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詞林　第53号　2013年4月

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
に
は
数
箇
所
の
不
審
な
季
節
表
現
が
あ
る
。
そ
れ
は

例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

伊
予
介
、
神
無
月
の
朔
日
ご
ろ
に
下
る
。（
略
）
今
日
ぞ
、
冬
立

つ
日
な
り
け
る
も
し
る
く
、
う
ち
し
ぐ
れ
て
、
空
の
け
し
き
い
と

あ
は
れ
な
り
。
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、

過
ぎ
に
し
も
け
ふ
別
る
る
も
二
道
に
行
く
方
知
ら
ぬ
秋
の
暮

か
な 

（
夕
顔
・
①
・
一
九
四
〜
一
九
五
）

源
氏
は
亡
く
な
っ
た
夕
顔
と
今
日
下
向
す
る
空
蝉
を
思
っ
て
「
行
く
方

知
ら
ぬ
秋
の
暮
」
と
詠
む
。
し
か
し
、
こ
れ
は
神
無
月
、
冬
に
詠
ま
れ

た
歌
で
あ
っ
た
。
歌
や
会
話
で
実
際
の
季
節
と
は
異
な
る
季
節
が
語
ら

れ
る
こ
の
よ
う
な
現
象
（
以
下
、「
季
節
並
立
」
と
す
る
）
は
、
他
に
も

篝
火
巻
・
藤
裏
葉
巻
・
若
菜
上
巻
に
一
例
ず
つ
、
葵
巻
に
二
例
が
見
え

る（
１
）。田

中
新
一
氏
は
当
時
の
四
季
区
分
が
暦
月
に
加
え
、
二
十
四
節
気
に

よ
っ
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
二
十
四
節
気
上
の
季
節
を
適
用

す
る
こ
と
で
、
こ
の
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
さ
れ
た（

２
）。
し
か
し
、
当
該

箇
所
の
よ
う
に
暦
月
（
神
無
月
）
も
二
十
四
節
気
（
冬
立
つ
日
）
も
同

一
の
季
節
を
示
す
場
合
、
矛
盾
は
依
然
と
し
て
横
た
わ
る
。

こ
の
問
題
は
葵
巻
の
一
例
を
除
き（

３
）、
田
中
氏
以
降
長
く
扱
わ
れ
な

か
っ
た
。
篝
火
巻
で
、
秋
に
「
夏
の
月
な
き
ほ
ど
」
と
言
う
源
氏
の
言

葉
に
対
し
、『
弄
花
抄
』
の
「
秋
も
い
ま
た
あ
つ
き
比
は
大
か
た
夏
の

心
あ
り
其
儀
也（

４
）」
を
引
く
新
編
全
集
、『
細
流
抄
』
と
田
中
氏
の
論
を

挙
げ
る
新
大
系
、
同
趣
旨
の
集
成
も
、
そ
の
他
の
箇
所
に
つ
い
て
は
沈

黙
を
貫
い
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
季
節
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と

は
言
を
俟
た
ず
、
例
え
ば
六
条
院
四
季
の
町
の
崩
壊
は
作
品
に
お
け
る

大
事
件
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
明
ら
か
に

奇
異
な
季
節
上
の
現
象
は
看
過
さ
れ
て
き
た
。
正
常
に
運
行
す
る
季
節

が
源
氏
の
栄
華
を
保
障
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
が
反
転
し

た
画
像
の
よ
う
に
季
節
表
現
の
方
法
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
同
様
に
、

季
節
並
立
を
通
し
て
し
か
浮
か
び
上
が
ら
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
季
節

表
現
は
確
か
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
季
節
矛
盾
の
再
検
討　

　
　
　
　
　
　

瓦
井　

裕
子
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本
稿
は
こ
の
よ
う
な
季
節
並
立
現
象
に
考
察
を
加
え
、『
源
氏
物
語
』

の
季
節
表
現
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、

季
節
提
示
の
方
法
を
端
緒
に
、
物
語
展
開
の
枠
組
み
と
な
る
季
節
を
視

座
と
し
て
考
察
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
考
察
対
象
は
正
編
に
限
定
す
る
。
季
節
並
立
が
正
編

の
み
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る

よ
う
に
、
正
続
の
間
で
季
節
表
現
が
大
き
く
異
な
り
、
同
列
の
分
析
は

危
う
さ
を
は
ら
む
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

一
、
季
節
提
示
の
方
法

『
源
氏
物
語
』が
季
節
の
選
択
を
極
め
て
慎
重
に
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、

早
く
に
上
坂
信
男
氏
が
、

「
夕
霧
」
巻
は
、「
鈴
虫
」
巻
の
夏
秋
を
挿
ん
で
、
翌
年
す
な
わ
ち

源
氏
五
十
才
の
秋
冬
を
背
景
に
描
か
れ
る
。
お
よ
そ
季
節
を
飛
ば

す
と
い
う
こ
と
は
、
場
面
設
定
に
も
っ
と
も
適
当
な
季
節
を
選
ぶ

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
夕
霧
」
巻
が
秋
で
始
ま
り
、
巻
の
三
分

の
二
が
秋
を
背
景
に
展
開
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
内
容
と
背
景

と
の
関
連
と
い
う
意
味
で
も
注
目
に
価
す
る
と
思
う（

５
）。

と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
渋
谷
栄
一
氏
が
、

源
氏
物
語
で
は
、
季
節
と
物
語
と
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
語
ら

れ
て
い
る
。
春
を
背
景
と
し
て
語
ら
れ
る
物
語
と
そ
の
主
題
―
―

こ
こ
で
は
個
々
の
物
語
あ
る
い
は
そ
の
場
面
等
の
限
定
し
た
意
味

で
用
い
る
―
―
た
と
え
ば
、
人
生
の
節
目
節
目
に
あ
た
る
よ
う
な
、

(1)
誕
生
、
(2)
異
性
と
の
出
逢
い
、
と
い
う
主
題
が
春
を
季
節
的
背

景
と
し
て
多
く
語
ら
れ
、
(3)
密
会
及
び
密
通
、
(4)
病
気
や
妊
娠
と

い
う
主
題
が
夏
を
季
節
的
背
景
と
し
て
多
く
語
ら
れ
、
(5)
死
別
や

(6)
生
別
離
と
い
う
主
題
が
秋
及
び
冬
を
季
節
的
背
景
と
し
て
多
く

語
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る（

６
）。

と
述
べ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。
物
語
と
季
節
が
有
機
的
に
関
わ
る
『
源

氏
物
語
』
は
、
季
節
を
均
等
に
推
移
さ
せ
、
ま
た
描
く
こ
と
を
初
め
か

ら
企
図
し
て
い
な
い
。

正
編
に
お
い
て
描
か
れ
る
季
節
は
百
五
に
上
る
。
そ
し
て
当
然
、
そ

の
季
節
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
表
現
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

「
二
月
の
二
十
日
あ
ま
り
、南
殿
の
桜
の
宴
せ
さ
せ
た
ま
ふ（
花
宴
・
①
・

三
五
三
）」
の
よ
う
に
暦
月
を
示
す
も
の
、「
五
月
雨
の
空
め
づ
ら
し
く

晴
れ
た
る
雲
間
に
渡
り
た
ま
ふ
（
花
散
里
・
②
・
一
五
四
）」
の
よ
う
に

景
物
や
行
事
を
示
す
も
の
、「
御
わ
ざ
な
ど
も
過
ぎ
て
、
事
ど
も
静
ま

り
て
、
帝
も
の
心
細
く
思
し
た
り
（
薄
雲
・
②
・
四
四
九
）」
の
よ
う
に
、

共
通
認
識
の
あ
る
一
定
期
間
の
経
過
を
示
す
も
の
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

直
接
的
に
、

秋
の
こ
ろ
ほ
ひ
な
れ
ば
、
も
の
の
あ
は
れ
と
り
重
ね
た
る
心
地
し

て
、
そ
の
日
と
あ
る
暁
に
、
秋
風
涼
し
く
て
虫
の
音
も
と
り
あ
へ

ぬ
に
、
海
の
方
を
見
出
だ
し
て
ゐ
た
る
に
、
入
道
、
例
の
後
夜
よ

り
も
深
う
起
き
て
、
鼻
す
す
り
う
ち
し
て
行
ひ
い
ま
し
た
り
。

（
松
風
・
②
・
四
〇
三
）

と
、
春
夏
秋
冬
の
語
を
も
っ
て
明
示
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
多
様
な
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提
示
方
法
は
、
季
節
が
画
一
的
な
も
の
で
は
な
い
の
と
同
様
、
季
節
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
単
な
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

上
坂
氏
の
問
題
と
さ
れ
る
の
が
小
野
と
宇
治
と
い
う
限
定
的
な
場
で

あ
る
よ
う
に
、
ま
た
渋
谷
氏
が
物
語
と
主
題
の
関
係
を
「
傾
向
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
長
大
な
『
源
氏
物
語
』
全
体
に
季
節
と
内
容
の
一
致

を
想
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

蛍
巻
の
夏
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
源
氏
の
懸
想
に
対
す
る
玉
鬘
の

困
惑
か
ら
始
ま
る
こ
の
巻
は
、
以
下
の
よ
う
に
季
節
を
明
示
す
る
。

兵
部
卿
宮
な
ど
は
、
ま
め
や
か
に
責
め
き
こ
え
た
ま
ふ
。
御
労
の

ほ
ど
は
い
く
ば
く
な
ら
ぬ
に
、
五
月
雨
に
な
り
ぬ
る
愁
へ
を
し
た

ま
ひ
て
、「
す
こ
し
け
近
き
ほ
ど
を
だ
に
ゆ
る
し
た
ま
は
ば
。
思

ふ
こ
と
を
も
片
は
し
は
る
け
て
し
が
な
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
る
を
、

…
… 
（
蛍
・
③
・
一
九
六
）

源
氏
は
蛍
兵
部
卿
宮
の
恋
を
煽
り
な
が
ら
、
抑
え
が
た
い
玉
鬘
へ
の

思
い
を
自
制
す
る
。「
五
日
に
は
」
宮
と
玉
鬘
の
贈
答
を
描
い
た
後
、

物
語
の
視
線
は
六
条
院
で
催
さ
れ
た
馬
場
の
競
射
に
移
る
。
こ
の
日
、

源
氏
は
珍
し
く
花
散
里
の
許
に
泊
ま
っ
た
。「
長
雨
例
の
年
よ
り
も
い

た
く
し
て
、
晴
る
る
方
な
く
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
」、
六
条
院
の
女
君
た

ち
は
絵
や
物
語
に
熱
中
し
、
玉
鬘
を
相
手
に
物
語
論
、
紫
上
に
は
姫
君

の
教
育
に
つ
い
て
語
る
。
そ
の
後
話
題
は
夕
霧
と
雲
居
雁
の
恋
に
移
り
、

続
い
て
内
大
臣
の
夢
見
が
語
ら
れ
る
。

舞
台
は
夏
の
町
を
中
心
と
す
る
蛍
巻
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
夏
の
町

に
住
む
玉
鬘
へ
の
懸
想
か
ら
起
筆
し
つ
つ
も
、
物
語
は
行
事
、
花
散
里
、

そ
し
て
春
の
町
に
住
む
紫
上
と
明
石
姫
君
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
同
じ

夏
の
内
で
は
あ
る
も
の
の
、
多
岐
に
わ
た
る
事
象
が
描
か
れ
て
い
る
。

で
は
、
薄
雲
巻
の
次
の
よ
う
な
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
桂
の
住
ま
ひ
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、

上
の
空
な
る
心
地
の
み
し
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
を
、
君
も
、（
略
）

「
さ
ら
ば
こ
の
若
君
を
。
か
く
て
の
み
は
便
な
き
こ
と
な
り
。
思

ふ
心
あ
れ
ば
か
た
じ
け
な
し
。
対
に
聞
き
お
き
て
常
に
ゆ
か
し
が

る
を
、
し
ば
し
見
な
ら
は
さ
せ
て
、
袴
着
の
こ
と
な
ど
も
人
知
れ

ぬ
さ
ま
な
ら
ず
し
な
さ
ん
と
な
む
思
ふ
」
と
、
ま
め
や
か
に
語
ら

ひ
た
ま
ふ
。 

（
薄
雲
・
②
・
四
二
七
）

松
風
巻
か
ら
の
懸
案
事
項
だ
っ
た
明
石
姫
君
養
女
の
件
が
、
薄
雲
巻

冒
頭
で
顕
在
化
す
る
。
明
石
君
は
苦
悩
と
逡
巡
を
経
て
、
遂
に
姫
君
を

手
放
す
こ
と
を
決
心
す
る
。

う
ち
泣
き
つ
つ
過
ぐ
す
ほ
ど
に
、
十
二
月
に
も
な
り
ぬ
。
雪
、
霰

が
ち
に
、
心
細
さ
ま
さ
り
て
、
あ
や
し
く
さ
ま
ざ
ま
に
も
の
思
ふ

べ
か
り
け
る
身
か
な
、
と
う
ち
嘆
き
て
、
常
よ
り
も
こ
の
君
を
撫

で
つ
く
ろ
ひ
つ
つ
見
ゐ
た
り
。
雪
か
き
く
ら
し
降
り
つ
も
る
朝
、

来
し
方
行
く
末
の
こ
と
残
ら
ず
思
ひ
つ
づ
け
て
、
例
は
こ
と
に
端

近
な
る
出
で
ゐ
な
ど
も
せ
ぬ
を
、
汀
の
氷
な
ど
見
や
り
て
、
…
…

（
薄
雲
・
②
・
四
三
一
〜
四
三
二
）

明
石
君
の
悲
嘆
と
大
堰
の
厳
峻
な
冬
の
景
は
一
体
と
な
っ
て
語
ら
れ
、

物
語
は
冬
の
深
ま
り
と
共
に
進
行
す
る
。「
こ
の
雪
す
こ
し
と
け
」
た
頃
、
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源
氏
は
姫
君
を
引
き
取
る
た
め
大
堰
を
訪
れ
た
。
姫
君
は
六
条
院
の
生

活
に
馴
染
み
、
紫
上
に
気
に
入
ら
れ
て
無
事
に
袴
着
を
終
え
る
。
源
氏

は
残
さ
れ
た
明
石
君
の
嘆
き
を
思
い
や
っ
て
頻
繁
に
文
を
遣
わ
す
が
、

紫
上
も
も
は
や
そ
れ
に
口
を
は
さ
む
こ
と
は
な
い
。

薄
雲
巻
の
冬
は
明
石
姫
君
の
処
遇
問
題
に
始
ま
り
、
六
条
院
に
引
き

取
ら
れ
た
後
の
関
係
者
の
様
子
を
描
い
て
幕
を
下
ろ
す
。
そ
の
間
、
物

語
は
明
石
姫
君
養
女
の
物
語
と
い
う
ひ
と
つ
の
主
題
し
か
扱
わ
な
い
。

し
か
も
単
に
一
つ
の
主
題
を
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
題
の
発
端
か

ら
解
決
ま
で
を
す
べ
て
薄
雲
巻
の
冬
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
語
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
薄
雲
巻
の
冬
は
明
石
姫
君
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
舞
台
で
あ

り
、
同
時
に
そ
の
心
情
を
内
包
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
季
節
の
用
い
方
は
、
例
え
ば
玉
鬘
巻
に
も
見
ら
れ
る
。

筑
紫
か
ら
上
京
し
た
玉
鬘
の
不
安
と
共
に
、
玉
鬘
巻
の
秋
は
始
ま
る
。

い
ぶ
せ
く
世
の
中
を
思
ひ
つ
つ
、
秋
に
も
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
来

し
方
行
く
先
悲
し
き
こ
と
多
か
り
。
豊
後
介
と
い
ふ
頼
も
し
人
も
、

た
だ
水
鳥
の
陸
に
ま
ど
へ
る
心
地
し
て
、
つ
れ
づ
れ
に
、
な
ら
は

ぬ
あ
り
さ
ま
の
た
づ
き
な
き
を
思
ふ
に
、
帰
ら
む
に
も
は
し
た
な

く
、
心
幼
く
出
で
立
ち
に
け
る
を
思
ふ
に
、
従
ひ
来
た
り
し
者
ど

も
も
、
類
に
ふ
れ
て
逃
げ
去
り
、
本
の
国
に
帰
り
散
り
ぬ
。

（
玉
鬘
・
③
・
一
〇
二
）

最
優
先
課
題
で
あ
っ
た
上
京
に
成
功
す
る
と
玉
鬘
一
行
は
新
た
な
試

練
に
直
面
し
、
彼
女
の
不
安
に
即
し
て
秋
の
到
来
が
語
ら
れ
る
。
状
況

を
打
開
す
べ
く
参
詣
し
た
長
谷
寺
へ
の
途
次
、
今
は
六
条
院
に
仕
え
る

右
近
と
偶
然
に
も
再
会
し
、
彼
女
の
現
状
は
源
氏
の
知
る
と
こ
ろ
と
な

る
。
源
氏
は
彼
女
を
迎
え
と
る
べ
く
準
備
を
進
め
、
紫
上
に
も
そ
の
理

由
を
打
ち
明
け
て
、
円
満
な
六
条
院
入
り
を
目
前
に
玉
鬘
巻
の
秋
は
終

わ
る
。
玉
鬘
の
苦
境
か
ら
始
ま
っ
た
秋
が
六
条
院
入
り
と
い
う
望
外
の

解
決
を
得
て
終
わ
る
ま
で
を
、
こ
の
秋
は
描
く
の
だ
。
問
題
の
提
起
か

ら
そ
の
帰
着
ま
で
を
一
貫
し
て
描
く
方
法
は
こ
こ
に
も
見
ら
れ
た
。

二
、
枠
組
み
と
し
て
の
季
節

こ
の
よ
う
な
描
写
の
在
り
方
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
の
季
節
が
提
示

さ
れ
る
際
に
春
夏
秋
冬
の
語
を
伴
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
正

編
を
通
し
て
の
顕
著
な
傾
向
だ
。
次
頁
の
表
に
一
覧
を
挙
げ
た
。
二
十

九
例
中
二
十
二
例
が
一
貫
し
た
主
題
の
み
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
中
で

も
実
に
十
五
例
が
、
問
題
の
提
起
か
ら
決
着
に
至
る
構
造
を
有
し
て
い

る
。
蛍
巻
の
夏
の
よ
う
に
、
暦
月
や
景
物
な
ど
の
提
示
に
よ
っ
て
到
来

の
語
ら
れ
る
季
節
が
こ
の
よ
う
な
構
成
を
ほ
ぼ
取
ら
な
い
の
に
対
し
、

春
夏
秋
冬
の
語
を
も
っ
て
提
示
さ
れ
る
季
節
の
特
殊
性
は
際
立
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
あ
る
季
節
の
内
に
ひ
と
つ
の
物
語
を
展
開
さ

せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
枠
組
み
と
し
て
の
季
節
を
よ
り
強
く
意
識

し
た
た
め
、
提
示
に
お
い
て
も
春
夏
秋
冬
の
語
を
用
い
た
こ
と
の
結
果

で
あ
ろ
う
。
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一
貫
し
た
テ
ー
マ
あ
り

一
貫
し
た
テ
ー
マ
が
あ
り
、
か
つ
起

承
転
結
の
形
を
と
る

巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

桐
壺

そ
の
年
の
夏
、

御
息
所
、
は

か
な
き
心
地

に
わ
ず
ら
ひ

て

桐
壺
更
衣
、
病
篤
く
退
出

桐
壺
更
衣
、
死
去

桐
壺
更
衣
の
葬
送

桐
壺
更
衣
に
三
位
追
贈
、
人
々
哀
惜

見
た
て
ま
つ

る
人
さ
へ
露

け
き
秋
な
り

桐
壺
帝
、
若
宮
を
恋
し
む

桐
壺
帝
、
靫
負
命
婦
を
更
衣
邸
に
遣
わ
す

命
婦
、
更
衣
邸
を
訪
れ
故
人
を
偲
ぶ

命
婦
帰
参
し
様
子
を
語
る
。
桐
壺
帝
い
よ
い
よ
哀
惜

桐
壺
帝
、
楊
貴
妃
の
故
事
に
桐
壺
更
衣
を
思
う

弘
徽
殿
女
御
、
管
弦
の
遊
び
を
行
う

人
々
、
桐
壺
帝
の
歎
き
を
案
ず
る

明
く
る
年
の

春
、
坊
さ
だ

ま
り
た
ま
ふ

に
も

第
一
皇
子
立
坊
し
、
人
々
安
堵
す
る

夕
顔

秋
に
も
な
り

ぬ

藤
壺
へ
の
想
い
か
ら
葵
上
へ
の
訪
れ
、
間
遠

六
条
御
息
所
へ
夜
離
れ
、
御
息
所
の
嘆
き

御
息
所
邸
の
朝
の
風
情

惟
光
、
夕
顔
邸
の
様
子
を
報
告

夕
顔
に
耽
溺
す
る

巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

夕
顔

秋
に
も
な
り

ぬ

中
秋
の
夜
、
夕
顔
邸
に
滞
在

翌
日
、
六
条
某
院
に
夕
顔
を
伴
う

物
の
怪
、
夕
顔
を
取
り
殺
す
。

夕
顔
の
遺
体
を
東
山
に
移
す

源
氏
の
嘆
き

東
山
を
訪
れ
夕
顔
と
最
後
の
別
れ

源
氏
、
重
く
患
う

病
癒
え
、
夕
顔
の
素
性
を
聞
く

末
摘
花
春
の
つ
れ
づ

れ
に
ま
か
で

ぬ

末
摘
花
を
訪
ね
、
琴
を
聞
く

頭
中
将
と
戯
れ
る

頭
中
将
と
末
摘
花
を
競
う

心
の
暇
な
き

や
う
に
て
春

夏
過
ぎ
ぬ
。

秋
の
こ
ろ
ほ

ひ
、
静
か
に

思
し
つ
づ
け

て
、
か
の
砧

の
音
も

夕
顔
へ
の
哀
惜
か
ら
末
摘
花
へ
の
興
味
が
募
る

末
摘
花
と
逢
う

満
足
せ
ず
、
夕
方
に
末
摘
花
へ
後
朝

行
幸
の
準
備
に
か
ま
け
、
末
摘
花
へ
の
訪
れ
を
怠
る

葵

こ
の
秋
入
り

た
ま
ふ

斎
宮
、
内
裏
に
入
る
が
、
御
息
所
の
体
調
す
ぐ
れ
ず

葵
上
の
容
体
急
変

源
氏
、
葵
に
と
り
憑
い
た
物
の
怪
を
見
る

葵
、
夕
霧
を
出
産

御
息
所
の
苦
悩

源
氏
と
葵
上
、
語
ら
う

葵
上
、
死
去
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巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

葵

こ
の
秋
入
り

た
ま
ふ

人
々
の
悲
し
み

葵
上
の
葬
送

御
息
所
と
歌
を
贈
答
、
御
息
所
の
嘆
き

賢
木

紅
葉
や
う
や

う
色
づ
き
わ

た
り
て
、
秋

の
野
の
い
と

な
ま
め
き
た

る

源
氏
、
雲
林
院
に
参
籠

源
氏
と
紫
上
、
消
息

源
氏
と
朝
顔
斎
院
、
歌
を
贈
答

二
条
院
に
帰
還

藤
壺
に
紅
葉
を
贈
る

朱
雀
院
と
語
ら
う

頭
弁
、
源
氏
に
叛
意
あ
り
と
諷
す
る

藤
壺
の
方
に
参
内
し
、
歌
に
思
い
を
託
す

夏
の
雨
の
ど

か
に
降
り
て
源
氏
と
頭
中
将
、
韻
塞
を
行
う

朧
月
夜
と
密
会

右
大
臣
、
密
会
を
知
り
、
源
氏
放
逐
を
画
策

須
磨

冬
に
な
り
て

雪
降
り
荒
れ

た
る
こ
ろ

源
氏
た
ち
、
都
を
思
い
嘆
く

明
石

明
石
に
は
例

の
秋
は
浜
風

の
異
な
る
に

明
石
君
、
源
氏
と
の
身
分
差
を
思
い
気
乗
り
せ
ず

明
石
一
家
、
召
人
扱
い
さ
せ
ま
い
と
思
案
に
く
れ
る

明
石
君
と
逢
う

源
氏
、
時
々
明
石
君
を
訪
れ
る

澪
標

そ
の
秋
、
住

吉
に
詣
で
た

ま
ふ

源
氏
と
明
石
、
そ
れ
ぞ
れ
住
吉
に
参
詣
す
る

明
石
君
、
源
氏
の
威
光
を
実
感
し
、
我
が
身
の
つ
た

な
さ
を
嘆
く

御
息
所
の
近
況

巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

澪
標

そ
の
秋
、
住

吉
に
詣
で
た

ま
ふ

病
重
く
出
家
し
た
御
息
所
を
訪
ね
る

御
息
所
、
源
氏
に
娘
の
将
来
を
頼
む

御
息
所
、
死
去

蓬
生

冬
に
な
り
ゆ

く
ま
ま
に
、

い
と
ど
か
き

つ
か
む
方
な

く
悲
し
げ
に

禅
師
君
、
源
氏
の
御
八
講
に
招
か
れ
、
様
子
を
末
摘

花
に
語
る

叔
母
、
末
摘
花
を
迎
え
に
き
て
説
得
す
る

末
摘
花
と
侍
従
、
別
れ
を
惜
し
む

源
氏
、
方
々
を
思
い
な
が
ら
も
訪
ね
ず

関
屋

ま
た
の
年
の

秋
ぞ
常
陸
は

上
り
け
る

石
山
寺
に
参
詣
途
中
、
常
陸
守
一
行
と
行
き
あ
わ
せ

る小
君
を
呼
び
語
ら
う

空
蝉
、
源
氏
を
思
い
独
詠

参
詣
の
帰
途
、
小
君
が
参
上
し
文
の
使
い
を
務
め
る

源
氏
と
空
蝉
、
歌
を
贈
答

松
風

秋
の
こ
ろ
ほ

ひ
な
れ
ば
、

も
の
の
あ
は

れ
と
り
重
ね

た
る
心
地
し

て

明
石
一
家
の
別
れ
、
明
石
君
た
ち
上
京
す
る

明
石
君
を
訪
れ
る

桂
で
饗
応
す
る

源
氏
、
嫉
妬
す
る
紫
上
に
姫
君
を
養
女
と
す
る
件
を

相
談
す
る

薄
雲

冬
に
な
り
ゆ

く
ま
ま
に
、

桂
の
住
ま
ひ

い
と
ど
心
細

さ
ま
さ
り
て
、 明

石
君
に
姫
君
養
女
の
件
を
相
談

明
石
君
、
養
女
の
件
で
思
い
乱
れ
る
が
説
得
さ
れ
る

明
石
君
と
乳
母
、
歌
を
唱
和

明
石
君
、
姫
君
を
手
放
す

二
条
院
で
の
姫
君

明
石
君
の
嘆
き
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巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

薄
雲

入
道
后
の
宮
、

春
の
は
じ
め

よ
り
な
や
み

わ
た
ら
せ
た

ま
ひ
て

藤
壺
の
病
状
悪
化

冷
泉
帝
、
藤
壺
を
見
舞
う

藤
壺
、
死
去

人
々
、
藤
壺
の
人
柄
を
偲
び
、
哀
惜

藤
壺
を
偲
び
独
詠

秋
ご
ろ
、
二

条
院
に
ま
か

で
た
ま
へ
り

秋
好
、
二
条
院
に
退
出

秋
好
を
訪
れ
、
慕
情
を
訴
え
る

春
秋
優
劣
論
、
秋
好
は
秋
を
推
す

明
石
君
を
訪
れ
、
明
石
君
の
憂
悶
慰
め
ら
れ
る

玉
鬘

さ
ま
変
え
た

る
春
の
夕
暮

れ
な
り

大
夫
監
、
玉
鬘
に
求
婚
す
る

秋
に
も
な
り

ゆ
く
ま
ま
に
、

来
し
方
行
く

先
悲
し
き
こ

と
多
か
り

玉
鬘
、
先
行
き
の
見
え
な
い
生
活
を
嘆
く

玉
鬘
、
長
谷
寺
に
参
詣
す
る
途
次
、
右
近
と
再
会
す

る一
同
、
長
谷
寺
に
参
詣

右
近
と
三
条
、
玉
鬘
の
将
来
を
相
談
す
る

右
近
、
玉
鬘
の
現
状
を
源
氏
に
語
る

源
氏
と
玉
鬘
、
歌
を
贈
答

玉
鬘
の
住
居
を
夏
の
町
に
定
め
る

紫
上
に
玉
鬘
を
引
き
取
る
事
情
を
語
る

篝
火

秋
に
な
り
ぬ
玉
鬘
に
懸
想
、
歌
を
唱
和
す
る

頭
中
将
の
子
息
、
玉
鬘
の
も
と
で
奏
楽

巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

藤
裏
葉
そ
の
秋
、
太

上
天
皇
に
な

ず
ら
ふ
御
位

得
た
ま
ふ
て

准
太
上
天
皇
と
な
る

内
大
臣
、
夕
霧
、
昇
進
す
る

柏
木

秋
つ
方
に
な

れ
ば
、
こ
の

君
は
ゐ
ざ
り

な
ど

横
笛

秋
の
夕
の
も

の
あ
は
れ
な

る
に

夕
霧
、
落
葉
宮
邸
を
訪
ね
、
琴
を
弾
く

夕
霧
、
柏
木
遺
愛
の
笛
を
譲
ら
れ
る

亡
き
柏
木
、
夕
霧
の
夢
に
現
れ
笛
を
求
め
る

夕
霧
、
薫
に
会
い
、
そ
の
容
貌
に
柏
木
の
面
影
を
求

め
る

源
氏
、
夕
霧
か
ら
笛
を
預
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
。

鈴
虫

夏
ご
ろ
、
蓮

の
花
の
盛
り

に

女
三
宮
の
持
仏
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
る

源
氏
、
女
三
宮
の
身
辺
に
心
を
配
る

秋
ご
ろ
、
西

の
渡
殿
の
前
女
三
宮
の
住
居
を
造
り
替
え
る

女
三
宮
に
慕
情
を
訴
え
る
。
女
三
宮
、
こ
れ
を
厭
う

中
秋
に
人
々
来
た
り
て
宴

冷
泉
院
、
歌
を
贈
る

源
氏
た
ち
、
冷
泉
院
へ
参
上

源
氏
、
秋
好
中
宮
の
出
家
の
志
を
誡
め
る
が
、
ま
す

ま
す
志
強
く
な
る

御
法

夏
に
な
り
て

は
夏
の
暑
さ

に
さ
へ

紫
上
、
病
状

明
石
中
宮
、
退
出
し
て
紫
上
を
見
舞
う

紫
上
、
二
条
院
を
匂
宮
に
譲
り
遺
言
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巻

四
季
の
提
示

四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
に
語
ら
れ
る
内
容

御
法

秋
待
ち
つ
け

て
、
世
の
中

す
こ
し
涼
し

く
な
り
て
は

中
宮
、
参
内
間
際
に
紫
上
を
訪
れ
る

紫
上
、
死
去

紫
上
落
飾
を
夕
霧
に
諮
る

紫
上
の
葬
儀

源
氏
・
夕
霧
、
紫
上
の
死
を
嘆
く

帝
・
太
政
大
臣
・
秋
好
中
宮
、
弔
問

人
々
、
紫
上
を
哀
惜
す
る

源
氏
、
出
家
を
思
い
、
仏
道
修
行

幻

春
の
光
を
見

た
ま
ふ
に
つ

け
て
も

源
氏
の
哀
傷
深
し

蛍
兵
部
卿
宮
、
源
氏
を
訪
ね
歌
を
唱
和

源
氏
、
紫
上
を
嘆
か
せ
た
過
去
を
悔
い
る

わ
が
生
涯
を
思
う

涙
も
ろ
さ
を
恥
じ
て
人
と
対
面
せ
ず

遺
愛
の
桜
を
い
た
わ
る
匂
宮
を
見
て
悲
し
む

女
三
宮
を
訪
れ
て
か
え
っ
て
紫
上
を
思
う

明
石
君
と
語
る
も
心
慰
ま
ず

枠
組
み
と
し
て
の
季
節
に
つ
い
て
は
後
藤
幸
良
氏
の
論
が
あ
る
。

具
体
的
物
語
か
ら
観
念
を
抽
出
す
る
方
向
と
は
逆
に
、
観
念
が
具

体
的
物
語
を
生
み
出
す
、
そ
の
構
想
的
枠
組
と
し
て
の
機
能
に
、

特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。（
略
）
春
が
物
語
の
時
間
的
位
置
を

示
し
つ
つ
、
物
語
内
容
の
構
想
的
枠
組
と
な
る
、
そ
の
よ
う
な
様

相
を
看
取
で
き
る
の
で
は
な
い
か（

７
）。

氏
は
季
節
と
主
題
の
関
係
に
つ
い
て
渋
谷
氏
と
は
逆
の
方
向
性
を
指

摘
さ
れ
る
。
稿
者
は
あ
る
物
語
を
語
る
場
と
し
て
季
節
が
選
ば
れ
た
と

い
う
上
坂
氏
や
渋
谷
氏
に
近
い
立
場
を
取
る
が
、そ
れ
で
も
季
節
を「
構

想
的
枠
組
」
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
な
指
摘
だ
と
考
え
る
。
構
想

的
枠
組
を
想
定
す
る
な
ら
、
物
語
は
必
ず
ひ
と
つ
の
季
節
の
内
に
収
ま

る
よ
う
描
か
れ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

物
語
を
あ
る
季
節
の
枠
組
み
の
中
に
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
四
季
提

示
は
か
な
り
意
図
的
に
行
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
次

の
よ
う
な
例
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

世
の
中
の
事
、
た
だ
な
か
ば
を
分
け
て
、
太
政
大
臣
、
こ
の
大
臣

の
御
ま
ま
な
り
。
権
中
納
言
の
御
む
す
め
、
そ
の
年
の
八
月
に
参

ら
せ
た
ま
ふ
。
祖
父
殿
ゐ
た
ち
て
、
儀
式
な
ど
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
。

（
略
）
そ
の
秋
、
住
吉
に
詣
で
た
ま
ふ
。

（
澪
標
・
②
・
三
〇
一
〜
三
〇
二
）

源
氏
政
界
復
帰
後
の
人
々
の
動
静
に
触
れ
る
こ
の
箇
所
で
、
か
つ
て

の
頭
中
将
の
娘
が
「
そ
の
年
の
八
月
」
に
入
内
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
本
来
な
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
秋
に
な
っ
た
と
判
断
出
来
る
の
で
あ

る
が
、
物
語
は
さ
ら
に
「
そ
の
秋
」
と
断
っ
て
、
源
氏
の
住
吉
参
詣
を

語
る
。
こ
の
秋
に
展
開
さ
れ
る
物
語
は
表
面
的
に
こ
そ
一
貫
し
た
主
題

を
持
た
な
い
が
、
住
吉
参
詣
を
軸
と
し
て
明
石
君
を
再
登
場
さ
せ
、
彼

女
と
非
常
に
密
接
な
関
わ
り
の
あ
る
六
条
御
息
所
を
死
に
よ
っ
て
退
場

さ
せ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
六
条
御
息
所
と
「
ほ
の
か
な
る
け
は
い
」
の

「
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
」
る
明
石
君
が
一
体
的
に
語
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
考
慮
す
る
と
、
言
外
に
あ
る
主
題
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
住
吉
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参
詣
と
こ
れ
に
続
く
物
語
を
こ
の
秋
の
枠
組
み
の
内
に
語
ろ
う
と
す
る

意
図
、
近
況
報
告
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
で
澪
標
巻
の
秋
を
語
り

な
お
そ
う
と
す
る
意
図
が
、
こ
の
四
季
提
示
か
ら
窺
え
る
の
だ
。

四
季
提
示
は
こ
の
よ
う
に
、
他
の
季
節
の
提
示
方
法
と
は
一
線
を
画

す
も
の
で
あ
る
。
物
語
を
語
る
枠
組
み
と
し
て
の
季
節
を
一
層
強
く
意

識
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
そ
の
枠
組
み
の
起
点
を
示
す
記
号
に
も

な
り
う
る
の
だ
。

三
、
夕
顔
巻
末
尾
と
四
季
提
示

さ
て
、
こ
こ
で
は
最
初
に
提
起
し
た
季
節
並
立
に
話
を
戻
し
、
四
季

提
示
と
の
関
連
か
ら
検
討
し
た
い
。
以
下
は
夕
顔
巻
末
尾
の
引
用
で
あ

る
。

伊
予
介
、
神
無
月
の
朔
日
ご
ろ
に
下
る
。「
女
房
の
下
ら
ん
に
」

と
て
、
手
向
け
心
こ
と
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
ま
た
内
々
に
も
わ
ざ

と
し
た
ま
ひ
て
、
こ
ま
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
な
る
櫛
、
扇
多
く

し
て
、
幣
な
ど
わ
ざ
と
が
ま
し
く
て
、
か
の
小
袿
も
遣
は
す
。

逢
ふ
ま
で
の
形
見
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど
に
ひ
た
す
ら
袖
の
朽

ち
に
け
る
か
な

こ
ま
か
な
る
こ
と
ど
も
あ
れ
ど
、
う
る
さ
け
れ
ば
書
か
ず
。
御
使

帰
り
に
け
れ
ど
、
小
君
し
て
小
袿
の
御
返
り
ば
か
り
は
聞
こ
え
さ

せ
た
り
。

蝉
の
羽
も
た
ち
か
へ
て
け
る
夏
衣
か
へ
す
を
見
て
も
音
は
な

か
れ
け
り

思
へ
ど
、
あ
や
し
う
人
に
似
ぬ
心
強
さ
に
て
も
ふ
り
離
れ
ぬ
る
か

な
と
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
今
日
ぞ
、
冬
立
つ
日
な
り
け
る
も
し

る
く
、
う
ち
し
ぐ
れ
て
、
空
の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
な
り
。
な
が

め
暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、

過
ぎ
に
し
も
け
ふ
別
る
る
も
二
道
に
行
く
方
知
ら
ぬ
秋
の
暮

か
な 

（
夕
顔
・
①
・
一
九
四
〜
一
九
五
）

十
月
初
旬
、
餞
別
の
中
に
か
つ
て
小
袿
を
見
つ
け
た
空
蝉
は
、
源
氏

へ
の
返
歌
に
十
月
一
日
の
冬
の
更
衣
を
詠
み
込
ん
だ
。
折
し
も
立
冬
の

日
、
そ
れ
に
相
応
し
く
し
ぐ
れ
る
空
を
源
氏
は
物
思
い
に
沈
ん
で
見
つ

め
て
い
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
冬
の
到
来
が
こ
こ
で
は
繰
り
返
し
示

さ
れ
る
。
暦
月
暦
日
、
初
冬
の
行
事
、
さ
ら
に
は
二
十
四
節
気
上
の
立

冬
が
語
ら
れ
て
い
る
。
立
冬
立
春
な
ど
が
当
該
箇
所
以
外
で
言
及
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
作
中
特
異
な
季
節
表
現
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
執
拗
な
ま
で
の
冬
の
描
写
の
後
に
詠
ま
れ
る
源
氏
の

歌
に
は
、
は
っ
き
り
「
秋
の
暮
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。「
過
ぎ
に
し
」

夕
顔
と
「
け
ふ
別
る
る
」
空
蝉
が
自
ら
の
手
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
へ
去
っ

て
し
ま
っ
た
こ
の
秋
の
暮
れ
―
―
こ
れ
を〈
秋
も
終
わ
り
に
近
い
今
日
〉

と
解
す
か
〈
秋
の
夕
暮
れ
時
〉
と
解
す
か
は
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
ら
を
秋
の
範
疇
に
置
い
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。「
あ
き
は
て
ゝ
け
ふ
は
か
り
と
そ
な
か
む
れ
は

ゆ
ふ
く
れ
に
さ
へ
な
り
に
け
る
か
な（

８
）」（『

源
賢
法
眼
集
』・
九
月
は
つ
る
ひ
）

の
よ
う
に
、
暮
れ
ゆ
く
秋
の
こ
の
夕
暮
れ
時
と
解
す
の
が
妥
当
だ
ろ
う

か
。
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注
釈
書
も
こ
の
現
象
に
興
味
を
抱
く
。『
細
流
抄
』
は
、

過
に
し
は
夕
か
ほ
の
上
け
ふ
わ
か
る
ゝ
は
空
蝉
也
こ
れ
は
十
月
の

歌
な
る
を
秋
の
く
れ
哉
と
よ
め
る
余
情
類
な
き
也
哥
の
道
か
や
う

の
所
に
心
を
つ
く
へ
き
事
也（

９
）

と
、
こ
の
季
節
を
違
え
る
表
現
を
絶
賛
す
る
。『
弄
花
抄
』
も
以
下
の

よ
う
に
言
う
。

立
冬
な
れ
と
も
秋
暮
と
よ
め
り
大
や
う
な
る
心
に
や　

篝
火
に
も

此
類
あ
り）

10
（

し
か
し
、
こ
れ
を
「
類
な
き
」「
余
情
」
の
和
歌
表
現
と
だ
け
理
解

し
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
田
中
氏
は
こ
の
現

象
を
、「

暦
月
流
に
い
え
ば
冬
十
月
に
入
り
、
五
、
六
日
に
な
っ
て
も
、

立
冬
ま
で
は
秋
（
九
月
節
）」
と
い
う
節
月
意
識
が
揺
曳
し
て
い
る）

11
（

。

と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
面
で
は
冬
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、

立
冬
を
迎
え
た
こ
と
で
二
十
四
節
気
上
の
秋
か
ら
も
逸
脱
す
る
。
し
か

も
、
作
中
一
般
的
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
五
十
四
帖
の
内
こ
の

よ
う
な
例
は
六
例
し
か
な
い
。
特
殊
の
事
情
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。

で
は
、
源
氏
の
詠
む
「
秋
」
は
彼
に
と
っ
て
、
そ
し
て
物
語
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
季
節
で
あ
っ
た
の
か
。

秋
に
も
な
り
ぬ
。
人
や
り
な
ら
ず
心
づ
く
し
に
思
し
乱
る
る
こ
と

ど
も
あ
り
て
、
大
殿
に
は
絶
え
間
お
き
つ
つ
、
恨
め
し
く
の
み
思

ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
六
条
わ
た
り
に
も
、
と
け
が
た
か
り
し
御

気
色
を
お
も
む
け
き
こ
え
た
ま
ひ
て
後
、
ひ
き
返
し
な
の
め
な
ら

ん
は
い
と
ほ
し
か
し
。 

（
①
・
夕
顔
・
一
四
六
〜
一
四
七
）

秋
は
葵
上
・
六
条
わ
た
り
の
女
と
の
関
係
を
描
き
四
季
提
示
に
よ
っ

て
始
ま
っ
た
。
六
条
で
の
「
絵
に
描
か
ま
ほ
し
げ
」
な
朝
の
情
景
を
挟

ん
で
、
物
語
の
焦
点
は
夕
顔
に
移
る
。
夕
顔
の
花
を
め
ぐ
る
夏
の
贈
答

の
後
、
興
味
を
抱
い
て
探
ら
せ
て
い
た
女
と
の
交
渉
が
よ
う
や
く
始

ま
っ
た
。
源
氏
は
素
性
も
分
か
ら
な
い
夕
顔
に
執
心
し
、
八
月
十
六
日
、

六
条
某
院
で
彼
女
を
失
う
。
翌
晩
、
夕
顔
の
遺
体
と
対
面
を
果
た
し
た

帰
り
に
源
氏
は
病
を
得
、「
二
三
日
に
な
り
ぬ
る
に
」
病
状
は
ま
す
ま

す
悪
化
す
る
。「
二
十
余
日
」
の
間
重
篤
な
病
に
苦
し
ん
で
よ
う
や
く

治
癒
し
た
頃
に
は
、
秋
も
も
う
終
わ
り
か
け
て
い
た
。

九
月
二
十
日
の
ほ
ど
に
ぞ
お
こ
た
り
は
て
た
ま
ひ
て
、
い
と
い
た

く
面
痩
せ
た
ま
へ
れ
ど
、
な
か
な
か
い
み
じ
く
な
ま
め
か
し
く
て
、

な
が
め
が
ち
に
音
を
の
み
泣
き
た
ま
ふ
。（
略
）
右
近
を
召
し
出

で
て
、
の
ど
や
か
な
る
夕
暮
に
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
て
、
…
…

（
夕
顔
・
①
・
一
八
三
〜
一
八
四
）

九
月
二
十
日
頃
、
源
氏
は
夕
顔
が
頭
中
将
の
語
っ
た
常
夏
の
女
で
あ

る
こ
と
を
よ
う
や
く
確
認
す
る
。
そ
の
後
、
空
蝉
・
軒
端
荻
と
の
贈
答

を
挟
み
、
夕
顔
の
四
十
九
日
の
法
要
、
夕
顔
の
宿
の
そ
の
後
を
描
い
た

後
、
空
蝉
下
向
に
繋
が
っ
て
い
く
。
夕
顔
の
四
十
九
日
は
十
月
初
旬
に

行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
具
体
的
な
日
付
な
ど
は
伴
わ
ず
、
秋
に
包
括
さ

れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
も
四
季
提
示
に
特
徴
的
な
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
謎
に
満

ち
た
夕
顔
と
の
交
渉
か
ら
始
ま
り
、
彼
女
の
死
、
そ
れ
に
誘
発
さ
れ
る
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よ
う
な
篤
い
病
か
ら
の
回
復
を
経
て
、
素
性
を
知
る
ま
で
が
秋
の
内
に

展
開
さ
れ
る
。
夕
顔
の
最
も
印
象
的
な
場
面
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い

る「
心
あ
て
に
…
…
」の
贈
答
は
夏
の
出
来
事
だ
っ
た
が
、源
氏
に
と
っ

て
夕
顔
は
紛
れ
も
な
く
秋
の
女
君
で
あ
っ
た
。
物
語
も
ま
た
、
出
会
い

の
発
端
や
夏
の
花
・
夕
顔
を
こ
の
女
君
に
関
連
づ
け
る
描
写
に
も
関
わ

ら
ず
、
源
氏
と
彼
女
の
本
格
的
な
交
渉
を
秋
の
内
に
描
く
の
だ
。

「
行
く
方
知
ら
ぬ
」
と
源
氏
の
詠
む
「
秋
」
は
、
夕
顔
へ
の
耽
溺
と

哀
惜
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
空
蝉
の
下
向
と
い
う
新
た
な
別
れ
に
際
し
、

源
氏
は
失
っ
た
夕
顔
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
夕
顔
の
記
憶
に

立
ち
戻
る
と
き
、
彼
の
心
は
実
際
の
季
節
か
ら
離
れ
、
夕
顔
と
の
思
い

出
深
い
秋
に
遡
行
し
て
い
く
。
そ
う
し
て
、
冬
に
あ
っ
て
秋
と
詠
む
こ

の
特
異
な
現
象
は
生
ま
れ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
季
節
並
立
表
現
を
可
能
に
す
る
の
が
、
四
季

提
示
か
ら
始
ま
る
季
節
の
枠
組
み
だ
っ
た
。
夕
顔
の
物
語
が
秋
を
枠
組

み
と
し
て
展
開
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、「
行
く
方
知
ら
ぬ
秋
の
暮
」
が
夕

顔
を
偲
ぶ
心
を
如
実
に
表
す
「
余
情
類
な
き
」
表
現
と
し
て
、
冬
の
一

日
に
成
立
す
る
。「
秋
の
暮
」
は
季
節
上
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で
は
い
る

も
の
の
、
秋
に
描
か
れ
る
夕
顔
物
語
の
構
想
と
し
て
は
一
貫
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

四
、
葵
上
の
物
語

六
条
院
構
想
に
伴
っ
て
、
薄
雲
巻
あ
た
り
か
ら
女
君
と
季
節
が
急
速

に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
ま
た
六

条
御
息
所
と
秋
の
よ
う
に
、
物
語
初
期
か
ら
特
定
の
季
節
と
結
び
付
け

ら
れ
る
女
君
も
存
在
す
る
。
夕
顔
も
そ
ん
な
女
君
の
一
人
で
あ
っ
た
。

六
条
御
息
所
の
場
合
は
秋
に
繰
り
返
し
登
場
し
、
夕
顔
は
一
つ
の
秋
と

共
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
合
だ
け
で
な
く
、
季
節
を
問
わ
ず

登
場
す
る
女
君
の
中
に
も
、
突
如
と
し
て
季
節
と
結
び
付
け
ら
れ
る
人

物
は
存
在
す
る
。
葵
上
は
そ
う
い
う
女
君
で
あ
っ
た
。

桐
壺
巻
で
源
氏
の
添
臥
と
な
っ
た
後
、
う
ち
と
け
が
た
い
正
妻
と
し

て
登
場
す
る
彼
女
の
実
態
は
掴
み
が
た
い
。
個
人
の
性
質
よ
り
も
左
大

臣
家
の
姫
と
し
て
の
性
格
の
顕
著
な
彼
女
を
物
語
が
女
主
人
公
と
し
て

取
り
上
げ
る
に
は
葵
巻
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
近
く
、
葵
上
の

懐
妊
が
語
ら
れ
る
。
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

心
苦
し
き
さ
ま
の
御
心
地
に
な
や
み
た
ま
ひ
て
も
の
心
細
げ
に
思

い
た
り
。
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
誰
も
誰

も
う
れ
し
き
も
の
か
ら
ゆ
ゆ
し
う
思
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
つ
つ

し
み
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
か
や
う
な
る
ほ
ど
、
い
と
ど

御
心
の
暇
な
く
て
、
思
し
お
こ
た
る
と
は
な
け
れ
ど
、
途
絶
え
多

か
る
べ
し
。 

（
葵
・
②
・
二
〇
）

源
氏
は
身
重
の
葵
上
に
「
あ
は
れ
」
と
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
葵
上
本

人
よ
り
も
初
め
て
我
が
子
を
身
籠
っ
た
こ
と
に
対
す
る
感
慨
で
あ
っ
た
。

続
い
て
語
ら
れ
る
車
争
い
の
顚
末
を
耳
に
し
た
源
氏
は
、
葵
上
の
気
質

に
そ
の
原
因
を
求
め
、「
な
ぞ
や
。
か
く
か
た
み
に
そ
ば
そ
ば
し
か
ら

で
お
は
せ
か
し
（
葵
・
②
・
二
七
）」
と
嘆
息
す
る
。

車
争
い
以
降
憂
悶
を
深
め
る
六
条
御
息
所
に
続
い
て
語
ら
れ
る
葵
上
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は
、
既
に
物
の
怪
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。

大
殿
に
は
、
御
物
の
怪
め
き
て
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
誰

も
誰
も
思
し
嘆
く
に
、
御
歩
き
な
ど
便
な
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
二
条

院
に
も
時
々
ぞ
渡
り
た
ま
ふ
。
さ
は
い
へ
ど
、
や
む
ご
と
な
き
方

は
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
人
の
、
め
づ
ら
し
き
こ
と
さ
へ

添
ひ
た
ま
へ
る
御
悩
み
な
れ
ば
、
心
苦
し
う
思
し
嘆
き
て
、
御
修

法
や
何
や
な
ど
、
わ
が
御
方
に
て
多
く
行
は
せ
た
ま
ふ
。

（
葵
・
②
・
三
一
〜
三
二
）

「
さ
は
い
へ
ど
」と
正
妻
と
し
て
の
葵
上
を
思
い
や
り「
便
な
き
こ
ろ
」

を
打
ち
消
す
こ
の
叙
述
か
ら
は
、
葵
上
の
不
例
に
よ
っ
て
行
動
を
制
限

さ
れ
る
源
氏
の
不
満
が
に
じ
む
。
源
氏
の
配
慮
は
左
大
臣
家
を
負
っ
た

正
妻
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。

葵
上
へ
の
抑
え
が
た
い
憎
悪
に
捕
わ
れ
た
六
条
御
息
所
の
煩
悶
と
共

に
、
季
節
は
秋
に
移
る
。

斎
宮
は
、
去
年
内
裏
に
入
り
た
ま
ふ
べ
か
り
し
を
、
さ
ま
ざ
ま
さ

は
る
こ
と
あ
り
て
、
こ
の
秋
入
り
た
ま
ふ
。
九
月
に
は
、
や
が
て

野
宮
に
移
ろ
ひ
た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
二
度
の
御
祓
の
い
そ
ぎ
と
り

重
ね
て
あ
る
べ
き
に
、
た
だ
あ
や
し
う
ほ
け
ほ
け
し
う
て
、
つ
く

づ
く
と
臥
し
な
や
み
た
ま
ふ
を
、
宮
人
い
み
じ
き
大
事
に
て
、
御

祈
祷
な
ど
さ
ま
ざ
ま
仕
う
ま
つ
る
。（
略
）
大
将
殿
も
常
に
と
ぶ

ら
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
ま
さ
る
方
の
い
た
う
わ
ず
ら
ひ
た
ま
へ

ば
、
御
心
の
暇
な
げ
な
り
。 

（
葵
・
②
・
三
七
）

直
前
ま
で
は
「
や
む
ご
と
な
き
方
は
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る

人
」
と
、
そ
の
後
ろ
盾
の
重
さ
ゆ
え
に
尊
重
さ
れ
た
葵
上
は
、
こ
こ
で

た
だ
「
ま
さ
る
方
」
と
、
身
分
や
立
場
の
制
約
を
受
け
ず
に
語
ら
れ
る
。

彼
女
の
容
体
は
そ
れ
に
起
因
す
る
他
の
女
君
た
ち
へ
の
訪
問
の
間
遠
さ

と
併
せ
て
語
ら
れ
て
い
た
が
、
も
は
や
他
の
女
君
は
影
す
ら
見
え
な
い
。

病
床
の
六
条
御
息
所
を
熱
心
に
心
配
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
今
回
は

周
囲
へ
の
遠
慮
で
は
な
く
彼
自
身
の
心
情
が
語
ら
れ
る
の
だ
。
ま
た
、

源
氏
は
病
床
の
葵
の
上
を
見
て
、
そ
の
美
質
に
気
付
か
さ
れ
る
。

御
几
帳
の
帷
子
ひ
き
上
げ
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ば
、
い
と
を

か
し
げ
に
て
、
御
腹
は
い
み
じ
う
高
う
て
臥
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、

よ
そ
人
だ
に
見
た
て
ま
つ
ら
む
に
心
乱
れ
ぬ
べ
し
。
ま
し
て
惜
し

う
悲
し
う
思
す
こ
と
わ
り
な
り
。（
略
）
御
手
を
と
ら
へ
て
、「
あ

な
い
み
じ
。
心
憂
き
め
を
見
せ
た
ま
ふ
か
な
」
と
て
、
も
の
も
聞

こ
え
た
ま
は
ず
泣
き
た
ま
へ
ば
、
例
は
い
と
わ
づ
ら
は
し
う
恥
づ

か
し
げ
な
る
御
ま
み
を
、
い
と
た
ゆ
げ
に
見
上
げ
て
う
ち
ま
も
り

き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
涙
の
こ
ぼ
る
る
さ
ま
を
見
た
ま
ふ
は
、
い
か

が
あ
は
れ
の
浅
か
ら
む
。 

（
②
・
葵
・
三
九
）

初
め
て
心
の
通
い
合
っ
た
二
人
が
描
か
れ
、
葵
上
死
去
の
直
前
、
御

所
に
参
内
し
よ
う
と
す
る
源
氏
は
再
び
葵
上
の
美
し
さ
に
触
れ
、「
年

ご
ろ
何
ご
と
を
飽
か
ぬ
こ
と
あ
り
て
思
ひ
つ
ら
む
（
葵
・
②
・
四
五
）」

と
不
満
を
抱
い
て
き
た
長
い
年
月
を
自
省
す
る
ま
で
に
な
る
。
直
後
、

葵
上
は
亡
く
な
り
、「
八
月
廿
余
日
の
有
明
」
に
葬
送
が
行
わ
れ
た
。

以
降
、
残
り
の
秋
は
葵
上
の
追
悼
に
費
や
さ
れ
る
。

長
く
登
場
す
る
た
め
看
過
さ
れ
が
ち
だ
が
、
以
上
の
よ
う
に
彼
女
は
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葵
巻
に
至
っ
て
急
速
に
秋
の
女
君
と
し
て
の
性
格
を
付
与
さ
れ
て
い
く
。

秋
の
訪
れ
と
共
に
源
氏
の
心
が
葵
上
に
向
き
始
め
、
よ
う
や
く
夫
婦
ら

し
い
関
係
に
な
れ
た
の
も
束
の
間
、
同
じ
秋
の
う
ち
に
葵
上
が
亡
く
な

り
彼
女
を
哀
悼
す
る
と
い
う
、
秋
の
中
に
収
め
ら
れ
た
葵
上
物
語
が
描

か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
も
夕
顔
巻
末
尾
の
よ
う
な
季
節
並
立
が
見

ら
れ
る
の
だ
。

以
下
は
源
氏
が
葵
上
の
喪
に
服
し
、
左
大
臣
邸
に
留
ま
っ
て
い
る
最

中
の
出
来
事
で
あ
る
。

時
雨
う
ち
し
て
も
の
あ
は
れ
な
る
暮
つ
方
、
中
将
の
君
、
鈍
色
の

直
衣
、
指
貫
う
す
ら
か
に
更
衣
し
て
、
い
と
を
を
し
う
あ
ざ
や
か

に
心
恥
づ
か
し
き
さ
ま
し
て
参
り
た
ま
へ
り
。（
略
）
こ
れ
は
、

い
ま
す
こ
し
濃
や
か
な
る
夏
の
御
直
衣
に
、
紅
の
艶
や
か
な
る
ひ

き
か
さ
ね
て
や
つ
れ
た
ま
へ
る
し
も
、
見
て
も
飽
か
ぬ
心
地
ぞ
す

る
。
中
将
も
、
い
と
あ
は
れ
な
る
ま
み
に
な
が
め
た
ま
へ
り
。

「
雨
と
な
り
し
ぐ
る
る
空
の
浮
雲
を
い
づ
れ
の
方
と
わ
き
て

な
が
め
む

行
く
方
な
し
や
」
と
独
り
言
の
や
う
な
る
を
、

見
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
居
さ
へ
い
と
ど
時
雨
に
か
き
く

ら
す
こ
ろ 

（
葵
・
②
・
五
四
〜
五
五
）

頭
中
将
は
十
月
一
日
の
更
衣
を
機
に
喪
服
の
色
を
薄
く
し
た
。
既
に

季
節
は
秋
か
ら
冬
に
移
っ
て
い
る
。
だ
が
、
源
氏
は
ま
だ
更
衣
も
行
わ

ず
に
元
の
喪
の
色
の
ま
ま
、
変
わ
ら
ず
葵
上
を
偲
ん
で
い
た
。
同
日
、

源
氏
は
大
宮
と
歌
の
贈
答
を
行
う
。

若
君
の
御
乳
母
の
宰
相
の
君
し
て
、

「
草
枯
れ
の
ま
が
き
に
残
る
な
で
し
こ
を
別
れ
し
秋
の
か
た

み
と
ぞ
見
る

匂
ひ
劣
り
て
や
御
覧
ぜ
ら
る
ら
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。
げ
に

何
心
な
き
御
笑
顔
ぞ
い
み
じ
う
う
つ
く
し
き
。
宮
は
、
吹
く
風
に

つ
け
て
だ
に
木
の
葉
よ
り
け
に
も
ろ
き
御
涙
は
、
ま
し
て
取
り
あ

へ
た
ま
は
ず
。

今
も
見
て
な
か
な
か
袖
を
朽
す
か
な
垣
ほ
荒
れ
に
し
大
和
な

で
し
こ 

（
葵
・
②
・
五
六
〜
五
七
）

源
氏
は
葵
上
を
「
別
れ
し
秋
」、
去
っ
て
し
ま
っ
た
秋
と
表
現
す
る
。

葵
上
が
逝
去
し
た
八
月
だ
け
で
な
く
、
よ
う
や
く
心
を
通
わ
せ
た
秋
全

体
を
、
源
氏
は
念
頭
に
置
い
て
い
よ
う
。

ま
た
同
日
、
源
氏
は
朝
顔
斎
院
に
も
歌
を
贈
る
。

空
の
色
し
た
る
唐
の
紙
に
、

「
わ
き
て
こ
の
暮
こ
そ
袖
は
露
け
け
れ
も
の
思
ふ
秋
は
あ
ま

た
へ
ぬ
れ
ど

い
つ
も
時
雨
は
」
と
あ
り
。
御
手
な
ど
の
心
と
ど
め
て
書
き
た
ま

へ
る
、常
よ
り
も
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、「
過
ぐ
し
が
た
き
ほ
ど
な
り
」

と
人
々
も
聞
こ
え
、
み
づ
か
ら
も
思
さ
れ
け
れ
ば
、「
大
内
山
を

思
ひ
や
り
き
こ
え
な
が
ら
、
え
や
は
」
と
て
、

「
秋
霧
に
立
ち
お
く
れ
ぬ
と
聞
き
し
よ
り
し
ぐ
る
る
空
も
い

か
が
と
ぞ
思
ふ
」

と
の
み
、
ほ
の
か
な
る
墨
つ
き
に
て
思
ひ
な
し
心
に
く
し
。
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（
葵
・
②
・
五
七
〜
五
八
）

物
思
い
を
す
る
秋
は
幾
度
も
経
験
し
て
き
た
が
、
こ
の
夕
暮
れ
は
取

り
分
け
涙
が
ち
に
な
る
と
詠
む
源
氏
は
、
こ
こ
で
自
ら
を
秋
に
置
い
て

い
る
。
実
際
の
季
節
を
離
れ
、
心
だ
け
が
葵
上
に
愛
情
を
向
け
た
秋
に

立
ち
戻
る
。
移
り
変
わ
る
季
節
、
流
れ
る
外
的
時
間
に
逆
行
す
る
よ
う

に
、
更
衣
を
行
わ
ず
「
も
の
思
ふ
秋
」
と
詠
む
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
る
。

そ
し
て
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
表
現
の
行
わ
れ
る
秋
が
四
季
提
示
に

よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
葵
上
物
語
を
語
る
枠
組

み
と
し
て
秋
を
利
用
す
る
か
ら
こ
そ
、
季
節
を
遡
る
源
氏
の
心
情
や
言

葉
が
、
一
貫
し
た
構
想
に
基
づ
く
表
現
と
し
て
成
立
す
る
の
だ
。
季
節

と
い
う
枠
組
み
に
お
け
る
四
季
提
示
の
意
義
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

源
氏
は
こ
の
日
、
頭
中
将
・
大
宮
・
朝
顔
斎
院
と
歌
を
贈
答
し
、
す

べ
て
の
歌
に
季
節
も
し
く
は
季
節
性
の
高
い
景
物
を
詠
み
こ
ん
で
い
る

が
、
今
を
秋
と
し
て
詠
む
の
は
朝
顔
斎
院
に
対
し
て
だ
け
で
あ
っ
た
。

朝
顔
斎
院
は
そ
の
歌
に
対
し
て
「
秋
霧
に
立
ち
お
く
れ
ぬ
」、
秋
霧
に

取
り
残
さ
れ
て
い
る
と
し
、
季
節
が
既
に
冬
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
歌

を
返
す
。
秋
に
遡
行
す
る
の
は
源
氏
の
心
情
の
み
で
、
外
的
時
間
は
滞

り
な
く
進
ん
で
い
く
。
更
衣
を
済
ま
せ
た
頭
中
将
と
夏
の
喪
服
を
着
続

け
る
源
氏
、
秋
と
詠
む
源
氏
に
冬
と
返
す
朝
顔
斎
院
の
対
比
は
、
現
実

の
季
節
と
乖
離
し
て
い
く
源
氏
を
一
層
鮮
や
か
に
際
立
た
せ
る
。
だ
が
、

こ
の
日
詠
ま
れ
た
歌
の
中
で
、
な
ぜ
朝
顔
斎
院
の
み
に
「
秋
」
と
詠
み

か
け
た
の
か
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
留
め
て
お
く
。

お
わ
り
に

以
上
、『
源
氏
物
語
』
正
編
に
お
い
て
四
季
提
示
か
ら
始
ま
る
季
節

に
物
語
展
開
の
枠
組
み
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
季
節

並
立
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
女
君
の
物
語
を
そ
の
枠
組
み
の
中
で

展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
心
情
が
実
際
の
季
節
を
離
れ
、
思

い
出
の
季
節
へ
と
遡
行
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
季
節
並
立
と
い

う
一
見
矛
盾
し
た
季
節
表
現
が
と
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
季
節
の
枠
組
み

に
付
随
す
る
事
象
で
あ
り
、
構
想
的
な
一
貫
性
が
見
ら
れ
る
と
結
論
づ

け
た
。

詳
述
を
行
わ
な
か
っ
た
篝
火
巻
の
季
節
並
立
も
同
様
で
あ
る
。
玉
鬘

へ
の
物
狂
お
し
い
思
い
を
夏
の
枠
組
み
の
中
に
語
り
、
秋
に
「
夏
の
月

な
き
こ
ろ
」
と
源
氏
に
語
ら
せ
て
い
る
。
勿
論
、
玉
鬘
巻
の
秋
も
四
季

提
示
「
秋
に
な
り
ぬ
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
夕
顔
巻
の
季
節
並
立
箇
所
は
暦
月
・
二
十
四

節
気
・
年
中
行
事
と
い
う
三
種
の
異
な
る
方
法
を
用
い
て
、
畳
み
掛
け

る
よ
う
に
冬
の
到
来
を
示
す
異
例
の
季
節
提
示
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
季
節
並
立
と
そ
れ
に
表
象
さ
れ
る
源
氏
の
心
情
を
よ
り
鮮
や

か
に
描
き
だ
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
葵
巻
は
冬
の
歌
の
贈
答
を

重
ね
た
最
後
に
秋
の
歌
を
置
く
が
、
作
中
こ
れ
ほ
ど
贈
答
歌
を
連
ね
る

こ
と
は
珍
し
い
。
一
人
で
は
持
て
余
す
ほ
ど
の
哀
惜
の
表
れ
で
は
あ
ろ

う
が
、
一
方
で
は
季
節
並
立
の
異
質
性
を
強
調
す
る
仕
掛
け
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
篝
火
巻
で
は
秋
の
四
季
提
示
に
続
き
、『
古
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今
和
歌
集
』
秋
部
な
ど
の
歌
を
繰
り
返
し
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
の

訪
れ
を
強
調
す
る
。
季
節
並
立
は
そ
の
一
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を

含
む
場
面
全
体
の
季
節
表
現
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
、
加
え

て
指
摘
し
た
い
。

注（１
）
秋
に
「
夏
の
月
な
き
ほ
ど
」
と
い
う
篝
火
巻
、
冬
に
行
わ
れ
た
紅
葉
賀

お
よ
び
六
条
院
行
幸
を
「
秋
」
と
す
る
藤
裏
葉
巻
・
若
菜
上
巻
。
ま
た
葵
巻

は
冬
に
「
も
の
思
ふ
秋
」
と
い
う
例
お
よ
び
春
の
出
来
事
を
「
か
の
十
六
夜

の
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
秋
の
こ
と
」
と
す
る
例
を
持
つ
。
こ
の
内
、
葵
巻
の

後
者
・
藤
裏
葉
巻
・
若
菜
上
巻
は
回
想
に
お
い
て
季
節
並
立
が
起
こ
っ
て
お

り
、
そ
れ
以
外
と
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
検
討
の
対
象
と

し
な
い
が
、
稿
を
改
め
た
い
。

（
２
）
田
中
新
一
『
平
安
朝
文
学
に
見
る
二
元
的
四
季
観
』（
風
間
書
房　

一
九

九
〇
年
）

（
３
）
清
水
婦
久
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
い
さ
よ
ひ
」
の
風
景
」『
源
氏
物

語
の
風
景
と
和
歌　

増
補
版
』（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
八
年
）所
収
／
初
出「
青

須
我
波
良
」（
一
九
九
八
年
一
二
月
）

（
４
）
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成　

弄
花
抄　

付
源
氏
物
語
聞
書
』（
桜

楓
社　

一
九
八
三
年
）

（
５
）
上
坂
信
男
「
小
野
の
霧
・
宇
治
の
霧
―
―
源
氏
物
語
心
象
研
究
断
章

―
―
」『
源
氏
物
語　

そ
の
心
象
序
説
』（
笠
間
書
院　

一
九
七
六
年
）
／
初

出
「
言
語
と
文
芸
」（
一
九
六
八
年
一
一
月
）

（
６
）
渋
谷
栄
一
「
源
氏
物
語
の
季
節
と
物
語
―
―
春
」（「
高
千
穂
論
叢
」
一

九
八
八
年
一
月
）

（
７
）
後
藤
幸
良
「『
源
氏
物
語
』
の
春
物
語
―
―
物
語
の
構
想
枠
と
し
て
の
〈
季

節
観
〉
―
―
」
伊
井
春
樹
他
編
『
古
代
中
世
文
学
論
考　

第
十
六
集
』（
新

典
社　

二
〇
〇
五
年
）

（
８
）『
新
編
私
家
集
大
成　

CD
-RO

M

版
』（
二
〇
〇
八
年
）

（
９
）
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成　

細
流
抄
』（
お
う
ふ
う
）（
桜
楓

社　

一
九
八
〇
年
）

（
10
）
注
（
４
）
に
同
じ

（
11
）
注
（
２
）
に
同
じ

（
か
わ
ら
い
・
ゆ
う
こ　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


