
75

一

　
「
都
鳥
」
と
い
え
ば
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
す
み
だ
河
で
の
場
面
で
あ
ろ
う
。

な
ほ
ゆ
き
ゆ
き
て
、
武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
と
の
な
か
に
い
と
大
き
な
る
河
あ
り
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。
そ
の
河
の
ほ
と
り

に
む
れ
ゐ
て
、
思
ひ
や
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
、
と
わ
び
あ
へ
る
に
、
渡
守
、「
は
や
船
に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
」

と
い
ふ
に
、
乗
り
て
渡
ら
む
と
す
る
に
、
み
な
人
も
の
わ
び
し
く
て
、
京
に
思
ふ
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
さ
る
を
り
し
も
、
白
き
鳥

の
、
は
し
と
あ
し
と
赤
き
、
鴫
の
大
き
さ
な
る
、
水
の
上
に
遊
び
つ
つ
魚
を
食
ふ
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
、
み
な
人
見
し
ら
ず
。

渡
守
に
問
ひ
け
れ
ば
、「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、

名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
み
や
こ
ど
り
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
船
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
。�

（『
伊
勢
物
語
』
第
九
段　

一
二
二
～
一
二
三
頁（

（
（

（

　

京
か
ら
東
国
へ
と
下
っ
た
男
と
そ
の
一
行
は
、
す
み
だ
河
へ
と
辿
り
着
く
。
そ
の
河
を
渡
ろ
う
と
す
る
漂
泊
者
た
ち
が
、
都
に
残
し
て
き

都
鳥
異
聞　

─
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
『
伊
勢
物
語
』
理
解

─
梶

山

柚

輝
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た
人
へ
の
思
い
を
馳
せ
て
い
る
折
に
、
都
鳥
は
登
場
す
る
。
彼
ら
の
故
郷
「
都
」
を
名
に
冠
し
た
そ
の
鳥
は
郷
愁
の
念
を
誘
い
、
男
は
、
都

に
い
る
愛
し
い
人
の
安
否
を
都
鳥
に
尋
ね
る
歌
を
詠
む
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
す
み
だ
河
の
場
面
に
お
い
て
、
都
鳥
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
都
鳥
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

古
注
釈
書
を
繙
く
と
、
例
え
ば
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』
は
、「
我
古
郷
ノ
名
ニ
テ
、
一
シ
ホ
、
ナ
ツ
カ
シ
ク
思
ヘ
リ
。
名
ニ
シ
オ
フ
事
ナ

ラ
ハ
、
都
ノ
事
ヲ
問
ヘ
シ
。
我
思
フ
人
ハ
、
ア
リ
ヤ
、
ナ
シ
ヤ
ト
。
都
ト
云
名
ヲ
、
カ
コ
チ
テ
ヨ
メ
ル
也（

（
（

。」
と
示
し
、『
伊
勢
物
語
古
意
』
は
、

「
此
鳥
名
に
負
た
る
如
く
な
ら
ば
、
都
の
事
を
も
し
り
な
ん
。
い
ざ
や
、
わ
が
お
ぼ
つ
か
な
く
お
も
ふ
消
息
を
問
ん
と
也（

（
（

。」
と
示
し
て
い
る
。

「
都
鳥
」
は
、
そ
の
名
か
ら
都
を
偲
び
、
都
に
い
る
人
の
消
息
を
尋
ね
る
存
在
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

現
代
の
諸
注
釈
書
を
参
照
し
て
も
、『
伊
勢
物
語
評
解
』
は
、「
こ
の
鳥
が
「
都
」
を
冠
し
た
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
人
で
あ
る
男
た
ち

に
都
へ
の
郷
愁
を
か
き
た
て
る（

（
（

。」、「「
名
に
負
ふ
」
は
、
そ
の
名
を
持
つ
意
。
都
鳥
に
呼
び
か
け
る
歌
で
、
京
の
「
わ
が
思
ふ
人
」
が
無
事

か
ど
う
か
を
問
う（

5
（

」
と
記
し
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、「
渡
守
に
よ
っ
て
都
の
名
を
冠
し
た
鳥
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、「
京
に

思
ふ
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
」
と
あ
っ
た
男
は
、「
名
に
し
負
は
ば
…
」
の
歌
を
よ
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い（

6
（

。」
と
記
し
て
い
る
。

　
「
都
鳥
」
は
古
来
、
都
を
偲
ぶ
名
を
持
ち
、
都
に
い
る
人
の
安
否
を
問
う
存
在
だ
と
し
て
、
一
般
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。『
伊
勢
物
語
』

第
九
段
の
原
文
に
即
し
た
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二

　
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
で
有
名
な
都
鳥
だ
が
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る（

7
（

『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
も
登
場
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
都
鳥
は
、
前
章
で
見
た
『
伊
勢
物
語
』
の
都
鳥
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
だ
。『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
は
、「
都
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鳥
」
の
用
例
が
、
巻
二
に
一
例
、
巻
五
に
二
例
、
巻
八
に
一
例
の
、
計
四
例
あ
る
。

　

最
初
の
一
例
は
、
中
納
言
が
対
の
屋
の
姫
に
仕
え
る
女
房
侍
従
と
語
ら
い
、
そ
の
ま
ま
一
夜
を
共
に
す
る
場
面
に
あ
る
。

（
中
納
言
は
（
れ
い
の
た
い
の
ひ
め
君
の
御
方
に
た
ち
よ
り
て
、
侍
従
の
君
さ
そ
ひ
い
で
ゝ
、
わ
た
ど
の
ゝ
と
ぐ
ち
に
、
又
よ
し
な
き

な
が
め
を
し
給
ふ
。
…
…
あ
と
行
ゑ
な
き
む
か
し
が
た
り
（
＝
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
音
羽
の
里
の
姫
の
思
い
出
話
（
を
ぞ
し

給
ふ
。
…
…
（
中
納
言
は
（
た
ゞ
な
ら
ず
ひ
き
み
だ
し
給
ふ
に
、
も
の
こ
そ
よ
く
い
ひ
つ
ゞ
く
れ
、
よ
な
れ
ぬ
心
に
は
、
い
と
わ
び
し

と
お
も
へ
る
も
、
に
く
ゝ
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。「
猶
な
へ
だ
て
給
そ
よ
。
あ
さ
か
ら
ず
は
、
お
ぼ
し
し
る
べ
き
物
を
」
と
の
た
ま
ふ
も
、

い
と
は
づ
か
し
き
に
、
か
ほ
ひ
き
い
れ
て
、

う
か
り
け
る
あ
さ
き
ち
ぎ
り
を
思
ふ
と
て
あ
と
な
き
み
ち
は
い
か
ゞ
を
し
へ
ん

い
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
も
、
心
づ
き
な
き
ま
で
は
な
き
に
や
、

ゆ
き
ま
ど
ふ
あ
と
な
き
み
ち
の
し
る
べ
し
て
ち
ぎ
り
は
あ
さ
き
も
の
か
と
も
み
よ

や
う
〳
〵
あ
け
行
け
は
ひ
に
、
つ
ね
に
め
な
れ
ぬ
る
み
①

や
こ
ど
り
な
れ
ど
、
け
さ
し
も
は
づ
か
し
う
て
、
い
と
い
た
う
け
ざ
や
か
に
も

て
な
せ
ど
、
ま
し
て
女
の
心
は
た
、
い
み
じ
う
ぞ
わ
び
し
き
や
。�

（『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
二　

四
五
～
四
六
頁（

（
（

（

　

中
納
言
は
、
侍
従
に
音
羽
の
里
の
姫（

（
（

の
思
い
出
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
感
情
を
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
侍
従
は
、
音
羽
の
里
の

姫
の
行
方
は
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
歌
を
詠
み
か
け
、
中
納
言
は
、
音
羽
の
里
の
姫
の
も
と
へ
と
「
し
る
べ
」
つ
ま
り
手
引
き
を
し
て

ほ
し
い
と
歌
を
返
す
。
そ
し
て
二
人
は
一
夜
を
共
に
し
、
い
つ
も
は
何
と
も
な
い
相
手
で
あ
る
の
に
逢
瀬
後
の
今
朝
に
限
っ
て
は
気
恥
ず
か

し
く
な
っ
た
中
納
言
は
、「
つ
ね
に
め
な
れ
ぬ
る
み
や
こ
ど
り
」
す
な
わ
ち
普
段
か
ら
見
慣
れ
て
い
る
女
房
の
侍
従
に
対
し
て
他
人
行
儀
に

振
る
舞
う
。
こ
の
場
面
の
「
都
鳥
」
は
、
女
房
の
侍
従
を
指
し
て
い
る
。

　

こ
の
①
に
つ
い
て
、
現
在
ま
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
注
釈
書
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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・�「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
・
古
今
・
羇
旅
・
在
原
業
平
（
に
よ
る
。
侍
従

の
君
は
古
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
音
羽
の
姫
君
の
存
否
を
問
う
人
で
あ
る
が
、
古
歌
に
反
し
て
い
つ
も
見
慣
れ
て
い
る
人
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
の
意
。�

（
徳
満
澄
雄
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』　

一
一
一
頁（

（1
（

（

　

・�「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
九
段
・
古
今
集
九
、
羈
旅
、
業
平
（
に
拠
る
。

我
身
姫
（
音
羽
の
里
の
姫
の
こ
と
。
稿
者
注
（
の
行
方
を
尋
ね
る
相
手
な
の
で
こ
う
い
っ
た
。
同
じ
用
語
が
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
も

見
え
る
。�

（
今
井
源
衛
・
春
秋
会
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
（
』　

五
三
頁（

（（
（

（

　

・「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
・
九
段
（。

�
（
大
槻
修
・
大
槻
福
子
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（0　

我
身
に
た
ど
る
姫
君　

上
』　

一
〇
一
頁（

（1
（

（

　

ど
の
注
釈
書
も
、
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
の
典
拠
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
「
名
に
し
お
は
ば
」
の
歌
を
引
い
て
い
る
。『
我
身

に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』
は
、「
都
鳥
」
は
恋
し
い
人
の
「
存
否
を
問
う
人
」、
今
井
源
衛
・
春
秋
会
は
、
恋
し
い
人
の
「
行
方
を
尋
ね

る
相
手
」
だ
と
述
べ
て
お
り
、
原
拠
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
「
都
鳥
」
の
意
味
、
す
な
わ
ち
都
の
愛
し
い
相
手
の
安
否
を
尋
ね
る
も
の
と

同
義
に
解
し
て
い
る
。

　

続
く
二
例
は
、
麗
景
殿
女
御
と
そ
の
密
通
相
手
の
左
大
将
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
場
面
に
あ
る
。

い
ふ
か
ひ
な
き
ほ
そ
ど
の
ゝ
こ
ゝ
ろ
づ
く
し
も
、
た
え
ま
ひ
さ
し
か
ら
ず
、
お
な
じ
心
な
り
け
る
を
、
…
…
（
麗
景
殿
女
御
は
（
い
み

じ
う
つ
れ
な
く
の
み
お
ひ
な
り
給
へ
る
を
、（
左
大
将
は
（
さ
す
が
に
、
わ
す
れ
が
た
く
き
こ
え
な
や
ま
し
給
ふ
を
も
、
か
た
へ
は
め

ざ
ま
し
く
の
み
思
ひ
な
り
給
へ
る
を
、
お
も
ひ
の
ほ
か
に
め
づ
ら
し
か
り
し
御
さ
と
ず
み
の
ほ
ど
に
は
し
も
、
も
て
か
く
さ
ん
か
た
な

く
あ
や
し
き
御
な
や
み
を
、
せ
ん
か
た
な
く
心
ひ
と
つ
に
、
か
な
し
、
い
み
じ
と
き
え
か
へ
り
給
ふ
。
い
も
せ
の
御
心
の
う
ち
、
い
づ

れ
も
い
と
く
る
し
げ
な
り
。
さ
る
は
、
し
る
べ
せ
し
宮
②

こ
ど
り
さ
へ
、
こ
の
ほ
ど
し
も
わ
づ
ら
ひ
て
、
は
か
な
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
さ
ま
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〴
〵
い
か
ば
か
り
か
は
お
ぼ
し
み
だ
れ
ん
。
…
…
左
大
将
は
、
宮
③

こ
ど
り
の
あ
と
た
え
に
し
後
、
は
る
け
や
る
か
た
な
く
て
、
い
と
あ

は
れ
と
思
ひ
い
で
き
こ
え
給
へ
ど
…
…
。�

（『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
五　

一
四
八
～
一
四
九
頁
（

　

左
大
将
と
麗
景
殿
女
御
は
「
た
え
ま
ひ
さ
し
か
ら
ず
」
密
会
を
し
て
い
た
が
、
や
が
て
麗
景
殿
女
御
は
左
大
将
に
対
し
て
「
い
み
じ
う
つ

れ
な
く
」
な
る
。
左
大
将
は
麗
景
殿
女
御
を
「
わ
す
れ
が
た
く
」
思
っ
て
苦
し
み
、
麗
景
殿
女
御
は
左
大
将
の
子
を
懐
妊
し
て
思
い
悩
ん
で

い
る
。
こ
の
場
面
で
出
て
く
る
「
都
鳥
」
は
、「
こ
の
ほ
ど
し
も
わ
づ
ら
ひ
て
、
は
か
な
く
な
り
ぬ
れ
ば
」、「
あ
と
た
え
に
し
」
と
あ
る
よ

う
に
、
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
「
都
鳥
」
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
左
大
将
と
麗
景
殿
女
御
は
「
お
ぼ
し
み
だ
れ
」、

ま
た
、
左
大
将
は
「
は
る
け
や
る
か
た
（
＝
心
を
晴
ら
す
術
（」
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

各
注
釈
書
は
、
②
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

・�

二
人
の
仲
を
と
り
も
っ
た
女
房
。
参
考
「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
こ
と
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
・

九
段
。
古
今
・
羇
旅
・
在
原
業
平
（。
上
の
和
歌
で
「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
」
と
問
い
か
け
る
対
象
が
「
都
鳥
」（
ユ
リ
カ
モ

メ
（
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
都
鳥
」
は
、
恋
人
の
安
否
を
問
い
か
け
る
人
（
仲
介
者
（
の
意
に
用
い
ら
れ
る
。

�

（
徳
満
澄
雄
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』　

三
四
一
頁（

（1
（

（

　

・�

Ⅱ
六
段
注
⑼
（
①
の
注
を
指
す
。
稿
者
注
（
参
照
。
恋
の
手
引
き
を
す
る
女
房
を
い
う
。

�

（
今
井
源
衛
・
春
秋
会
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
（
』　

九
五
頁（

（1
（

（

　

・�「
都
鳥
」
は
、「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
古
今
集
・
旅
・
在
原
業
平
（
に
よ
る
引
歌

表
現
で
、
離
れ
た
男
女
の
仲
介
を
す
る
人
、
の
意
。

�

（
片
岡
利
博
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（（　

我
身
に
た
ど
る
姫
君　

下
』　

六
一
頁（

（1
（

（

　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』
は
、
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
を
、
麗
景
殿
女
御
と
左
大
将
の
「
仲
を
と
り
も
っ
た
女
房
」
だ
と
解
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し
て
い
る
。「
し
る
べ
せ
し
」
都
鳥
と
あ
る
の
だ
か
ら
自
然
に
導
か
れ
る
訳
語
で
あ
る
。「
都
鳥
」
の
典
拠
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
「
名

に
し
お
は
ば
」
の
歌
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
の
原
文
に
即
す
と
、「
都
鳥
」
は
、
仲
を
取
り
持
つ
の
で
は
な
く
、
都
に
い

る
人
の
安
否
を
問
う
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
注
と
し
て
最
も
肝
要
と
思
わ
れ
る
点
、
す
な
わ
ち
『
伊
勢
物
語
』
の
原
文

の
「
都
鳥
」
と
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
と
の
間
に
意
味
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
注
釈
書
は
指
摘
し
て
い
な
い
。
ま
た
、「
恋

人
の
安
否
を
問
い
か
け
る
人
（
仲
介
者
（」
と
い
う
記
述
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
都
鳥
」
が
「
恋
人
の
安
否
を
問
い
か
け
る
」
鳥
で
あ
る
か

ら
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
で
は
「
し
る
べ
（
仲
介
（」
を
し
た
女
房
が
必
然
的
に
安
否
を
問
う
人
と
な
る
。
た
し
か
に
同
じ
「
都
鳥
」
な

の
で
あ
る
が
、「
仲
介
を
し
た
」
都
鳥
は
あ
く
ま
で
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
固
有
の
文
脈
な
の
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
わ
が
思
ふ
人

は
あ
り
や
な
し
や
」
と
問
う
た
都
鳥
に
は
、
仲
介
者
の
意
味
ま
で
は
見
出
し
が
た
い
。『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
が
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」

の
典
拠
に
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
「
名
に
し
お
は
ば
」
の
歌
を
掲
げ
、「
都
鳥
」
は
「
離
れ
た
男
女
の
仲
介
を
す
る
人
」
の
意
だ
と
す
る

の
も
、
こ
れ
に
同
じ
理
由
で
不
十
分
な
注
釈
で
あ
る
。

　

今
井
源
衛
氏
・
春
秋
会
の
注
は
、
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
を
「
恋
の
手
引
き
を
す
る
女
房
」
と
解
し
て
い
る
。「
し
る
べ
せ
し
」
と
あ
る

か
ら
こ
れ
も
原
文
通
り
の
訳
文
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
注
釈
書
は
全
て
、「
都
鳥
」
は
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
が
典
拠
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、「
し
る
べ
せ
し
宮
こ
ど
り
」
と
あ

る
原
文
か
ら
「
都
鳥
」
を
恋
の
仲
介
を
す
る
女
房
だ
と
読
み
取
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、『
伊
勢
物
語
』
と
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
の
意
味
が

異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。　

　

③
の
「
宮
こ
ど
り
」
は
、
②
の
「
宮
こ
ど
り
」
と
同
一
で
あ
る
た
め
、
諸
注
釈
書
の
記
述
は
②
と
同
様
で
あ
る
。　

　

最
後
の
一
例
は
、
左
大
臣
が
春
日
大
社
を
参
詣
を
す
る
場
面
に
あ
る
。
こ
の
左
大
臣
は
、
②
・
③
の
「
宮
こ
ど
り
」
の
場
面
に
出
て
く
る

左
大
将
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
巻
七
に
「
左
大
将
左
大
臣
に
な
り
給
ひ
ぬ
。」（
二
〇
八
頁
（
と
昇
進
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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な
が
月
の
こ
ろ
、
左
の
お
と
ゞ
か
す
が
に
ま
う
で
ゝ
、
と
り
わ
き
い
の
り
申
給
ふ
事
な
ど
や
あ
り
け
む
、
神
も
仏
も
あ
や
し
き
御
こ
と

の
み
ぞ
お
ほ
か
る
。

「
は
ゝ
そ
は
ら
や
へ
た
つ
き
り
は
へ
だ
つ
と
も
た
づ
ね
て
て
ら
せ
秋
の
夜
の
月

こ
ゝ
ろ
を
そ
く
」
と
、
い
と
た
し
か
に
見
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
う
ち
か
へ
し
お
ぼ
し
つ（ゞ
脱
カ
（

く
る
に
、
む
か
し
よ
り
、
き
り
の
へ
だ
て
も
く
も

り
あ
る
べ
き
は
ゝ
そ
の
か
げ
な
ど
、
た
づ
ね
給
こ
と
な
ど
も
な
か
り
し
か
ば
、
い
づ
こ
ば
か
り
か
は
と
、
せ
め
て
た
ど
り
よ
る
に
ぞ
、

を
の
づ
か
ら
あ
や
し
き
こ
と
も
お
ぼ
し
め
し
あ
は
す
る
に
や
、
い
み
じ
う
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ど
、
む
か
し
の
宮
④

こ
ど
り
も
は
か
な
く
な

り
に
し
の
ち
、
い
み
じ
う
つ
れ
な
げ
な
る
御
心
が
は
り
の
は
し
た
な
さ
な
れ
ば
、
い
ひ
よ
ら
ん
か
た
な
く
お
ぼ
し
み
だ
る
。

�

（『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
八　

二
三
四
頁
（

　

左
大
臣
は
、
人
知
れ
ず
育
て
ら
れ
て
い
る
自
身
の
子
を
探
す
よ
う
に
と
の
神
託
を
受
け
、「
あ
や
し
き
こ
と
」
に
思
い
当
た
る
。
し
か
し
、

「
い
み
じ
う
つ
れ
な
げ
な
る
御
心
が
は
り
」
が
気
ま
り
が
悪
く
、
言
い
寄
っ
て
確
か
め
る
術
が
な
い
。「
い
み
じ
う
つ
れ
な
げ
な
る
御
心
が
は

り
」
は
、
②
・
③
の
場
面
で
麗
景
殿
女
御
が
左
大
将
に
「
い
み
じ
う
つ
れ
な
く
」
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
麗
景
殿
女
御
に
関

す
る
記
述
だ
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
左
大
臣
の
思
い
当
た
っ
た
「
あ
や
し
き
こ
と
」
と
は
、
麗
景
殿
女
御
と
の
密
通
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

場
面
の
「
宮
こ
ど
り
」
に
は
、「
は
か
な
く
な
り
に
し
」
と
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
②
・
③
の
場
面
の
「
こ
の

ほ
ど
し
も
わ
づ
ら
ひ
て
、
は
か
な
く
な
り
ぬ
れ
ば
」・「
あ
と
た
え
に
し
」
と
対
応
す
る
。
左
大
臣
（
左
大
将
（
と
麗
景
殿
女
御
と
の
関
係
の

記
述
に
登
場
し
、
と
う
に
亡
く
な
っ
て
い
る
④
の
「
宮
こ
ど
り
」
は
、
②
・
③
の
「
宮
こ
ど
り
」
と
同
一
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

④
に
つ
い
て
の
注
は
、
こ
の
「
宮
こ
ど
り
」
が
②
・
③
の
「
宮
こ
ど
り
」
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
諸
注
釈
書
の
記
述
は
②
と
同
内
容
に
留

ま
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
「
都
鳥
」
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
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①
の
「
み
や
こ
ど
り
」
の
場
面
で
は
、
中
納
言
は
侍
従
に
音
羽
の
里
の
姫
へ
「
し
る
べ
し
て
」
ほ
し
い
と
、
手
引
き
を
依
頼
す
る
歌
を
詠

み
か
け
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
に
「
つ
ね
に
め
な
れ
ぬ
る
（
＝
い
つ
も
見
馴
れ
た
（」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
中
納
言
が
普
段
か
ら
侍
従
の

も
と
を
訪
れ
て
そ
の
依
頼
を
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
①
の
「
み
や
こ
ど
り
」
は
、
中
納
言
が
日
頃
か
ら
仲
立
ち
を
頼
ん
で
い
る
女

房
侍
従
を
指
し
て
い
る
。

　

②
・
③
の
「
宮
こ
ど
り
」
の
場
面
で
は
、「
宮
こ
ど
り
」
が
亡
く
な
っ
て
左
大
将
と
麗
景
殿
女
御
が
没
交
渉
に
陥
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ

の
「
宮
こ
ど
り
」
は
生
前
に
二
人
の
仲
を
取
り
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
本
文
に
「
し
る
べ
せ
し
宮
こ
ど
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
「
宮
こ
ど
り
」
が
手
引
き
を
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
「
宮
こ
ど
り
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
人
物
名
が
出
て
い

な
い
が
、
物
語
に
お
い
て
女
房
が
男
女
の
仲
立
ち
を
す
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
典
型
で
あ
る
か
ら
、
②
・
③
の
「
宮
こ
ど
り
」
は
、
左
大
将

と
麗
景
殿
女
御
の
仲
立
ち
を
し
た
女
房
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

④
の
「
宮
こ
ど
り
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
②
・
③
と
同
一
人
物
で
あ
る
。

　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
「
都
鳥
」
は
、
す
べ
て
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
人
物
を
指
し
て
い
る
。
①
が
中
納
言
が
音
羽
の
里
の
姫
へ
の
仲

介
を
依
頼
し
て
い
る
侍
従
、
②
・
③
・
④
が
左
大
将
（
左
大
臣
（
と
麗
景
殿
女
御
の
仲
を
取
り
持
っ
た
女
房
と
い
う
、
仲
介
役
を
担
う
別
の

二
人
の
女
房
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、作
者
が
「
都
鳥
」
を
仲
介
役
の
意
味
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
典
拠
と
さ
れ
る
『
伊

勢
物
語
』
第
九
段
の
「
都
鳥
」
と
は
、
意
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
作
者
は
「
都
鳥
」
を
、
都
を
偲
ぶ
名

を
持
ち
、
都
に
い
る
人
の
安
否
を
問
う
存
在
だ
と
い
う
従
来
通
り
の
理
解
で
は
な
く
、
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
存
在
だ
と
理
解
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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三

　

前
章
で
引
い
た
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
今
井
源
衛
・
春
秋
会
の
①
の
注
に
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
も
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』

と
同
様
の
「
都
鳥
」
の
例
が
あ
る
と
し
て
い
た
。『
と
り
か
へ
ば
や
』
は
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る（
（1
（

物
語
で
、
鎌
倉
時
代
中
期

の
成
立
と
目
さ
れ
る
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
先
行
す
る
。

　

そ
の
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
は
、「
都
鳥
」
の
用
例
が
一
例
確
認
で
き
る
。

（
中
納
言
が
（
う
ち
に
ま
い
り
給
へ
れ
ば
、
内
侍
の
か
ん
の
君
の
御
か
た
に
、
女
房
な
ど
め
づ
ら
し
が
り
き
こ
え
て
、
日
ご
ろ
の
物
語

な
ど
す
る
つ
い
で
に
、
宰
相
の
君
と
い
ふ
人
、
い
か
に
ぞ
。
さ
と
の
し
る
べ
に
あ
ら
ぬ
身
の
、
つ
ね
に
う
ら
み
ら
る
ゝ
が
む
つ
か
し
さ

に
、
ゆ
づ
り
き
こ
え
て
し
。
み
や
こ
ど
り
は
、
あ
な
づ
ら
は
し
。
わ
た
く
し
の
心
ざ
し
そ
へ
ら
れ
し
と
に
や
、
此
ひ
ご
ろ
は
、
を
と
な

き
こ
そ
め
や
す
く
は
べ
れ
と
こ
ま
や
か
に
わ
ら
ふ
。
弁
の
君
、
そ
の
中
将
は
、
な
や
み
給
ふ
こ
と
あ
り
と
こ
そ
い
ふ
な
り
し
か
。
げ
に

隙
な
く
ゆ
き
あ
ひ
、
う
る
さ
き
ま
で
を
と
づ
る
ゝ
人
の
、
此
日
ご
ろ
を
と
な
き
は
む
べ
な
り
け
り
、
い
と
お
か
し
か
り
け
る
事
か
な
と
、

き
ゝ
を
ど
ろ
か
れ
て
、
う
ち
よ
り
ま
か
で
給
ふ
ま
ゝ
に
立
よ
り
給
へ
れ
ば
…
…
。�

（『
と
り
か
へ
ば
や
』
巻
一　

三
三
九
頁（

（1
（

（

　

久
方
ぶ
り
に
内
裏
に
参
上
し
た
中
納
言
が
、内
侍
の
部
屋
で
女
房
た
ち
と
語
ら
う
場
面
で
あ
る
。
女
房
た
ち
は
、近
頃
姿
を
見
せ
な
く
な
っ

た
宰
相
中
将
の
こ
と
を
話
題
に
出
し
て
い
る
。
そ
の
宰
相
中
将
と
は
、「
こ
の
と
の
ゝ
姫
君
（
＝
内
侍
（、
右
の
お
と
ゞ
の
四
の
君
、
と
り
〴

〵
に
な
だ
か
く
い
は
れ
給
ふ
を
、
い
づ
れ
を
も
い
か
で
と
思
ふ
心
ふ
か
く
て
、」（
巻
一　

三
二
〇
頁
（
と
、
内
侍
に
懸
想
を
し
て
い
る
人
物

で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
の
「
み
や
こ
ど
り
」
に
つ
い
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
諸
注
釈
書（
（1
（

は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

・�

恋
人
の
消
息
を
知
っ
て
い
る
都
鳥
の
よ
う
な
仕
事
は
、
他
人
に
譲
り
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
ん
な
仕
事
は
軽
蔑
し
て
よ
い
。「
名



（（

に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
。
古
今
集
・
九
・
羇
旅
（
を
下
に
持
っ
た
表
現
。

�

（
鈴
木
弘
道
著
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
研
究　

校
注
編
解
題
編
』　

四
〇
頁
頭
注（

（1
（

（

　

・�「
都
鳥
」
は
鳥
の
名
で
、「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（『
伊
勢
物
語
』『
古
今
集
』
羇
旅
・

在
原
業
平
（
に
よ
っ
て
、
わ
が
思
う
人
の
消
息
を
教
え
て
く
れ
る
人
、
の
意
に
用
い
た
。
こ
の
侍
女
は
、
自
分
が
里
の
し
る
べ
で
あ
る

こ
と
を
や
め
て
、
だ
れ
か
別
人
を
、
仲
介
役
す
な
わ
ち
都
鳥
と
し
た
の
で
あ
る
。

�

（
桑
原
博
史
全
訳
注
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
㈠
』　

一
四
七
頁（
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（

　

・�「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
こ
と
と
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
。
古
今
集
・
羇
旅
・
在
原
業
平
（〈
都
鳥
よ
、

お
ま
え
が
「
都
」
と
い
う
名
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
さ
あ
尋
ね
て
み
よ
う
。
私
の
恋
し
く
思
っ
て
い
る
都
の
人
は
、
無
事
に
過
ご
し

て
い
る
か
ど
う
か
と
。〉
の
歌
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
、
恋
人
の
消
息
を
知
ら
せ
る
仲
介
役
、
案
内
人
の
意
。

�

（
田
中
新
一
ほ
か
著
『
新
釈
と
り
か
へ
ば
や
』　

一
〇
三
頁（

1（
（

（

　

・�

宰
相
さ
ま
は
、「
恋
の
取
り
持
ち
女
は
全
く
厄
介
だ
。
こ
ち
ら
は
色
々
あ
る
上
に
、
召
使
い
に
ま
で
思
い
を
懸
け
ら
れ
て
は
身
が
も
た

な
い
」
と
い
う
お
つ
も
り
で
し
ょ
う
か
。
…
…
都
鳥
は
、「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
こ
と
と
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」

（
伊
勢
物
語
九
段
。
古
今
集
・
羇
旅
・
在
原
業
平
（
に
よ
る
。

�

（
大
槻
修
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』　

一
四
〇
頁
脚
注（

11
（

（

　

・�『
取
り
持
ち
役
の
女
性
と
い
う
の
も
面
倒
な
も
の
。
そ
ん
な
役
目
に
自
分
の
私
的
な
気
持
ち
ま
で
持
ち
こ
ま
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
』
と

で
も
お
っ
し
ゃ
り
た
い
の
で
し
ょ
う
か
、
…
…
。

�

（
友
久
武
文
・
西
本
寮
子
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（（　

と
り
か
へ
ば
や
』　

四
八
頁
現
代
語
訳（

11
（

（

「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
古
今
集
巻
九
・
羇
旅
・
四
一
一
・
在
原
業
平
、『
伊
勢
物
語
』
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第
九
段
（
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
。�

（
同　

九
〇
頁
（

　
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
諸
注
釈
書
は
す
べ
て
、
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
を
恋
の
仲
介
役
だ
と
解
し
、
そ
の
典
拠
に
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段

の
「
名
に
し
お
は
ば
」
の
歌
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
の
都
鳥
は
、
都
に
い
る
人
の
存
否
を

尋
ね
る
存
在
で
あ
り
、
仲
介
役
は
担
っ
て
い
な
い
。
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
原
文
の
「
都
鳥
」
と
は
意
味
が
異
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
各
注
釈
書
は
そ
の
こ
と
ま
で
は
指
摘
し
て
い
な
い
。

　

さ
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
本
文
を
見
る
と
、
宰
相
中
将
の
噂
話
を
す
る
女
房
の
台
詞
に
は
、「
み
や
こ
ど
り
」
の
語
を
含
ん
だ
一
節
の

前
に
「
さ
と
の
し
る
べ
に
あ
ら
ぬ
身
の
、
つ
ね
に
う
ら
み
ら
る
ゝ
」
と
あ
る
。
こ
の
台
詞
は
、

あ
ま
の
す
む
さ
と
の
し
る
べ
に
あ
ら
な
く
に
怨
み
む
と
の
み
人
の
い
ふ
ら
む

�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
四
・
恋
歌
四
・
七
二
七
・
題
し
ら
ず
、
小
野
小
町（

11
（

（

の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
。「
私
は
漁
師
の
住
む
里
の
道
案
内
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
あ
の
人
は
私
に
、
あ
な
た
を
恨
み
ま
し
ょ
う
と
ば

か
り
言
う
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
房
は
こ
の
歌
を
引
い
て
、
私
は
「
里
の
し
る
べ
」、
つ
ま
り
内
侍
の

も
と
へ
の
案
内
役
で
は
な
い
の
に
、
宰
相
中
将
か
ら
い
つ
も
恨
ま
れ
る
の
が
煩
わ
し
い
の
で
そ
の
役
目
を
人
に
譲
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
言
う
。

女
房
の
こ
の
発
言
か
ら
は
、
彼
女
が
宰
相
中
将
か
ら
内
侍
の
も
と
へ
の
手
引
き
を
頼
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
恋
の
手
引
き

の
話
題
の
な
か
で
「
み
や
こ
ど
り
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
場
面
の
「
都
鳥
」
は
、
恋
の
仲
介
役
を
指
す
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。

　

恋
の
仲
立
ち
を
す
る
「
都
鳥
」
の
用
例
は
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
だ
け
で
な
く
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
古
・
中
世
の
「
都
鳥
」
の
用
例
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
発
す
る
本
来
的
な
「
都
鳥
」
が
主
流
で
あ
り
、
管
見
の

限
り
で
は
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
同
様
の
意
で
「
都
鳥
」
を
用
い
て
い
る
例
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
限
ら
れ
る
。
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こ
れ
ま
で
、「
都
鳥
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。「
都
鳥
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
す
み
だ
河
の
場
面
に
登
場
し
、
そ
の
名
か
ら

郷
愁
を
誘
い
、
都
に
い
る
人
の
消
息
を
問
う
存
在
と
し
て
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
「
都
鳥
」
は
、

四
例
す
べ
て
が
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
女
房
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
原
拠
『
伊
勢
物
語
』
と
の
間
に
意
味
の
違
い
を
生
じ
て
い
る
。『
我
身

に
た
ど
る
姫
君
』
の
作
者
は
「
都
鳥
」
を
、『
伊
勢
物
語
』
の
原
文
ど
お
り
の
一
般
的
な
理
解
で
は
な
く
、
恋
の
仲
介
を
す
る
存
在
と
し
て

理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
都
鳥
」
が
恋
の
仲
介
役
を
す
る
と
い
う
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
と
同
様
の
理
解
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
以
外
に

は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
解
は
、
特
異
な
理
解
だ
と
い
え
よ
う
。

　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
作
者
は
、「
都
鳥
」
を
、
古
来
な
さ
れ
て
き
た
一
般
的
な
理
解
で
は
な
く
、
恋
の
仲
立
ち
を
す
る（
11
（

存
在
だ
と
い

う
特
殊
な
理
解
の
基
で
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
（
（　
『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物

語　

平
中
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
（
に
拠
り
、
章
段
と
頁
数
を
記
し
た
。

（
（
（　
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
・
山
本
登
朗
責
任
編
集
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成　

第
四
巻
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
（

に
拠
る
。
一
四
頁
。
な
お
、『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成　

第
四
巻
』
は
底
本
の
句
読
の
朱
点
を
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
引

用
に
際
し
て
、
私
に
句
読
を
判
断
し
て
句
読
点
に
変
更
し
た
。

（
（
（　
『
伊
勢
物
語
古
意
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
編
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

第
五
巻
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
（
に
拠
る
。
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五
一
頁
。

（
（
（　

鈴
木
日
出
男
著
『
伊
勢
物
語
評
解
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
（、
三
七
頁
。

（
5
（　

前
掲
注（
（
（に
同
じ
。

（
6
（　

堀
内
秀
晃
・
秋
山
虔
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（7　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
（、
八
九
頁
脚
注
。

（
7
（　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、『
無
名
草
子
』
に
そ
の
名
が
見
え
ず
、『
風
葉
和
歌
集
』
に
は
作
中
歌
の
う
ち
七
首

が
入
集
し
て
い
る
た
め
、
一
二
〇
〇
年
頃
か
ら
一
二
七
一
年
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
全
八
巻
か
ら
成
る
が
、

『
風
葉
和
歌
集
』
に
入
集
し
た
七
首
す
べ
て
は
巻
四
ま
で
の
歌
で
あ
り
、
巻
五
以
下
の
歌
は
入
集
し
て
い
な
い
。
ま
た
、『
風
葉
和
歌
集
』
は

登
場
人
物
が
最
後
に
達
し
た
官
位
呼
称
で
詠
人
を
記
録
す
る
が
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
関
し
て
は
、
巻
四
末
尾
時
点
で
の
官
位
呼
称

で
詠
人
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
現
存
す
る
八
巻
す
べ
て
が
一
二
七
一
年
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
説
が
分
か

れ
て
い
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
六
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
（、『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
二
年
（、平
林
文
雄
編
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君　

本
文
と
校
異
（
全
（』（
笠
間
書
院
、一
九
八
四
年
（、『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（（
』（
笠

間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
（
の
解
題
等
参
照
。

（
（
（　
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
引
用
は
、
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
編
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
七
巻
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
（
に
拠
り
、

巻
数
と
頁
数
を
記
し
た
。
以
下
、
同
じ
。

（
（
（　

中
納
言
は
か
つ
て
音
羽
の
里
で
姫
君
を
見
染
め
て
お
り
、
侍
従
は
そ
の
音
羽
の
里
の
姫
に
仕
え
て
い
た
。
こ
の
音
羽
の
里
の
姫
は
、
実
は

対
の
屋
の
姫
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
姫
君
は
、
中
納
言
の
父
関
白
と
皇
后
の
宮
の
密
通
に
よ
っ
て
産
ま
れ
た
子
で
あ
り
、
不
義
の
子
で
あ
る

た
め
に
、
皇
后
の
宮
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
音
羽
の
里
で
密
か
に
育
て
ら
れ
て
い
た
。
皇
后
宮
が
崩
御
し
て
か
ら
は
、
実
父
の
関
白
が
姫
君
を

自
邸
の
対
の
屋
に
引
き
取
り
、
侍
従
も
姫
君
と
共
に
対
の
屋
に
移
り
住
ん
だ
。
し
か
し
、
中
納
言
は
そ
の
よ
う
な
背
景
を
知
ら
な
い
。

（
（0
（　

徳
満
澄
雄
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』（
有
精
堂
、
一
九
八
〇
年
（。

（
（（
（　

今
井
源
衛
・
春
秋
会
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
（
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
（。

（
（（
（　

大
槻
修
・
大
槻
福
子
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（0　

我
身
に
た
ど
る
姫
君　

上
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
（。



（（

（
（（
（　

前
掲
注（
（0
（に
拠
る
。

（
（（
（　

今
井
源
衛
・
春
秋
会
著
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
（
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
（。

（
（5
（　

片
岡
利
博
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（（　

我
身
に
た
ど
る
姫
君　

下
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
（。

（
（6
（　
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
は
原
作
本
と
改
作
本
が
あ
り
、
伝
存
し
て
い
る
の
は
改
作
本
の
み
で
あ
る
。
改
作
本
の
成
立
年
代
は
、『
無
名
草
子
』

に
「
今
の
世
に
出
で
き
た
る
」
物
語
と
し
て
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
名
が
見
え
て
い
る
こ
と
、
一
一
九
三
～
一
一
九
六
年
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
定
家
の
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
は
原
作
本
の
歌
の
み
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
一
一
八
三
～
一
一
八
六
年
頃
の
成
立
と
さ
れ

る
『
実
家
卿
集
』
の
「
物
語
の
名
に
寄
す
る
恋
」
の
歌
に
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
書
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
あ
る
（
但
し
、
原
作
本
か
改
作

本
か
は
不
明
（
こ
と
、
巻
四
に
一
一
六
五
年
七
月
二
十
八
日
以
降
に
詠
ま
れ
た
二
条
院
中
納
言
典
侍
の
歌
を
踏
ま
え
た
表
現
が
あ
る
こ
と
、

女
東
宮
の
設
定
に
鳥
羽
皇
女
暲
子
の
面
影
が
あ
る
こ
と
等
の
条
件
か
ら
、
十
二
世
紀
の
半
ば
以
降
か
ら
一
二
〇
〇
年
の
間
の
、
十
二
世
紀
最

末
期
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
（、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（6
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
二
年
（
の
解
説
、『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（（
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
（
の
解
題
等
参
照
。

（
（7
（　
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
引
用
は
、
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
編
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
四
巻
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
一
年
（
に
拠
り
、
巻

数
と
頁
数
を
記
し
た
。
便
宜
上
、
鉤
括
弧
を
省
略
し
た
。
以
下
、
同
じ
。

（
（（
（　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、「「
い
か
に
ぞ
」
は
、「
都
鳥
は
」
に
係
る
倒
置
文
。」（
二
一
三
頁
頭
注
（
と
し
た
上
で
こ
の
場
面
を
解

釈
し
て
お
り
、
句
読
点
の
位
置
が
不
自
然
で
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
た
た
め
、
本
稿
の
本
文
で
は
採
り
上
げ
な
か
っ
た
。
な
お
、「
都
鳥
」

の
注
に
は
、「「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
古
今
・
羇
旅
、
在
原
業
平
、
伊
勢
物
語
・
九
段
（

に
よ
る
。
好
色
と
し
て
名
う
て
の
宰
相
中
将
を
揶
揄
し
て
称
し
た
も
の
。」（
二
一
三
頁
頭
注
（
と
記
し
て
い
る
。

（
（（
（　

鈴
木
弘
道
著
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
研
究　

校
注
編
解
題
編
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
（。

（
（0
（　

桑
原
博
史
全
訳
注
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
㈠
』（
講
談
社
、
一
九
七
八
年
（。

（
（（
（　

田
中
新
一
・
田
中
喜
美
春
・
森
下
純
昭
著
『
新
釈
と
り
か
へ
ば
や
』（
風
間
書
房
、
一
九
八
八
年
（。

（
（（
（　

大
槻
修
・
今
井
源
衛
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（6　

堤
中
納
言
物
語　

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
（。



（（ 都鳥異聞

（
（（
（　

友
久
武
文
・
西
本
寮
子
校
訂
・
訳
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
（（　

と
り
か
へ
ば
や
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
年
（。�

（
（（
（　
『
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
日
本
文
学
Ｗ
Ｅ
Ｂ
図
書
館
（
に
拠
る
。

（
（5
（　

恋
の
仲
立
ち
を
す
る
都
鳥
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
（
十
一
月
六
日
に
宗
印
な
る
人
物
が
お
こ
な
っ
た
『
伊
勢

物
語
』
の
講
釈
を
筆
録
し
た
『
伊
勢
物
語
宗
印
談
』
に
、「
錦
鳥
」
が
見
受
け
ら
れ
る
。

名
に
し
お
は
ゝ
い
さ
事
と
は
ん
都
鳥
わ
か
思
ふ
人
は
あ
る
（
り
（や

な
し
や
と���

と
は
、
な
に
し
お
は
ゝ
は
、
名
に
ゝ
る
事
な
ら
は
と
云
心
也
。
都
鳥
と
云
名
に
、
床
し
き
に
、
似
る
事
な
ら
は
と
な
り
。
い
さ
こ
と
ゝ

は
ん
は
、
都
の（
の
（の

と
事
は
ん
と
也
。
都
鳥
わ
か
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
ゝ
は
、
二
条
の
后
、
大
裏
に
あ
り
や
な
し
や
と
ゝ
は
ゝ

や
と
な
り
。
名
に
し
お
は
ゝ
は
、
今
々
に
も
名
に
似
る
事
な
ら
は
と
よ
む
に
や
。
引
歌
、

名
に
し
お
は
ゝ
逢
坂
山
の
さ
ね
か
つ
ら
人
に
し
ら
れ
て
く
る
よ
し
も
哉

是
も
あ
ふ
坂
と
云
名
に
似
る
事
な
ら
は
、
…
…
み
や
こ
鳥
と
は
、
此
う
へ
に
ひ
そ
か
に
し
せ
つ
侍
り
し
は
、
清
和
の
太
子
、
あ
る
時

せ
り
河
へ
行
幸
な
さ
る
ゝ
時
、
中
将
、
ひ
か
し
山
に
こ
も
り
し
か
、
太
子
の
行
幸
を
忍
ひ
て
み
る
に
、
彼
君
の
殊
勝
を
み
て
、
あ
れ

誰
そ
と
御
供
の
人
々
に
と
ひ
け
れ
は
、
是
こ
そ
都
と
り
と
云
に
や
。
中
将
、
何
事
に
と
と
ひ
け
れ
は
、
清
和
の
太
子
な
れ
は
、
清
和

よ
り
後
に
は
都
を
と
る
君
な
れ
は
、
都
と
り
と
は
云
に
や
。
船
こ
そ
つ
て
な
き
に
け
り
と
は
、
…
…
船
と
云
字
、
君
に
す
ゝ
む
と
云

と
そ
。
に
し
き
と
り
と
は
、『
源
氏
物
語
』
に
は
恋
の
文
つ
か
ひ
の
お
と
こ
女
を
云
に
や
。
引
歌
、

三
と
せ
ま
て
か
ひ
す
た
て
た
る
に
し
き
鳥
わ
か
お
も
ふ
こ
と
の
つ
か
ひ
よ
く
せ
よ

と
そ
。
も
み
ち
鳥
は
鹿
を
云
に
や
。
引
歌
、

今『
万
葉
』
は
は
や
龍
田
の
山
の
も
み
ち
鳥
ぬ
れ
〳
〵
わ
た
る
や
ま
と
河
か
も

と
そ
。�

（『
伊
勢
物
語
宗
印
談
』
第
九
段　

一
九
七
～
一
九
八
頁
（

鳥
の
名
前
は
異
な
る
が
、「
錦
鳥
」
は
恋
の
仲
介
を
す
る
人
物
を
指
す
と
説
か
れ
て
お
り
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
「
都
鳥
」
と
意
味
が

共
通
し
て
い
る
。「
錦
鳥
」
は
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
「
都
鳥
」
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、「
錦
鳥
」
は
、『
伊
勢
物
語
』

の
古
注
釈
書
及
び
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
の
す
み
だ
河
の
条
と
同
内
容
を
収
め
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
古
注
釈
書
の
う
ち
、
稿
者
が
確
認



（0

し
た
限
り
で
は
『
伊
勢
物
語
宗
印
談
』
に
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
連
歌
資
料
の
『
梵
灯
庵
袖
下
集
』、『
宗
祇
袖
下
』、『
連

歌
秘
伝
抄
』、『
匠
材
集
』、『
産
衣
』
に
、
錦
鳥
は
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
女
房
だ
と
い
う
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』

に
描
か
れ
た
恋
の
仲
立
ち
を
す
る
「
都
鳥
」
は
、
連
歌
の
世
界
と
の
関
わ
り
を
予
想
さ
せ
る
が
、
稿
者
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
不
案
内
で
あ

る
た
め
、
言
及
は
こ
の
程
度
に
留
め
て
お
く
。『
伊
勢
物
語
宗
印
談
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
・
山
本
登
朗
責
任
編
集
『
伊
勢
物
語
古
注
釈

大
成　

第
四
巻
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
（
に
拠
り
、
章
段
と
頁
数
を
記
し
た
。

＊�

本
稿
で
は
引
用
に
際
し
て
、
適
宜
、
ル
ビ
を
省
略
し
、
傍
線
を
付
し
た
。
ま
た
、
場
面
把
握
の
一
助
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
（　
　

（
内
に

語
句
を
補
っ
た
。

�

（
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
（


