
ら
れ
る
。「
お
し
」
と
表
記
さ
れ

た
歌
の
番
号
：
1
・
2
・
4
・
5
・
6
・
7
・
8
・
10
・
11
・
12
・
16
・
18
・
21
・

23
・
27
・
31
・
32
・
34
・
35
・
36
・
37
・
38
・
39
・
43
。「
を
し
」
と
表
記
さ
れ
た
歌

の
番
号
：
3
・
13
・
20
・
25
・
30
・
33
・
45
・
46
。
こ
の
た
め
、
当
該
歌
の
「
お
し
」

に
つ
い
て
も
「
を
し
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
）
久
保
田
淳
ほ
か
『
和
歌
文
学
大
系
5
　
古
今
和
歌
集
』（
明
治
書
院
、
二
〇
二
一
年
）。

二
〇
一
頁
。

（
7
）
新
藤
協
三
ほ
か
『
和
歌
文
学
大
系
52
　
三
十
六
歌
仙
集
（
二
）』（
明
治
書
院
、

二
〇
一
二
年
）。
八
三
頁
。

（
8
）
石
井
文
夫
ほ
か
『
和
歌
文
学
注
釈
叢
書
2
　
大
斎
院
御
集
全
注
釈
』（
新
典
社
、


