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は
じ
め
に

　

古
来
、
九
月
十
三
日
の
夜
は
、
八
月
十
五
夜
と
並
ぶ
名
月
の
夜
と
し
て
「
十
三
夜
」
と
称
さ
れ
、
そ
の
月
は
平
安
時
代
か
ら
詩
歌
の
題

材
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　

屋
代
弘
賢
が
『
古
今
要
覧
稿
』
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
学
に
十
三
夜
が
最
初
に
登
場
し
た
の
は
、
延
喜
年
間
に

詠
ま
れ
た
凡
河
内
躬
恒
の
和
歌
だ
と
さ
れ
る
。
弘
賢
以
前
に
は
、
菅
原
道
真
詩
の
存
在
を
主
張
す
る
説

）
1
（

や
藤
原
忠
通
の
詩
を
そ
の
最
初
と

見
る
説

）
2
（

も
あ
っ
た
が
、
日
付
が
確
認
で
き
る
現
存
最
古
の
作
は
や
は
り
躬
恒
詠
で
あ
り
、
従
来
は
そ
れ
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

十
三
夜
は
、
そ
の
躬
恒
詠
の
後
、
文
学
作
品
に
長
ら
く
姿
を
見
せ
な
く
な
る
。
よ
う
や
く
盛
ん
に
詠
ま
れ
始
め
る
の
は
十
一
世
紀
初
め
で

あ
り
、
そ
れ
以
降
は
近
世
に
い
た
る
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
詠
み
つ
が
れ
て
い
く
と
い
う
、
特
異
な
事
情
を
持
つ
。

　

十
三
夜
詠
の
表
現
に
つ
い
て
、
本
間
洋
一
氏
は
、
天
喜
五
（
一
〇
五
七
）
年
九
月
十
三
夜
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
『
六
条
斎
院
歌
合
』
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を
例
に
、
「
十
五
夜
の
月
の
詩
歌
表
現
に
共
通
し
た
パ
タ
ー
ン
を
有
し
、
必
ず
し
も
十
三
夜
固
有
の
表
現
が
見
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

さ
そ
う
で
あ
る

）
3
（

」
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
夜
雲
浄
月
明
。
是
寛
平
法
皇
今
夜
明
月
無
双
之
由
、
被
仰
出
云
々
。
仍
我
朝
、
以
九
月
十
三
日
夜
為
明
月
之
夜
也
。

（
今
夜
雲
浄
く
月
明
ら
か
な
り
。
是
れ
寛
平
法
皇
今
夜
の
明
月
無
双
な
る
由
、
仰
せ
出
だ
さ
る
と
云
々
。
仍
り
て
我
が
朝
、
九
月

十
三
夜
を
以
て
明
月
の
夜
と
為
す
な
り
。
）

 

（
『
中
右
記
』
保
延
元
（
一
一
三
五
）
年
九
月
十
三
日
条
） 

　

と
い
う
記
事
の
、
寛
平
法
皇
す
な
わ
ち
宇
多
上
皇
の
言
説
を
起
原
と
す
る
こ
と
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
十
三
夜
が
本
朝
独
自
の

習
俗
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
十
三
夜
と
は
、
十
五
夜
と
い
う
名
月
が
す
で
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
創
出
さ
れ
た
、
新
し
い

名
月
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
月
を
詩
歌
に
詠
む
と
き
、
十
五
夜
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
、
十
三
夜
を
詠
む
必
然
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

十
三
夜
が
文
学
的
素
材
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
歌
人
ら
は
、
望
月
に
満
た
な
い
晩
秋
の
月
で
あ
る
十
三
夜
に
、

十
五
夜
と
は
異
な
る
何
か
を
見
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
十
三
夜
の
素
材
と
し
て
の
定
着
時
期
に
つ
い
て
、
本
間
氏
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
十
一
世
紀
中
ば
過
ぎ
頃
」
、
漢
詩
文
に
お
い

て
は
「
崇
徳
朝
頃
」
と
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、
瓦
井
裕
子
氏
が
、
そ
の
定
着
期
の
和
歌
に
着
目
し
、
躬
恒
詠
を
十
三
夜
詠
と
見
な
す
こ

と
に
つ
い
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
十
三
夜
詠
発
生
の
背
景
に
は
、
源
頼
実
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
摂
取
が
あ
っ
た
と
い

う
新
た
な
主
張
を
し
た

）
4
（

。
そ
の
初
例
と
さ
れ
る
歌
よ
り
二
百
年
以
上
も
の
断
絶
を
経
て
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
と
い
う
過
程
は
、
確
か
に
不
可

解
で
あ
り
、
そ
の
始
点
や
展
開
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
る
月
は
、
「
十
三
夜
の
月
」
と
い
う
名
月
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
明
月
を
詠
じ
た
日
が
偶
然
九

月
十
三
日
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
九
月
十
三
日
の
月
」
を
詠
ん
だ
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歌
の
持
つ
意
味
は
大
き
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く
変
わ
る
。
本
稿
は
、
月
を
詠
む
際
の
そ
の
よ
う
な
意
識
に
焦
点
を
当
て
、
十
三
夜
と
い
う
素
材
の
発
生
と
展
開
の
過
程
と
、
そ
の
表
現

を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
十
三
夜
の
文
学
的
素
材
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
、十
三
夜
詠
と
し
て
見
る
躬
恒
詠

　

九
月
十
三
日
と
日
付
が
明
記
さ
れ
た
最
初
の
歌
で
あ
る
、
躬
恒
詠
を
見
て
い
こ
う

）
5
（

。

清
涼
殿
の
南
の
端
に
、
御
溝
水
流
れ
い
で
た
り
。
そ
の
前
栽
に
松
浦
沙
あ
り
。
延
喜
九
年
九
月
十
三
日
に
賀
せ
し
め
た
ま
ふ
。

題
に
、
月
に
の
り
て
さ
ゝ
ら
み
づ
を
も
て
あ
そ
ぶ
。
詩
歌
心
に
ま
か
す
。

10
百
敷
の
大
宮
な
が
ら
八
十
島
を
見
る
こ
こ
ち
す
る
秋
の
夜
の
月

（
『
躬
恒
集
』
第
四
類
）

　

詞
書
は
、
延
喜
九
（
九
〇
九
）
年
に
行
わ
れ
た
清
涼
殿
で
の
「
賀
」
に
お
け
る
饗
宴
歌
で
あ
る
と
す
る
。
御
溝
水
や
「
松
浦
沙

）
6
（

」
な
る

作
り
物
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
月
に
の
り
て
さ
ゝ
ら
み
づ
を
も
て
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
水
に
関
す
る
景
物

が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
題
は
、
『
文
選
』
巻
二
十
六 

（
ほ
か
に
『
芸
文
類
聚
』
巻
六
） 

所
収
の
南
朝
宋
の
謝
霊
運
「
入
華
子
崗
、

是
麻
源
第
三
谷
」
の
「
且
申
独
往
意
、
乗
月
弄
潺
湲
（
且
つ
独
往
の
意
を
申
べ
、
月
に
乗
じ
て
潺
湲
を
弄
ぶ
）
」
で
あ
り
、
詩
が
作
ら
れ
た

可
能
性
も
あ
る
が
、
今
は
伝
わ
ら
な
い
。

　

こ
の
歌
は
、「
延
喜
十
九
年
九
月
十
三
日
御
屏
風
に
、月
に
の
り
て
翫
潺
湲
」
と
い
う
詞
書
で
、「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
屏
風
歌
と
し
て
『
拾

遺
和
歌
集
』
（

1106
）
に
入
集
す
る
勅
撰
集
歌
で
も
あ
っ
た
。
『
拾
遺
和
歌
集
』
と
同
じ
く
、『
躬
恒
集
』
第
一
類

）
7
（

（
220
）
と
第
三
類
（

126
）
も
、

直
近
の
詞
書
に
「
屏
風
歌
」
「
屏
風
」
と
あ
っ
て
屏
風
歌
で
あ
る
と
す
る

）
8
（

。
一
方
、
第
五
類
は
、
先
に
挙
げ
た
第
四
類
の
よ
う
に
饗
宴
歌
と

し
て
伝
え
て
い
る
。
「
清
涼
殿
の
南
の
端
に
御
溝
水
巡
り
い
で
た
り
。
ま
づ
延
喜
十
九
年
九
月
十
三
夜
そ
の
宴
せ
さ
せ
給
へ
り
。
そ
の
心
の
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題
あ
り
。
人
〳
〵
歌
奉
る
。
」
（

105
）
と
い
う
詞
書
に
は
、
「
ま
づ
」
「
そ
の
」
が
具
体
的
に
何
を
示
す
の
か
な
ど
不
明
な
点
も
あ
る

）
9
（

。
ま
た
、

第
四
類
に
は
「
賀
」
、
第
五
類
に
は
「
宴

）
10
（

」
と
あ
っ
て
何
ら
か
の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
該
当
者
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
に
算

賀
の
宴
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
宮
中
で
の
前
例
が
な
い
の
で
月
宴
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
詠
歌
状
況
が
判
然

と
し
な
い
歌
で
あ
る
が
、
屋
代
弘
賢
『
古
今
要
覧
稿
』
が
「
九
月
十
三
夜
賞
月
の
は
じ
め
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
以
降
、
こ
の
躬
恒
詠
が

十
三
夜
詠
の
初
例
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
瓦
井
氏
は
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
。

（
前
略
）真
実
九
月
十
三
夜
の
名
月
詠
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、十
分
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
躬
恒
が
歌
う
の
は
「
明

月
」
で
は
あ
る
が
、
「
名
月
」
で
あ
る
根
拠
に
は
乏
し
く
、
そ
の
内
容
も
、
八
十
島
と
見
紛
う
庭
園
の
賞
賛
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

瓦
井
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
も
、
躬
恒
詠
を
十
三
夜
詠
と
見
な
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
「
今
そ
の
判
断
は
措
く
」
と
明
言
を

避
け
る
が
、
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
歌
は
、
確
か
に
「
九
月
十
三
日
の
月
」
を
詠
ん
だ
明
月
詠
で
は
あ
る
が
、
で
は

そ
の
月
を
名
月
で
あ
る
「
十
三
夜
の
月
」
と
し
て
詠
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

屏
風
歌
で
あ
れ
ば
謝
霊
運
詩
句
を
題
材
と
し
て
描
か
れ
た
屏
風
を
、
饗
宴
歌
で
あ
れ
ば
現
実
に
あ
る
清
涼
殿
の
庭
を
見
て
躬
恒
は
歌
を

詠
む
。
宮
中
に
い
る
の
に
大
海
原
を
見
て
い
る
よ
う
だ
、
と
そ
の
眼
前
の
景
色
を
賞
賛
す
る
。
屏
風
歌
で
あ
っ
て
も
饗
宴
歌
で
あ
っ
て
も
、

御
溝
水
や
「
潺
湲
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
、広
大
な
水
の
世
界
を
利
用
し
て
宮
中
を
詠
む
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
歌
の
主
眼
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

月
と
い
う
の
は
、
そ
の
光
景
の
照
明
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
何
の
修
飾
語
も
持
た
な
い
単
な
る
「
秋
の
夜
の
月
」
な
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
瓦
井
氏
が
注
意
喚
起
し
た
よ
う
に
、
十
三
夜
の
初
例
と
さ
れ
る
こ
の
歌
を
、
積
極
的
に
十
三
夜
詠
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
歌
は
、
九
月
十
三
日
に
月
を
詠
む
歌
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
歌
の
中
に
そ
の
月
を
名
月
で
あ
る
と
詠
む
意
識
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、

や
は
り
十
三
夜
詠
と
は
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
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二
、十
三
夜
詠
の
盛
行
と
そ
の
始
点

　

躬
恒
詠
を
十
三
夜
詠
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
始
点
は
も
っ
と
後
に
な
る
。
結
論
と
し
て
は
、
十
三
夜
詠
が
十
一
世
紀
初
め
よ
り
盛

ん
に
詠
ま
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
十
一
世
紀
初
め
頃
を
そ
の
始
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
存
す
る
和
歌
に
お
い
て
そ
の
最
初
と
な

る
の
は
、
長
暦
二
（
一
〇
三
八
）
年
九
月
十
三
日
に
源
師
房
が
主
催
し
た
『
源
大
納
言
家
歌
合

）
11
（

』
の
歌
と
、
そ
の
撰
外
歌
で
あ
っ
た
。
こ

の
歌
合
は
、
八
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
九
月
に
延
期
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
萩
題
が
紅
葉
題
に
変
更
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
、『
故

侍
中
左
金
吾
集
（
頼
実
）
』
53
の
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
ま
ず
、
頼
実
の
撰
外
歌
か
ら
見
て
み
よ
う
。

長
暦
二
年
九
月
十
三
夜
、
源
大
納
言
の
家
に
男
女
か
た
わ
き
て
、
歌
合
せ
ら
れ
け
る
に
、
男
方
の
九
人
が
内
に
召
さ
れ
て
よ
め

る月

54
常
よ
り
も
の
ど
け
き
空
に
み
つ
る
か
な
世
を
な
が
つ
き
に
す
め
る
月
か
げ

（
『
故
侍
中
左
金
吾
歌
集
』
）

　

こ
こ
で
の
題
は
「
月
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
歌
合
の
「
秋
夜
月
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
常
よ
り
も
の
ど
け
き
」
と
詠
ん
で
、

普
段
以
上
に
穏
や
か
な
空
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
月
の
光
を
「
な
が
つ
き
」
の
月
光
だ
と
限
定
す
る
。
秋
夜
月
題
の
歌
で
あ
る
の
で
、

秋
の
月
で
あ
れ
ば
七
月
で
も
八
月
で
も
構
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
敢
え
て
「
な
が
つ
き
」
の
月
を
詠
み
、
さ
ら
に
そ
れ
が
普
段
以
上
だ

と
賞
賛
す
る
。
そ
こ
に
は
そ
の
月
を
名
月
と
見
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
月
を
「
な
が
つ
き
」
の
月
、
つ
ま
り
「
十
三

夜
の
月
」
と
見
な
す
意
識
が
あ
る
。
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さ
て
、
実
際
『
源
大
納
言
家
歌
合
』
の
秋
夜
月
題
で
番
え
ら
れ
た
の
は
、
侍
従
乳
母
と
源
為
善
の
歌
で
あ
っ
た
。

秋
夜
月　

左

1
の
ど
か
に
も
見
ゆ
る
空
か
な
雲
晴
れ
て
入
る
こ
と
やお

すそ

き
秋
の
夜
の
月

右　

 
 

 
 

 

た
め
よ
し
の
朝
臣

2
大
空
に
月
の
光
の
あ
か
き
夜
は
槙
の
板
戸
も
さ
さ
れ
ざ
り
け
り

　

1
番
歌
の
侍
従
乳
母
詠
は
、
第
四
句
を
「
入
る
こ
と
お
そ
き
」
と
す
る
書
入
れ
が
あ
り
、
他
出
（
『
秋
風
和
歌
集
』

341
、
『
雲
葉
和
歌
集
』

524
、
『
続
古
今
和
歌
集
』

401
）
で
は
す
べ
て
「
入
る
こ
と
お
そ
き
」
と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
。
月
が
入
る
こ
と
が
易
い
、
あ
る
い
は
遅

い
と
詠
む
わ
け
だ
が
、
前
者
で
あ
れ
ば
、
「
満
月
に
比
べ
て
簡
単
に
沈
ん
で
し
ま
う
」
と
い
う
意
に
解
釈
で
き
、
月
の
入
り
が
早
い
十
三
夜

の
特
徴
を
捉
え
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
入
る
こ
と
お
そ
き
」
で
あ
っ
て
も
、
冬
に
近
づ
く
ほ
ど
月
の
入
り
時
間
は
遅
く
な
る

の
で
、
晩
秋
の
月
で
あ
る
十
三
夜
の
月
を
意
識
し
た
表
現
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
為
善
詠
の
月
は
何
の
特
徴
も
持
た
な
い
。

真
木
の
板
戸
を
閉
ざ
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
月
光
は
、
特
別
な
月
の
光
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
十
三
夜
の
月
で
あ
る
必
然
性
は

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
場
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
月
に
対
す
る
意
識
に
は
差
が
あ
っ
た

）
12
（

。

　

同
時
代
の
歌
を
見
て
み
る
と
、
頼
実
や
侍
従
乳
母
の
よ
う
に
、
「
九
月
十
三
日
の
月
」
を
名
月
で
あ
る
「
十
三
夜
の
月
」
と
意
識
し
て
詠

ま
れ
た
歌
が
、
ほ
か
に
も
存
在
す
る
。

九
月
十
三
夜
、
時
雨
は
し
な
が
ら
月
の
あ
か
か
り
け
れ
ば

38
あ
や
に
く
に
時
雨
く
ら
せ
ど
名
に
高
き
今
宵
の
月
は
曇
ら
ざ
り
け
り

（
『
伊
勢
大
輔
集
』
）

月
に
む
か
ひ
て
秋
を
惜
し
む
と
い
ふ
題
、
九
月
十
三
日
の
夜
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15
常
よ
り
も
心
そ
ら
な
る
月
見
ず
は
か
く
ま
で
秋
を
惜
し
ま
ま
し
や
は

（
『
為
仲
集
』
）

　

伊
勢
大
輔
の
歌
は
、
こ
の
月
を
「
名
に
高
き
今
宵
の
月
」
と
称
し
、
明
ら
か
に
名
月
で
あ
る
と
意
識
す
る
。
時
雨
が
降
っ
て
い
て
も
こ

の
月
が
明
る
い
の
は
名
月
で
あ
る
か
ら
だ
と
詠
み
、
そ
の
月
を
特
別
な
月
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
為
仲
詠
も
同
じ
く
、
「
常
よ

り
も
心
そ
ら
な
る
」
と
詠
み
、
そ
の
月
に
よ
っ
て
い
つ
も
よ
り
心
乱
さ
れ
て
し
ま
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
月
が
、
惜
秋
の
感
興
を
誘

う
た
め
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
れ
は
晩
秋
の
月
を
詠
む
十
三
夜
詠
な
ら
で
は
の
表
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
九
月
十
三
日
に
月
を
詠
ん

だ
歌
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
月
に
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
る
。
「
九
月
十
三
日
の
月
」
を
、
名
月
で
あ
る
「
十
三
夜
の
月
」
と
し
て
詠
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
躬
恒
詠
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
十
三
夜
の
月
へ
の
意
識
が
、
こ
の
頃
の
歌
人
ら
の
歌
に
は
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
歌
が
詠
ま
れ
た
十
一
世
紀
初
め
に
は
、
「
九
月
十
三
日
の
月
」
を
「
十
三
夜
の
月
」
と
し
て
詠
む
意
識
が
発
生
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

歌
合
に
お
い
て
は
、
天
喜
五
（
一
〇
五
七
）
年
九
月
十
三
日
に
、
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
と
思
し
き
『
六
条

斎
院
歌
合
』
に
て
、
初
め
て
「
九
月
十
三
夜
」
が
歌
題
と
な
っ
た
。
萩
谷
朴
氏
は
こ
の
歌
合
に
つ
い
て
、
「
恐
ら
く
当
座
即
詠
の
純
粋
歌
合

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
13
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
「
な
ど
か
光
の
ま
さ
る
ら
ん
」
（
禖
子
内
親
王
・
1
）
、
「
今
宵
ば
か
り
の
光
な

き
か
な
」
（
左
衛
門
・
6
）
、「
名
に
高
き
月
」
（
丹
後
・
8
）
な
ど
、
こ
の
日
の
月
を
特
に
素
晴
ら
し
い
と
賞
し
、「
長
月
の
長
き
夜
照
ら
す
月
」

（
出
羽
・
7
）
と
、
長
月
の
月
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
な
ど
、
十
三
夜
と
い
う
名
月
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

歌
合
の
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
三
夜
が
、
誰
も
が
詠
歌
可
能
な
題
材
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
十
一
世
紀
初
め
よ
り
盛

ん
に
詠
ま
れ
始
め
た
十
三
夜
は
、
十
一
世
紀
半
ば
に
は
歌
人
ら
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、こ
れ
ら
初
期
の
十
三
夜
詠
に
は
、十
三
夜
詠
独
自
の
表
現
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
間
氏
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
、「
十
五



8

夜
の
月
の
詩
歌
表
現
に
共
通
し
た
」
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
に
お
い
て
十
三
夜
が
名
月
と
認
識
さ
れ
、
素
材
が
歌
人

ら
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
表
現
が
そ
れ
に
伴
っ
て
発
展
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

三
、
名
月
意
識
の
発
生
時
期

　

名
月
を
詠
む
と
い
う
意
識
が
見
受
け
ら
れ
な
い
た
め
に
、
躬
恒
詠
を
十
三
夜
詠
で
あ
る
と
認
め
が
た
い
こ
と
は
先
に
考
察
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
そ
し
て
十
一
世
紀
初
め
頃
を
始
点
と
し
て
盛
行
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
に
は
、
九
月
十
三
日
の
月
を

名
月
と
し
て
詠
む
意
識
が
発
生
し
て
い
た
思
わ
れ
る
こ
と
は
、前
章
に
お
い
て
確
認
し
た
。
躬
恒
詠
に
お
い
て
は
ま
だ
「
九
月
十
三
日
の
月
」

で
あ
っ
た
も
の
が
、
十
一
世
紀
初
め
に
は
「
十
三
夜
の
月
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
歌
が
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』

に
存
在
す
る
。同

じ
月
の
十
三
日
、
御
庚
申
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
雲
晴
れ
て
秋
月
の
ど
か
な
と
い
ふ
題
を
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、
宰
相

365
浮
雲
の
を
さ
ま
り
に
け
る
秋
の
夜
は
空
行
く
月
ぞ
物
憂
か
り
け
る

む
ま

366
か
か
り
け
る
雲
晴
る
る
夜
に
す
む
月
の
待
ち
遠
な
り
や
秋
の
山
辺
に

（
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
）

　
『
大
斎
院
前
の
御
集
全
釈
』
で
は
「
十
三
日
が
庚
申
で
あ
っ
た
年
は
、
永
観
二
（
九
八
四
）
年
九
月
で
あ
る
（
日
本
暦
日
原
典

）
14
（

）
」
と
注

さ
れ
て
い
る
。
「
同
じ
月
」
と
あ
る
の
も
、
直
前
の
歌
群
が
重
陽
の
前
日
で
あ
る
の
で
、
九
月
と
し
て
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
二
首
は
、

躬
恒
詠
か
ら
十
三
夜
が
盛
行
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
を
埋
め
る
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
十
三
夜
詠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た

が
、
こ
の
二
首
も
九
月
十
三
日
の
歌
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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歌
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
宰
相
は
、
浮
き
雲
の
憂
さ
は
晴
れ
た
の
に
そ
の
空
を
行
く
月
は
物
憂
そ
う
だ
、
と
詠
む
。
月
が
ゆ
っ

く
り
と
進
ん
で
い
く
様
を
述
べ
、
庚
申
の
夜
明
け
ま
で
は
ま
だ
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
馬
は
、
同
じ
く
晴
れ
た
夜
空
の

月
は
秋
の
山
辺
へ
沈
ん
で
い
く
の
を
待
ち
遠
し
く
思
っ
て
い
る
、
と
詠
む
。
月
が
夜
明
け
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に
自

身
の
感
情
を
も
重
ね
る
。
こ
の
二
首
の
月
も
、
躬
恒
詠
と
同
じ
く
、
十
三
夜
の
月
の
特
徴
を
備
え
て
は
お
ら
ず
、
名
月
だ
と
見
る
意
識
も

う
か
が
え
な
い
。
庚
申
の
夜
明
け
を
待
つ
、と
い
う
こ
と
に
歌
の
主
眼
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、月
は
そ
の
時
間
の
経
過
を
示
す
役
割
し
か
持
っ

て
い
な
い
。
九
月
十
三
日
に
月
を
詠
ん
だ
歌
で
は
あ
る
が
、
歌
の
主
題
は
月
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
月
に
対
す
る
歌
人
の
視
線
は
、

躬
恒
の
そ
れ
を
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
。
九
月
十
三
日
と
い
う
日
付
を
有
す
る
歌
の
中
で
、
一
首
孤
立
す
る
躬
恒
詠
と
そ
れ
に
続
く
『
大
斎

院
前
の
御
集
』
詠
が
同
じ
態
度
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、こ
れ
ら
の
歌
は
、九
月
十
三
日
の
月
を
名
月
と
認
識
す
る
以
前
の
歌
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
九
月
十
三
日
の
月
が
、ど
の
時
点
か
ら
名
月
と
認
識
さ
れ
た
か
を
厳
密
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、こ
の
『
大

斎
院
前
の
御
集
』
詠
よ
り
後
、
十
三
夜
詠
盛
行
の
始
点
に
あ
た
る
『
源
大
納
言
家
歌
合
』
ま
で
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
意
識
が
発
生
し

て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

　

な
お
、
漢
詩
文
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
九
月
十
三
日
の
月
が
漢
詩
文
に
登
場
す
る
最
初
の
例
は
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
・

詩
序
三
所
収
の
大
江
以
言
「
七
言
晩
秋
於
天
台
山
円
明
房
月
前
閑
談
」
と
い
う
詩
序
で
あ
る

）
15
（

。
本
文
中
に
「
于
時
、重
陽
過
而
四
日
（
時
に
、

重
陽
過
ぎ
て
四
日
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
月
十
三
日
の
作
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
制
作
年
次
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
大
斎
院
前
の
御
集
』
詠
と
同
時
代
か
、
も
し
く
は
『
源
大
納
言
家
歌
合
』
ま
で
の
間
を
埋
め
る
例
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
の
月
を
特
別
な

も
の
と
み
な
す
表
現
は
な
い
。
や
は
り
こ
の
時
期
は
、
漢
詩
文
に
お
い
て
も
九
月
十
三
日
の
月
を
名
月
と
見
る
以
前
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
以
言
詩
序
に
続
く
の
は
、『
詩
序
集
』
所
収
の
大
江
佐
国
「
秋
夜
於
藤
給
事
中
文
亭
同
賦
月
作
詩
家
灯
詩
」
序
で
あ
る
。

こ
れ
は
、永
承
三
（
一
〇
四
八
）
年
か
ら
天
喜
五
（
一
〇
五
七
）
年
の
間
の
作
で
あ
る
よ
う
だ

）
16
（

。
こ
の
佐
国
詩
序
に
お
い
て
十
三
夜
の
月
は
、
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「
九
月
十
三
夜
者
、
我
朝
之
習
俗
、
翫
月
之
佳
期
也
（
九
月
十
三
夜
は
、
我
が
朝
の
習
俗
、
月
を
翫
ぶ
佳
期
な
り
）
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
は
、

日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
十
三
夜
の
特
徴
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の
漢
詩
文
で
も
、
「
九
月
十
三
夜
者
、
好
事
翫

月
之
佳
期
也
（
九
月
十
三
夜
は
、
好
事
月
を
翫
ぶ
佳
期
な
り
）
」
（
『
本
朝
文
集
』
五
十
五
「
九
月
十
三
夜
於
長
楽
寺
詠
山
家
秋
月
和
歌
序
」

大
江
有
元
）
、
「
十
四
十
五
之
望
、
未
如
此
夕
之
最
好
（
十
四
十
五
の
望
、
未
だ
此
の
夕
の
最
好
に
は
如
か
ず
）
」
（
『
詩
序
集
』
「
九
月

十
三
夜
同
賦
月
下
多
軒
騎
詩
」
平
光
俊
）
な
ど
、
十
三
夜
の
月
が
特
別
に
見
る
べ
き
対
象
の
月
で
あ
る
こ
と
が
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
て

い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
漢
詩
文
も
和
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
以
言
詩
序
が
作
成
さ
れ
た
と
思
し
き
十
世
紀
末
か
ら
、
大
江
佐
国
詩
序
が
作

成
さ
れ
た
十
一
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
、
十
三
夜
の
月
を
特
別
な
も
の
と
し
て
詠
む
意
識
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
　

四
、十
三
夜
詠
の
独
自
性

　

本
間
氏
は
「
決
し
て
否
定
的
に
把
え
る
べ
き
事
で
は
あ
る
ま
い
」
と
し
て
、十
三
夜
詠
の
表
現
に
つ
い
て
十
五
夜
と
の
「
共
通
す
る
パ
タ
ー

ン
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
十
三
夜
だ
と
明
確
に
す
る
た
め
に
は
詞
書
に
頼
る
か
、
長
月
や
暮
秋
で
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
ほ
か
「
手
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
名
月
だ
と
明
確
に
す
る
手
法
は
、

十
五
夜
詠
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
の
十
五
夜
の
歌
と
月
の
歌
を
比
較
し
て

み
よ
う
。
「
白
雲
に
羽
打
ち
か
わ
し
飛
ぶ
雁
の
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月
」
（
月
・
読
み
人
知
ら
ず
・

259
）
と
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

十
三
夜
の
月
な
の
か
十
五
夜
の
月
な
の
か
、
そ
れ
と
も
名
も
な
い
単
な
る
月
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
水
の
面
に
照
る
月
な
み

を
数
ふ
れ
ば
今
宵
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け
る
」
（
十
五
夜
・
源
順
・

251
）
と
あ
れ
ば
、
そ
の
月
は
「
秋
の
最
中
」
の
月
、
つ
ま
り
十
五
夜
の
月

だ
と
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
五
夜
の
月
も
十
三
夜
の
月
と
同
じ
手
法
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
十
五
夜
の
月
で
あ
る
と
明
確
に
す

る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
付
が
限
定
さ
れ
て
い
る
名
月
を
明
確
に
す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
簡
単
な
方
法
が
、
こ
れ
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ら
の
手
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
十
三
夜
も
十
五
夜
と
同
じ
く
名
月
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
表
現
が
共
通
す
る

の
で
あ
る
。

　

実
際
、
初
期
の
十
三
夜
詠
に
は
独
自
表
現
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
に
無
個
性
な
名
月
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た

十
三
夜
の
月
は
、
長
承
三
（
一
一
三
四
）
年
末
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
で
転
換
期
を
迎
え
る
。
十
三
夜
詠
に
お

い
て
初
め
て
、
十
三
夜
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
独
自
の
表
現
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
は
、
「
十
三

夜
月
」
と
い
う
題
を
初
め
て
採
用
し
た
定
数
歌
で
あ
っ
た
。
同
じ
題
詠
で
あ
っ
て
も
、
眼
前
に
そ
の
月
を
見
な
い
で
詠
む
点
に
、
『
六
条
斎

院
歌
合
』
と
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
歌
人
ら
に
は
概
念
と
し
て
十
三
夜
の
月
を
詠
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
実
際
に
そ
の
月
が
な
い
以
上
、

そ
れ
が
十
三
夜
の
月
で
あ
る
こ
と
を
言
葉
に
よ
っ
て
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
十
三
夜
独
自
の
個
性
を
詠
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
望
月
で
は
な
い
と
い
う
十
三
夜
の
特
徴
を
強
調
す
る
の
に
、
〈
二
夜
足
り
な
い
〉
と
詠
む
表

現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

420
さ
き
ま
く
り
今
二
夜
を
ば
み
て
ず
し
て
く
ま
な
き
も
の
は
長
月
の
月
（
藤
原
俊
成
）

421
数
ふ
れ
ば
望
に
二
日
は
足
ら
ね
ど
も
光
は
空
に
み
て
る
月
か
な
（
源
仲
正
）

424
い
か
な
れ
ば
み
た
ぬ
今
宵
の
月
か
げ
の
昔
の
よ
よ
り
く
ま
な
か
る
ら
ん
（
藤
原
為
経
）

425
望
を
の
み
盛
り
と
見
る
に
長
月
は
二
夜
も
足
ら
で
く
ま
な
か
り
け
り
（
源
頼
政
）

（
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
秋
・
十
三
夜
月
）

　

十
三
夜
月
題
で
詠
ま
れ
た
八
首
の
う
ち
半
数
が
こ
の
表
現
を
用
い
て
お
り
、
い
ず
れ
も
〈
二
夜
足
り
な
い
〉
と
詠
む
こ
と
で
、
望
月
の

二
日
前
で
あ
る
と
い
う
十
三
夜
の
特
徴
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
望
月
」
は
、
必
ず
し
も
「
八

月
十
五
夜
」
で
は
な
い
。
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
の
が
、
俊
成
詠
と
頼
政
詠
で
あ
る
。
俊
成
詠
の
「
さ
き
ま
く
り
」
と
い
う
語
は
、
『
為
忠
家
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初
度
百
首
全
釈
』
で
は
「
先
回
り
す
る
こ
と
。
独
自
歌
語

）
17
（

」
と
注
さ
れ
て
い
て
、
十
三
夜
の
月
が
望
月
に
先
行
す
る
明
月
だ
と
詠
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
頼
政
詠
で
は
、
望
月
を
盛
り
で
あ
る
と
述
べ
た
あ
と
、
十
三
夜
の
月
は
そ
れ
に
二
日
も
足
り
な
い
の
に
こ
れ
ほ
ど
明
る
い
、

と
詠
む
。
こ
の
表
現
は
、
以
降
も
わ
ず
か
な
が
ら
確
認
さ
れ
る
。

（
九
月
十
三
夜
）

398
み
ち
も
て
ゆ
く
二
夜
の
影
を
お
き
な
が
ら
我
と
名
を
得
て
す
め
る
月
か
な

（
『
出
観
集
』
秋
）

（
上
西
門
院
、
法
住
寺
殿
に
お
は
し
ま
す
に
、
九
月
十
三
夜
月
い
と
あ
か
き
夜
、
人
人
ま
ゐ
り
て
歌
よ
み
し
に
）

144
い
か
な
れ
ば
望
に
二
夜
は
足
ら
で
し
も
あ
ま
り
に
月
の
か
げ
は
見
ゆ
ら
ん

（
『
実
家
集
』
）

（
九
月
十
三
夜
）

448
風
わ
た
る
初
霜
寒
し
秋
の
月
望
に
二
夜
の
前
の
棚
橋

（
『
正
徹
千
首
』
秋
二
百
首
）

　

足
り
な
い
と
い
う
こ
と
は
消
極
的
な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
歌
も
そ
れ
を
十
三
夜
の
月
の
美
質
へ
と
転
換
す
る
。
〈
二
夜
足
り

な
い
〉
こ
と
が
、
む
し
ろ
十
三
夜
の
月
の
明
る
さ
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
に
見
ら
れ
る
、「
く
ま
な
し
」

と
い
う
語
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
十
三
夜
の
月
は
、
望
月
に
〈
二
夜
足
り
な
い
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
月
と
し
て

詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
十
三
夜
詠
独
自
の
表
現
と
し
て
、
十
三
日
と
い
う
日
付
を
詠
む
こ
と
で
、
十
三
夜
だ
と
明
ら
か
に
す
る
表
現
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
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九
月
十
三
夜

40
こ
と
わ
り
や
暮
れ
ぬ
る
秋
の
十
日
あ
ま
り
み
よ
と
思
へ
る
月
の
か
げ
か
な

（
『
禅
林
瘀
葉
集
（
資
隆
）
』
）

九
月
十
三
夜
に
よ
め
る　

  
 

賀
茂
政
平

1189
暮
れ
の
秋
こ
と
に
さ
や
け
き
月
か
げ
は
十
夜
に
あ
ま
り
て
み
よ
と
な
り
け
り

（
『
千
載
和
歌
集
』
雑
歌
下
）

内
大
臣
家
百
首

81
長
月
の
十
日
余
の
み
か
の
は
ら
川
波
清
く
す
め
る
月
か
げ

（
『
家
隆
卿
百
番
自
歌
合
』
四
十
一
番
・
左
）

十
三
夜

558
数
ふ
れ
ば
今
日
長
月
の
十
日
あ
ま
り
み
よ
と
も
す
め
る
山
の
端
の
月

（
『
光
経
集
』
）

　

こ
れ
ら
は
、
〈
十
日
あ
ま
り
〉
と
い
う
語
と
と
も
に
、
「
み
よ
（
三
夜
）
」
「
み
か
（
三
日
）
」
と
い
う
語
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
三
夜

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
暮
秋
・
長
月
で
あ
る
と
も
詠
み
、
こ
れ
が
九
月
十
三
日
で
あ
る
こ
と
も
明
確
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
三
夜
」
に
「
見
よ
」
を
掛
け
、
十
三
夜
の
月
が
見
る
べ
き
月
で
あ
る
こ
と
も
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　

家
隆
詠
の
詞
書
に
あ
る
「
内
大
臣
家
百
首
」
と
は
、
建
保
三
（
一
二
一
五
）
年
九
月
十
三
夜
に
九
条
道
家
邸
に
て
披
講
さ
れ
た
百
首
で
、

当
該
歌
は
「
河
月
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
披
講
の
日
付
に
ち
な
ん
で
、
題
の
「
月
」
を
十
三
夜
の
月
と
し
て
詠
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
三
日
」
は
、
山
城
国
の
歌
枕
で
あ
る
瓶
原
に
掛
け
ら
れ
て
い
て
、
『
歌
枕
名
寄
』
三
香
原
篇
（

673
）
に
も
と
ら
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れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
瓶
原
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ほ
か
に
〈
十
日
あ
ま
り
〉
と
い
う
語
と
と
も
に
、
歌
枕

を
利
用
し
て
十
三
夜
を
詠
む
も
の
は
、
「
照
る
月
の
光
さ
し
そ
ふ
十
日
あ
ま
り
三
笠
の
山
の
長
月
の
空
」
（
『
新
三
井
和
歌
集
』
双
輪
寺
法
親

王･

253
）
と
い
う
一
首
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、三
笠
山
に
三
日
を
含
ま
せ
る
。
三
笠
山
は
月
を
連
想
さ
せ
る
に
は
名
高
い
歌
枕
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
名
所
の
月
と
十
三
夜
の
月
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
見
る
べ
き
月
と
し
て
の
十
三
夜
の
月
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

同
じ
く
十
三
夜
を
〈
十
日
あ
ま
り
〉
「
三
日
」
の
月
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
一
端
が
、
『
雪
玉
集
』

6060
～

6098
、
『
六
帖
詠
草
』

839
～

851
に
も

見
ら
れ
る
。
前
者
は
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
九
月
十
三
夜
に
、
「
な
か
つ
き
の
と
お
か
あ
ま
り
み
よ
」
の
一
字
ず
つ
を
歌
の
上
に
置
い
て

十
三
首
を
詠
ん
だ
歌
群
で
あ
り
、
後
者
も
同
じ
く
「
な
が
つ
き
の
と
を
か
あ
ま
り
み
か
」
を
据
え
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
が

十
三
夜
表
現
の
ひ
と
つ
と
し
て
遊
戯
性
を
も
有
し
つ
つ
、
近
世
ま
で
引
き
つ
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
十
三
夜
独
自
の
個
性
を
強
調
す
る
表
現
は
、
そ
の
月
が
十
三
夜
の
月
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
詠
む
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ

た
。
十
三
夜
の
独
自
性
を
主
張
す
る
表
現
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
三
夜
と
い
う
名
月
が
詠
ま
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
十
三
夜
は
、
十
五
夜
と
は
異
な
る
名
月
と
し
て
詠
ま
れ
た
無
二
の
名
月
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

独
自
の
個
性
を
見
出
さ
れ
た
十
三
夜
は
、
そ
の
素
材
と
し
て
も
独
自
性
を
有
し
て
い
た
。
〈
晩
秋
の
月
〉
と
し
て
、
単
な
る
明
月
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
惜
秋
の
情
を
誘
う
素
材
と
し
て
も
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

月
に
む
か
ひ
て
秋
を
惜
し
む
と
い
ふ
題
、
九
月
十
三
日
の
夜

15
常
よ
り
も
心
そ
ら
な
る
月
見
ず
は
か
く
ま
で
秋
を
惜
し
ま
ま
し
や
は

（
『
為
仲
集
』
）

九
月
十
三
夜
対
月
惜
秋

12
月
ゆ
ゑ
に
長
き
夜
す
が
ら
眺
む
れ
ば
あ
か
ず
も
惜
し
き
秋
の
空
か
な
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（
『
在
良
集
』
、
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
秋
下･

）
18
（

286
）

九
月
十
三
夜

46
惜
し
と
い
へ
ど
秋
の
な
か
ば
の
月
は
な
ほ
今
宵
も
あ
り
と
思
ひ
な
さ
れ
き

（
『
忠
度
集
』
）

九
月
十
三
夜 

 
 

 

参
議
正
三
位
藤
原
朝
臣
資
明

6
惜
し
む
べ
き
と
き
は
今
宵
か
長
月
の
月
も
ふ
け
ゆ
く
秋
の
あ
は
れ
を

（
『
建
武
三
年
住
吉
社
法
楽
和
歌
』
）

　

為
仲
詠
と
在
良
詠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
三
夜
に
「
月
に
む
か
ひ
て
秋
を
惜
し
む
」
「
対
月
惜
秋
」
と
い
う
題
の
も
と
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

十
三
夜
の
月
が
惜
秋
の
感
興
を
誘
う
も
の
で
あ
る
と
、
題
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
為
仲
詠
は
、
十
三
夜
詠
全
体
か
ら
見
て

も
早
い
時
期
の
歌
で
あ
り
、
十
三
夜
が
惜
秋
の
情
を
詠
む
素
材
と
し
て
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
十
三
夜
の
月

を
見
て
惜
秋
の
情
が
わ
く
の
は
、
や
は
り
そ
の
月
が
秋
の
最
後
の
名
月
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
十
三
夜
の
後
に
九

月
尽
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
明
が
「
惜
し
む
べ
き
と
き
は
今
宵
か
」
と
詠
む
の
も
、
そ
の
意
識
の
も
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

で
生
じ
て
く
る
の
は
た
だ
「
惜
し
い
」
と
い
う
感
情
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
忠
度
詠
を
見
て
み
る
と
、
十
五
夜
の
月
を
持
ち
出
し
、
秋

が
去
っ
て
行
く
の
は
惜
し
い
け
れ
ど
、
ま
だ
見
る
べ
き
十
三
夜
の
月
が
あ
っ
た
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
と
言
う
。
晩
秋
で
あ
る
の
に
、

秋
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
名
月
と
し
て
、
十
三
夜
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
三
夜
に
詠
ま
れ
る
惜
秋
の
感
興
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
単
純
に
行
く
秋
を
惜
し
む
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
十
三
夜
詠
で
は
、
と
も
に
「
菊
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
。
菊
は
重
陽
の
象
徴
的
な
景
物
で
あ
る
た
め
、
九
月
に
詠
ま

れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
此
花
開
後
更
無
花
（
此
の
花
開
き
て
後
更
に
花
無
し
）
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
上
・
菊
・
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元
稹
・

267
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
年
の
最
後
の
見
る
べ
き
花
と
さ
れ
て
お
り
、
十
三
夜
と
同
じ
く
行
く
秋
を
惜
し
む
素
材
で
も
あ
っ
た
。

同
ジ
年
九
月
十
三
夜
、
月
照
菊

12
ク
マ
モ
ナ
キ
今
宵
ノ
月
ニ
ヲ
シ
ナ
べ
テ
盛
リ
ト
見
ユ
ル
白
菊
ノ
花

（
新
編
私
家
集
大
成 

師
実
Ⅱ
『
京
極
大
殿
御
集
』
）

九
月
十
三
夜
に
月
照
菊
花
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
せ
給
け
る　

新
院
御
製
（
崇
徳
院
）

126
秋
深
み
花
に
は
菊
の
関
な
れ
ば
下
葉
に
月
も
も
り
あ
か
し
け
り

（
『
詞
花
和
歌
集
』
秋
）

応
安
六
年
九
月
十
三
夜
三
首
歌
講
ぜ
ら
れ
け
る
時
、
菊
籬
月
と
い
ふ
事
を
よ
ま
せ
給
う
け
る 

後
光
厳
院
御
製

557
移
ろ
ふ
と
見
る
も
か
は
ら
で
白
菊
の
籬
や
月
の
色
は
そ
ふ
ら
ん

（
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
秋
下
）

　

い
ず
れ
も
、
題
に
従
っ
て
菊
に
添
う
月
の
光
を
詠
む
。
菊
を
「
盛
リ
ト
見
ユ
ル
」
「
移
ろ
ふ
と
見
る
」
の
は
、
そ
の
菊
が
重
陽
後
の
盛
り

を
過
ぎ
た
姿
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
残
菊
に
白
い
月
光
が
さ
す
こ
と
で
、
往
事
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
十
三
夜

は
秋
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
崇
徳
院
詠
は
、
顕
昭
『
詞
花
和
歌
集
注
』
に
「
セ
キ
ト
ハ
モ
ノ
ヽ
ト
チ
メ
ヲ

イ
フ
ニ
、
菊
ノ
ヽ
チ
ニ
ハ
花
ノ
ナ
ケ
レ
ハ
云
也

）
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（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
元
稹
句
を
踏
ま
え
て
、
菊
を
関
所
に
見
立
て
る
。

今
年
最
後
の
見
る
べ
き
花
で
あ
る
菊
は
、
去
り
行
く
秋
に
対
す
る
関
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
月
光
に
対
す
る
関
所
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
関

所
を
通
過
し
た
月
光
は
、
下
葉
に
て
一
晩
菊
の
関
を
守
り
明
か
す
。
行
く
秋
を
な
ん
と
か
と
ど
め
よ
う
と
す
る
関
守
の
役
割
を
、
十
三
夜

の
月
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
晩
秋
の
月
で
あ
る
十
三
夜
は
惜
秋
の
情
を
誘
う
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
秋
の
存

在
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
た
だ
行
く
秋
を
惜
し
む
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
ま
だ
秋
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
も
示
す
素
材
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
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こ
そ
が
、
十
三
夜
と
い
う
素
材
に
見
出
さ
れ
た
意
義
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

十
三
夜
は
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
も
素
材
の
持
つ
意
義
に
お
い
て
も
、
十
五
夜
と
は
異
な
る
独
自
性
を
有
し
て
い
た
。
十
三
夜
は
十
三

夜
と
し
て
区
別
さ
れ
、
も
う
ひ
と
つ
の
名
月
と
し
て
詠
み
つ
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

本
朝
独
自
の
個
性
的
な
名
月
で
あ
る
十
三
夜
は
、
和
歌
に
お
い
て
も
そ
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
、
表
現
に
お
い
て
も
そ
の
素
材
の
持
つ

意
義
に
お
い
て
も
、十
五
夜
と
は
異
な
る
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
十
三
夜
詠
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。

「
九
月
十
三
日
の
月
」
で
あ
っ
た
も
の
が
名
月
「
十
三
夜
の
月
」
と
認
識
さ
れ
、
『
為
忠
家
初
度
百
首
』
以
降
独
自
表
現
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
も
の
の
、
徹
底
し
て
そ
の
独
自
性
が
強
調
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
文
学
の
素
材
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て

い
く
そ
の
理
由
は
、
晩
秋
の
月
と
し
て
十
三
夜
が
有
し
て
い
た
役
割
に
あ
る
と
考
え
る
。
十
三
夜
は
、
秋
が
果
て
る
九
月
に
惜
秋
を
詠
む

だ
け
で
な
く
、
ま
だ
美
し
く
残
る
秋
の
姿
を
詠
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
素
材
で
も
あ
っ
た
。
月
は
十
五
夜
、
菊
は
重
陽
を
盛
り
と
し
な
が

ら
も
、
九
月
十
三
夜
に
再
び
見
る
べ
き
姿
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
月
の
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
が
、
九
月
に
行
わ
れ
る
文
事
の
流
れ
の
な
か
に
十
三
夜
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
九
日
の

重
陽
、
翌
重
陽
後
朝
、
そ
し
て
九
月
尽
と
、
多
く
の
行
事
の
ひ
と
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
時
期
は
限
ら
れ
る
が
、
十
三
夜
が

盛
行
し
た
十
一
世
紀
初
め
か
ら
の
百
年
間
ほ
ど
は
、
十
四
日
か
ら
十
六
日
に
は
、
勧
学
会
も
催
さ
れ
て
い
た
。
重
陽
か
ら
勧
学
会
の
あ
い

だ
に
十
三
夜
が
位
置
し
、
立
て
続
け
に
何
ら
か
の
行
事
が
あ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
重
陽
は
菊
、
重
陽
後
朝
は
残
菊
、
九
月

尽
は
惜
秋
、
そ
し
て
勧
学
会
で
は
法
華
経
と
狂
言
綺
語
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
素
材
を
持
つ
。
そ
こ
に
、
月
と
い
う
新
た
な
景

物
を
有
す
る
行
事
と
し
て
、
十
三
夜
は
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
月
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
前
月
に
は
十
五
夜
が
存
在
す
る
な
か
で
、
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あ
え
て
九
月
十
三
日
に
も
う
一
度
月
を
見
、
そ
し
て
詠
む
。
そ
の
理
由
こ
そ
が
、
晩
秋
で
あ
り
な
が
ら
秋
の
美
し
さ
を
詠
む
こ
と
を
可
能

に
し
、
そ
こ
に
秋
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
、十
三
夜
と
い
う
素
材
の
持
つ
意
義
に
あ
る
と
考
え
る
。
秋
の
最
後
の
見
る
べ
き
月
で
あ
っ

た
十
三
夜
は
、
独
自
の
表
現
を
有
し
て
お
り
、
文
学
的
素
材
と
し
て
も
十
五
夜
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）  

道
真
の
十
三
夜
詩
の
存
在
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
一
人
一
首
』
巻
六
に
「
既
有
二
菅
丞
相
詠
吟
一
、則
延
喜
以
前
賞
レ

之
明
矣
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
『
日

本
歳
時
記
』
巻
五
は
、
「
又
菅
丞
相
宰
府
に
て
作
り
給
へ
る
黄
萎
顔
色
白
頭
霜
と
起
句
に
あ
る
律
詩
を
、
一
説
に
は
九
月
十
三
夜
の
作
と
す
。
し
か
れ

ど
も
菅
家
後
集
に
は
、
九
月
十
五
夜
の
作
と
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
其
時
よ
り
有
し
事
と
も
お
ぼ
え
侍
ら
ず
」
と
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
立
場
を
と
る
。

現
存
の
道
真
作
品
の
中
に
は
十
三
夜
に
関
す
る
詩
は
見
え
な
い
が
、
『
日
本
歳
時
記
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
菅
家
後
集
』
「
秋
夜
」
（

485
）
に
「
九
月

十
五
日
」
と
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
北
野
天
神
縁
起
に
は
「
九
月
十
三
夜
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

参
考
と
し
て
、
『
北
野
天
神
絵
巻
』
承
久
本
の
本
文
を
あ
げ
る
。
「
後
集
の
中
に
お
ろ
か
な
る
耳
に
も
あ
は
れ
に
き
こ
ゆ
る
は
九
月
十
三
夜
皓
月
心
す

ま
せ
給
け
る
と
き
作
せ
給
た
る
」
（
小
松
茂
美･

中
野
玄
三･

松
原
茂
『
北
野
天
神
縁
起
』
日
本
絵
巻
大
成
二
一
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）
。

ま
た
、
『
北
野
天
神
御
縁
起
』
に
は
、
「
九
月
十
日
」
（

482
）
を
見
た
紀
長
谷
雄
ほ
か
多
く
の
儒
者
が
、
涙
を
流
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
面
は

「
九
月
十
三
夜
、
皎
々
」
（
『
北
野
』
神
道
大
系
神
社
編
一
一
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
八
年
四
月
）
と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
十
三
夜
と
設
定
さ
れ

て
い
る
。

（
2
） 『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
「
鳥
羽
天
皇
保
安
二
年
、
関
白
忠
通
公
九
月
十
三
夜
有
二
翫
レ

月
詩
一
。
今
宵
翫
レ

月
始
二
于
此
一
矣
」
と
あ
り
、
藤
原
忠
通
詩

を
最
初
だ
と
す
る
。
『
本
朝
無
題
詩
』
所
収
の
、
「
九
月
十
三
夜
翫
月
」
と
題
す
る
二
詩
の
い
ず
れ
か
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
制
作
年
次
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。
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（
3
） 

本
間
洋
一
「
九
月
十
三
夜
の
月
―
そ
の
詩
歌
の
素
材
と
し
て
の
定
着
と
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
秋
桜
』
七
、一
九
九
〇
年
三
月
）
。
以
下
、
本
間
氏
論

の
引
用
は
同
論
文
に
よ
る
。

（
4
） 
瓦
井
裕
子
「
九
月
十
三
夜
詠
の
誕
生
―
端
緒
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
摂
取
」
（
『
国
語
国
文
』
八
五
‐
七
、二
〇
一
六
年
七
月
）
。
以
下
、
瓦
井
氏
論

の
引
用
は
同
論
文
に
よ
る
。
な
お
、同
論
文
に
お
い
て
瓦
井
氏
は
「
単
な
る
暦
月
暦
日
を
言
う
場
合
は
「
九
月
十
三
日
」
、名
月
の
夜
を
言
う
場
合
は
「
九

月
十
三
夜
」
と
し
て
区
別
」
す
る
。

（
5
） 

現
存
す
る
『
躬
恒
集
』
は
五
類
七
系
統
に
分
か
れ
、
第
一
類
光
俊
本
系
・
第
二
類
内
閣
本
系
・
第
三
類
丙
本
系
・
第
四
類
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
本
系
・

第
五
類
正
保
版
本
歌
仙
歌
集
本
系
が
、
そ
れ
ぞ
れ
新
編
私
家
集
大
成
に
躬
恒
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
第
三
類
本
は
新
編
国
歌
大
観
七
、

第
四
類
本
は
新
編
国
歌
大
観
三
に
も
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
『
躬
恒
集
』
は
、
系
統
を
記
し
た
う
え
で
新
編
私
家
集
大
成
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

な
お
当
該
歌
は
、
第
二
類
内
閣
本
系
『
躬
恒
集
』
に
は
な
い
。

（
6
） 「
松
浦
沙
」
に
関
し
て
は
、
徳
原
茂
美
「
清
涼
殿
東
庭
の
松
が
浦
島
―
西
本
願
寺
本
躬
恒
集
の
本
文
校
訂
」
（
徳
原
茂
美
著
『
古
今
和
歌
集
の
遠
景
』

和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
四
月
〔
初
出 
鈴
木
淳
・
柏
木
由
夫
編
『
和
歌
解
釈
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
一
一
月
〕
）
と
い
う
論
考
が

あ
る
。

（
7
） 

第
一
類
の
三
句
は
「
雲
の
う
へ
を
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
や
そ
し
ま
を
」
と
異
本
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

小
町
谷
照
彦
校
注
『
拾
遺
和
歌
集
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
一
月
）
は
、
「
内
裏
月
宴
歌
か
」
「
屏
風
歌
で
は
な
く
、

饗
宴
歌
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
藤
岡
忠
美
・
徳
原
茂
実
著
『
躬
恒
集
注
釈
』
（
私
家
集
注
釈
叢
刊
一
四
、
貴
重
本
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
も
『
拾

遺
和
歌
集
』
の
詞
書
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
屏
風
歌
の
詞
書
と
し
て
は
要
領
を
え
な
い
し
、
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
い
る
点
も
含
め
、
原
資
料
の
不

備
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、
い
ず
れ
も
屏
風
歌
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。

（
9
） 

田
中
登
氏
に
よ
る
新
編
私
家
集
大
成
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
正
保
版
本
歌
仙
歌
集
本
に
代
表
さ
れ
て
い
た
第
五
類
に
つ
い
て
、
「
（
前
略
）
『
古
筆
学
大

成　

17
』
所
収
の
伝
西
行
筆
本
は
、
明
ら
か
に
こ
の
系
統
に
属
し
、
し
か
も
書
写
年
代
は
鎌
倉
極
初
期
と
、
こ
の
系
統
で
も
抜
群
に
古
く
て
注
目
さ
れ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
参
考
に
、
小
松
茂
美
著
『
私
家
集
』
一
（
古
筆
学
大
成
一
七
、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
五
月
）
に
よ
り
伝
西
行
筆
本
の
当
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該
箇
所
を
翻
刻
す
る
。

せ
い
れ
う
て
む
の
み
な
み
の
つ
ま
に
／
み
か
は
み
つ
め
く
り
て
た
り
ま
つ
延
喜
十
／
九
年
九
月
十
三
夜
そ
の
え
む
せ
／
さ
せ
た
ま
へ
り

そ
の
こ
ゝ
ろ
の
た
い
／
あ
り
人
〳
〵
う
た
ゝ
て
ま
つ
る

も
ゝ
し
き
の
お
ほ
み
や
な
か
ら
や
そ
し
ま
を
／
み
る
こ
ゝ
ち
す
る
あ
き
の
よ
の
つ
き

 

　

正
保
版
本
歌
仙
歌
集
本
が
「
め
く
り
て
た
り
」
を
「
め
く
り
い
て
た
り
」
と
改
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
に
異
な
る
部
分
は
な
く
、

本
文
の
不
明
瞭
さ
は
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
っ
て
も
解
決
し
な
い
。

（
10
） 

こ
の
「
賀
」
と
「
宴
」
の
異
同
に
つ
い
て
、高
田
信
敬
氏
は
「
格
別
の
修
飾
語
を
持
た
な
い
「
賀
」
が
「
宴
」
と
同
義
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
、

管
見
唯
一
の
文
証
」
（
「
朱
雀
院
の
行
幸
―
紅
葉
賀
臆
説
」
（
『
源
氏
物
語
の
展
望
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
）
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
そ

れ
に
倣
う
。

（
11
） 

本
間
氏
は
、「
（
前
略
）
九
月
十
三
日
の
和
歌
詠
と
し
て
は
、
天
徳
四
（

960
）
年
の
「
庚
申
中
宮
女
房
歌
合
」
が
こ
れ
（
稿
者
注:

『
源
大
納
言
家
歌
合
』
）

に
先
立
つ
よ
う
で
あ
る
が
、寡
聞
に
し
て
そ
の
内
容
を
知
ら
な
い
」
と
注
し
て
い
る
。
「
庚
申
中
宮
女
房
歌
合
」
と
は
、『
新
訂
増
補
歌
合
大
成
』
一
に
「
天

徳
三
年
九
月
十
八
日
庚
申
中
宮
女
房
歌
合
」
と
あ
る
も
の
を
指
す
か
。
こ
の
歌
合
は
『
元
真
集
』
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
残
る
歌
合
で
、
本
間
氏
が
十
三

夜
の
例
と
し
た
の
は
『
夫
木
和
歌
抄
』
の
詞
書
に
よ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

天
徳
三
年
九
月
十
三
夜
庚
申
、
中
宮
女
房
歌
合
と
て
こ
ふ
が
よ
め
る　

元
真

4170
高
砂
の
尾
上
の
萩
を
折
り
つ
れ
ば
鹿
の
立
処
や
う
す
ら
ぎ
ぬ
ら
ん

（
『
夫
木
和
歌
抄
』
秋
二
）

 

　

一
方
の
『
元
真
集
』
は
諸
本
に
よ
っ
て
日
付
の
表
記
に
揺
れ
が
あ
り
、
『
新
訂
増
補
歌
合
大
成
』
は
「
三
正
綜
覧
に
よ
っ
て
検
出
す
る
の
に
、
天
徳

三
年
九
月
十
八
日
が
庚
申
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
、
西
本
願
寺
本
（
稿
者
注
：
「
天
徳
三
年
九
月
十
八
日
に
か
う
し
」
と
い
う
詞
書
を
有
す
る
。
）
の

所
伝
を
正
し
と
し
て
こ
れ
に
統
一
し
た
」
と
す
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
に
倣
い
、
十
三
夜
の
例
と
は
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
12
） 

瓦
井
氏
は
、
同
歌
合
の
頼
実
の
霧
題
・
鹿
題
の
歌
で
『
源
氏
物
語
』
摂
取
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
十
三
夜
詠
発
生
の
契
機
と
な
っ
た
と
主
張
す
る
。
特
に
、
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鹿
題
の
出
詠
歌
「
声
し
げ
み
小
牡
鹿
の
な
く
秋
の
夜
は
き
く
人
さ
へ
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
け
る
」
（
『
故
侍
中
左
金
吾
集
』
63
）
は
、
夕
霧
巻
の
九
月
十
三

日
の
描
写
、

鹿
は
た
だ
籬
の
も
と
に
た
た
ず
み
つ
つ
、
山
田
の
引
板
に
も
驚
か
ず
、
色
濃
き
稲
ど
も
の
中
に
ま
じ
り
て
う
ち
な
く
も
愁
へ
顔
な
り

 

　

や
、
そ
の
あ
と
に
夕
霧
と
落
葉
の
宮
が
、
鹿
が
鳴
く
の
を
聞
き
和
歌
を
贈
答
す
る
場
面
な
ど
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
指
摘
し
、
そ
の
頼
実
詠
を
目

に
し
た
ほ
か
の
出
詠
者
た
ち
に
「
実
際
の
九
月
十
三
日
に
著
名
な
夕
霧
巻
の
九
月
十
三
日
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
新
た
な
発
想
、
夕
霧
巻
が
描
く

九
月
十
三
日
の
月
へ
の
関
心
」
が
共
有
さ
れ
た
た
め
、
「
最
初
期
の
九
月
十
三
夜
へ
の
意
識
は
、
頼
実
の
源
氏
摂
取
を
端
緒
と
し
て
」
い
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
頼
実
に
「
夕
霧
巻
が
描
く
九
月
十
三
日
の
月
へ
の
関
心
」
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
月
詠
に
こ
そ
、
『
源
氏
物
語
』
摂
取
が
な
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鹿
題
の
歌
も
、
そ
れ
を
目
に
し
た
歌
人
ら
が
、
そ
の
場
面
を
想
起
す
る
ほ
ど
濃
厚
に
『
源
氏
物
語
』
摂

取
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
も
、
右
の
夕
霧
巻
の
場
面
は
、
「
九
月
十
余
日
」
と
し
て
描
か
れ
る
場
面
で
、
読
み
進
め
て
い
け
ば

「
十
三
日
の
月
」
が
登
場
す
る
た
め
十
三
日
な
の
だ
と
わ
か
る
も
の
の
、
素
直
に
九
月
十
三
日
の
場
面
と
し
て
想
起
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
疑
問
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
頼
実
の
霧
詠
の
判
は
負
、
鹿
詠
は
歌
合
の
撰
に
す
ら
漏
れ
て
お
り
、
そ
の
歌
自
体
、
評
価
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ

て
、
頼
実
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
摂
取
が
、
十
三
夜
詠
誕
生
の
端
緒
と
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
13
） 

萩
谷
朴
編
著
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
四
（
再
版
、
同
朋
社
、
一
九
七
九
年
八
月
）

（
14
） 

天
野
紀
代
子
・
園
明
美
・
山
崎
和
子
共
著
『
大
斎
院
前
の
御
集
全
釈
』
（
私
家
集
全
釈
叢
書
三
七
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）

（
15
） 

こ
れ
は
、
山
本
真
由
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
16
） 

和
漢
比
較
文
学
会
編
『
和
漢
比
較
文
学
研
究
の
諸
問
題
』
（
和
漢
比
較
文
学
叢
書
八
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
三
月
）
所
収
の
、
佐
藤
道
生
氏
の
『
詩

序
集
』
解
題
に
よ
る
。

（
17
） 

家
長
香
織
著
『
為
忠
家
初
度
百
首
全
釈
』
（
歌
合･

定
数
歌
全
釈
叢
書
九
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
七
年
五
月
）

（
18
） 『
新
勅
撰
和
歌
集
』
で
は
、
第
三
句
が
「
な
が
む
れ
ど
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
） 

松
野
陽
一
校
注
『
詞
花
和
歌
集
』
（
和
泉
古
典
叢
書
七
、
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
年
九
月
）
所
収
本
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〈
使
用
テ
キ
ス
ト
〉

本
朝
一
人
一
首
、
本
朝
文
粋
―
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

日
本
歳
時
記
―
『
益
軒
全
集
』
一
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
五
月
）

菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
―
日
本
古
典
文
学
大
系

和
漢
三
才
図
会
―
寺
島
良
安
編
『
和
漢
三
才
図
会
』
（
東
京
美
術
、
一
九
七
〇
年
三
月
）

中
右
記
―
増
補
史
料
大
成
（
臨
川
書
店
）

文
選
―
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
）

古
今
要
覧
稿
―
『
古
今
要
覧
稿
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
～
一
九
〇
七
年
一
月
）

源
氏
物
語
―
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

詩
序
集
―
漢
比
較
文
学
会
編
『
和
漢
比
較
文
学
研
究
の
諸
問
題
』
（
和
漢
比
較
文
学
叢
書
八
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
三
月
）

本
朝
文
集
―
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）

※ 

和
歌
の
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
新
編
国
歌
大
観
を
用
い
た
。
ま
た
引
用
資
料
が
漢
文
の
場
合
、
訓
点
を
省
き
訓
読
を
付
し
た
。

引
用
の
際
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
、
句
読
点
・
清
濁
・
字
体
を
改
め
た
部
分
も
あ
る
。

 

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


