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安

貞

淑

 
平
安
女
流
文
学
作
品
の
特
徴
の
一
つ
に
繊
細
な
四
季
の
感
受
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
『
更
級
日
記
』
の
作
者
孝
標
女
は
、
四
季
の
中
で
ど
の
季
節
に
一

番
感
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
作
者
自
身
、
春
秋
の

さ
だ
め
の
場
面
で
春
の
夜
を
選
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
一
見
あ
き
ら
か
な
よ
う

だ
が
、
彼
女
の
実
人
生
の
日
記
に
は
、
春
の
夜
の
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

 
ま
た
、
『
更
級
日
記
』
に
は
連
歌
形
式
の
一
首
を
ふ
く
め
て
、
全
部
で
八
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

首
の
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
藤
岡
忠
美
氏
が
「
王
朝
女
流
日
記
と
和
歌
」
に

お
い
て
、
女
流
日
記
文
学
に
お
け
る
和
歌
を
、
国
歌
大
観
か
ら
調
べ
た
結
果
を

示
し
て
お
ら
れ
る
の
に
よ
れ
ば
、
『
蜻
蛉
日
記
』
二
五
九
首
、
『
紫
式
部
日
記
』

一
八
首
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
．
一
四
五
首
、
『
更
級
日
記
』
八
八
首
、
『
讃
岐
典

侍
日
記
』
二
三
首
と
な
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
分
量
を
考
慮
し
て
、
そ
の
頻
出

度
を
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
っ
て
計
算
し
て
み
た
結
果
、
『
蜻
蛉
日
記
』

0
．
8
4
、
『
紫
式
部
日
記
』
3
，
7
2
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
0
．
3
3
、
『
更
級
日
記
』

は
0
．
6
3
ペ
ー
ジ
に
一
首
の
割
合
を
見
せ
、
最
も
頻
出
度
の
高
い
『
和
泉
式
部

日
記
』
に
次
い
で
『
更
級
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
の
順
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
そ
こ
で
、
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
四
季
と
和
歌
を
見
た
場
合
、
『
更
級
日
記
』

に
は
冬
の
記
事
が
最
も
多
く
、
和
歌
を
内
容
の
面
か
ら
見
た
と
き
、
四
季
の
景

物
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
多
い
。
こ
れ
は
、
女
流
日
記
の
中
で
も
、
『
蜻
蛉
日
記
』

の
、
夏
、
・
秋
、
春
、
冬
の
順
に
比
べ
れ
ば
対
照
的
で
あ
り
、
和
歌
で
も
月
を
詠

ん
だ
歌
が
た
だ
二
首
し
か
な
い
『
蜻
蛉
日
記
』
に
対
し
て
『
更
級
日
記
』
で
は

一
〇
首
も
詠
ま
れ
、
両
作
品
の
四
季
と
和
歌
の
対
照
が
興
味
深
い
。

 
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
歌
の
位
相
を
考
慮
し
た

上
、
日
記
全
体
に
お
け
る
四
季
の
構
成
を
考
察
し
、
そ
の
四
季
の
場
面
で
詠
ま

れ
た
和
歌
を
通
し
て
孝
標
女
の
四
季
意
識
を
考
え
た
い
。

 
考
察
方
法
は
、
①
四
季
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
和
歌
を
季
節
別
に
分
類
（
連
歌

一
首
は
除
く
）
②
作
者
と
他
人
の
歌
の
区
分
③
四
季
に
お
け
る
和
歌
の
独

詠
歌
、
贈
答
歌
、
贈
歌
な
ど
の
分
析
 
④
和
歌
の
詠
ま
れ
た
場
所
 
⑤
和
歌
に

詠
ま
れ
た
四
季
の
景
物
 
⑥
和
歌
の
年
齢
別
分
布
な
ど
、
和
歌
か
ら
見
た
四
季

の
特
徴
を
見
て
い
く
。

 
ま
ず
、
『
更
級
日
記
』
の
八
七
首
の
和
歌
を
詠
ま
れ
た
季
節
別
に
分
類
し
た
。

こ
れ
は
表
ω
と
し
て
本
稿
末
尾
に
記
載
し
て
お
り
、
歌
は
紙
面
上
初
句
の
み
を

記
し
た
。

 
次
に
、
表
ω
か
ら
、
四
季
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
和
歌
の
特
徴
を
整
理
し
た
の

が
表
囲
で
あ
る
。
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表
囲
で
は
、
各
季
節
の
特
徴
的
な
項
目
に
○
を
つ
け
て
い
る
が
、
ま
ず
、
そ

の
数
字
の
上
か
ら
見
た
特
徴
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

 
＊
は
、
『
更
級
日
記
』
の
本
文
を
一
四
三
部
分
に
わ
け
、
そ
の
総
場
面
数
か

ら
四
季
の
場
面
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
春
一
四
、
夏
一
一
、
秋

三
二
、
冬
六
一
、
季
節
不
明
の
場
面
が
一
四
と
な
り
、
冬
の
記
事
が
最
も
多
い

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
①
は
、
四
季
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
和
歌
を
詠
ま
れ
た
季
節
別
に
分
類
し
た
も

の
で
、
春
一
四
首
、
夏
一
〇
首
、
秋
二
〇
首
、
冬
三
〇
首
、
季
節
不
明
二
二
首

と
な
り
、
や
は
り
、
冬
の
場
面
の
歌
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

 
②
で
は
、
作
者
の
歌
と
他
人
の
歌
を
わ
け
た
。
上
段
は
作
者
の
歌
数
で
あ
り
、

下
段
は
他
人
の
工
数
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
作
者
の
歌
は
、
春
一
〇
首
、
夏

八
首
、
秋
一
六
首
、
冬
は
二
〇
首
と
多
く
、
季
節
不
明
場
面
一
一
首
を
合
わ
せ

れ
ば
、
総
回
数
六
五
首
と
な
る
。

 
③
で
は
、
独
詠
歌
、
贈
答
歌
、
贈
歌
な
ど
を
分
類
し
た
が
、
独
詠
歌
は
春
四

首
、
夏
四
首
、
秋
八
首
、
冬
九
首
、
季
節
不
明
歌
五
首
で
、
八
七
首
中
、
三
四

首
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
五
九
首
中
、
二
五
首
し
か
な
い
『
蜻
蛉
日
記
』

と
ま
た
対
照
的
で
あ
る
。
贈
答
歌
と
贈
歌
は
分
類
し
が
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、

返
歌
の
な
い
場
合
を
謡
歌
と
み
た
。
す
る
と
、
贈
答
歌
は
、
春
七
首
、
夏
五
首
、

秋
八
首
、
冬
一
四
首
と
な
り
、
冬
の
場
面
に
多
く
、
贈
歌
は
冬
の
場
面
に
他
人

の
三
首
が
見
ら
れ
る
。

 
④
は
、
和
歌
の
詠
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
が
、
春
は
家
居
で
の
歌
が
多
く
、
夏

は
限
ら
れ
た
東
山
滞
在
時
の
歌
が
殆
ど
で
あ
り
、
秋
は
四
季
の
中
で
、
旅
先
の

歌
が
最
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
旅
先
と
は
物
詣
で
へ
の
道
で
詠
ま
れ

た
歌
も
含
む
。
そ
し
て
、
冬
は
、
他
の
季
節
よ
り
宮
仕
え
で
の
歌
が
多
い
こ
と

（40）



に
も
注
意
し
た
い
。

 
⑤
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
四
季
の
景
物
で
あ
る
が
、
本
文
か
ら
四
季
を
代
表

す
る
自
然
物
象
「
花
紅
葉
月
雪
」
を
と
り
あ
げ
て
項
目
に
し
た
。
す
る
と
花
は
、

作
者
の
歌
に
、
春
五
首
、
夏
一
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
紅
葉
は
十
月
に
詠
ま
れ
、

冬
の
場
面
に
二
首
見
ら
れ
る
。
月
は
、
夏
一
首
、
秋
三
首
、
冬
四
首
、
季
節
不

明
二
首
で
、
八
七
首
の
う
ち
、
作
者
九
首
と
他
人
一
首
の
、
一
〇
首
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
月
が
九
首
も
詠
ま
れ
て
い

る
の
に
、
春
に
は
一
首
も
詠
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

 
⑥
は
、
年
齢
別
四
季
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
和
歌
数
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
〇

代
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
作

者
の
総
山
数
六
五
首
中
三
二
首
と
い
う
、
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
て
い
る
も
の
で
意

味
深
い
。
こ
う
い
つ
た
年
齢
別
和
歌
の
分
布
か
ら
孝
標
女
の
回
想
意
識
は
、
物

語
や
歌
の
世
界
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
一
〇
代
の
記
憶
が
最
も
強
烈
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
三
〇
代
に
も
、
七
首
と
多
く
、
そ
の
う
ち
、

五
首
が
宮
仕
え
で
の
歌
で
あ
る
。

 
⑦
で
は
、
勅
撰
集
に
収
録
さ
れ
た
歌
を
季
節
別
に
分
類
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

春
一
首
、
夏
一
首
、
秋
四
首
、
冬
は
作
者
三
首
と
他
人
一
首
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
三
首
中
、
一
首
は
春
の
歌
で
あ
る
。

 
で
は
、
こ
の
表
②
の
特
徴
を
中
心
に
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
。

 
一
 
春
の
場
面
の
歌

 
ま
ず
、
春
の
場
面
の
歌
に
は
、
表
吻
の
⑤
か
ら
春
の
月
夜
が
詠
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
本
文
か
ら
四
季
に
関
す
る
描
写

を
あ
げ
て
み
た
い
。

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
四
季
と
和
歌

回
 
春
秋
の
こ
と
な
ど
い
ひ
て
、
「
時
に
し
た
が
ひ
見
る
こ
と
に
は
、
春
霞

お
も
し
ろ
く
、
空
も
の
ど
か
に
霞
み
月
の
お
も
て
も
い
と
憶
う
も
あ
ら
ず
、

遠
う
薫
る
る
や
う
に
見
え
た
る
に
、
琵
琶
の
風
香
調
ゆ
る
る
か
に
弾
き
な

ら
し
た
る
、
い
と
い
み
じ
く
聞
こ
ゆ
る
に
、
ま
た
秋
に
な
り
て
無
い
み
じ

う
明
か
き
に
、
空
は
霧
わ
た
ゆ
た
れ
ど
、
手
に
と
る
ば
か
り
さ
や
か
に
澄

み
わ
た
り
た
る
に
、
風
の
音
、
虫
の
声
、
と
り
あ
つ
め
た
る
心
地
す
る
に
、

箏
の
琴
か
き
な
ら
さ
れ
た
る
、
横
笛
の
吹
き
澄
ま
さ
れ
た
る
は
、
な
ぞ
の
'

春
と
お
ぼ
ゆ
か
し
。
ま
た
、
さ
か
乏
思
へ
ば
、
冬
の
夜
の
、
空
さ
え
わ
た

 
り
い
み
じ
き
に
、
雪
の
降
り
つ
も
り
ひ
か
り
あ
ひ
た
る
に
、
箏
簗
の
わ
な

 
な
き
出
で
た
る
は
、
春
秋
も
み
な
忘
れ
ぬ
か
し
」
と
い
ひ
つ
づ
け
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
八
一
～
二
）

こ
れ
は
周
知
の
と
お
り
、
長
久
三
年
「
十
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
の
い
と
暗
き
夜
」
、

源
資
通
が
作
者
と
同
僚
の
女
房
に
春
、
秋
、
冬
の
夜
の
情
緒
に
つ
き
、
語
り
合
っ

た
場
面
で
あ
る
。
よ
く
、
こ
の
場
面
は
、
王
朝
の
典
型
的
な
春
秋
論
に
冬
の
季

節
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
楽
器
に
よ
る
季
節
の
情
趣
が
述
べ
ら
れ
た
こ

と
が
い
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
に
続
き
、
華
墨
が
「
い
つ
れ
に
か
御
心
と
ど
ま
る
」

と
二
人
に
問
う
と
、
作
者
は
、
同
僚
の
女
房
が
秋
の
夜
に
心
を
寄
せ
て
答
え
た

の
に
対
し
て
、

 
 
9
8
 
あ
さ
み
ど
り
花
も
ひ
と
つ
に
霞
み
つ
つ
お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
る
春
の
夜
の

 
 
 
 
捌

と
答
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
の
春
秋
優
劣
論
で
孝
標
女
は
春
の
夜
を
選
ん

で
い
る
わ
け
だ
が
、
日
記
に
は
彼
女
の
好
ん
だ
春
の
夜
の
月
夜
は
一
カ
所
も
描

か
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
春
の
お
ぼ
ろ
月
夜
を
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
ば
、
す
で
に
拙
稿
「
『
更
級
日
記
』
の
夜
」
に
お
い
て
、
こ

（41）



の
歌
が
詠
ま
れ
る
前
の
「
さ
の
み
同
じ
や
う
に
は
言
は
じ
と
て
」
と
い
う
作
者

の
こ
と
ば
か
ら
、
春
の
夜
を
選
ん
だ
の
は
必
ず
し
も
本
意
で
あ
っ
た
と
は
い
え

な
い
と
い
う
こ
と
を
触
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
さ
ら
に
描
か
れ
た
春
の

場
面
の
歌
か
ら
孝
下
女
の
春
の
季
節
に
対
す
る
思
い
を
考
え
た
い
と
思
う
。

 
『
更
級
日
記
』
の
最
初
の
春
は
、
上
京
直
後
の
継
母
と
の
別
れ
の
場
面
か
ら

始
ま
る
。
（
歌
に
付
し
た
番
号
は
筆
者
の
本
文
区
分
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
）

 
 
3
7
 
頼
め
し
を
な
ほ
や
待
つ
べ
き
霜
枯
れ
し
梅
を
も
春
は
忘
れ
ざ
り
け
り

 
長
い
上
京
へ
の
旅
を
終
え
、
物
語
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
憧
れ
の
京
に
つ

い
た
ば
か
り
の
作
者
に
継
母
は
「
こ
れ
が
花
の
咲
か
む
を
り
は
来
む
よ
」
と
言

い
残
し
て
父
と
別
れ
る
。
そ
の
年
、
閏
年
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
年
が
改
ま
っ
て
、

早
く
梅
の
花
が
咲
い
て
ほ
し
い
と
、
約
束
し
た
継
母
を
待
ち
続
け
て
い
た
の
に
、

花
も
す
っ
か
り
咲
い
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
便
り
も
な
い
の
で
、
．
こ
の
歌
を
贈

る
。 

 
3
9
 
散
る
花
を
ま
た
来
む
春
は
見
も
や
せ
む
や
が
て
別
れ
し
人
ぞ
恋
し
き

 
そ
れ
か
ら
、
ま
も
な
く
そ
の
春
の
「
三
月
つ
い
た
ち
」
に
、
ま
つ
さ
と
の
わ

た
り
で
月
に
照
ら
さ
れ
た
姿
が
印
象
深
か
っ
た
乳
母
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

悲
し
く
て
、
物
語
を
読
み
た
い
気
持
ち
も
起
こ
ら
な
い
ま
ま
、
泣
き
通
し
て
い

る
の
に
、
夕
日
が
と
て
も
華
や
か
に
さ
し
て
お
り
、
桜
の
花
が
い
っ
せ
い
に
散

り
み
だ
れ
て
い
る
風
景
を
み
て
、
こ
の
歌
を
詠
む
。

 
 
4
5
 
咲
く
と
待
ち
散
り
ぬ
と
嘆
く
春
は
た
だ
わ
が
宿
が
ほ
に
花
を
見
る
か

 
 
 
 
な

 
こ
の
歌
は
、
実
際
は
3
9
「
散
る
花
も
」
歌
の
一
年
後
の
春
の
こ
と
で
あ
る
が
、

地
の
文
の
時
節
表
現
は
「
春
ご
と
に
」
と
あ
っ
て
、
数
年
も
経
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
一
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
「
咲

く
と
待
ち
散
り
ぬ
と
嘆
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
継
母
と
の
別
れ
と
、
乳
母
が

亡
く
な
っ
た
季
節
で
あ
る
春
の
哀
傷
が
、
執
筆
時
の
作
者
の
意
識
に
「
春
ご
と

に
」
と
い
う
反
復
的
な
表
現
と
し
て
回
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
4
6
「
あ
か
ざ
り
し
」
の
歌
は
、
「
三
月
つ
ご
も
り
が
た
」
土
嚢
に
他
へ
わ
た
っ

て
、
帰
っ
て
き
て
ま
た
の
日
、
そ
の
家
の
主
人
に
、
桜
の
風
景
を
詠
ん
だ
歌
と

し
て
、
一
見
桜
の
め
で
た
さ
を
歌
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
「
散
り
が
た
に
し
も
」

と
あ
り
、
散
る
花
を
詠
ん
で
い
る
の
に
注
意
し
た
い
。
5
1
「
に
ほ
ひ
く
る
」
の

歌
は
、
治
安
三
年
、
四
月
の
夜
中
、
火
事
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
焼
け
る
前
の
家

を
思
い
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
昔
の
家
は
、
春
の
花
、
紅
葉
の
季
節
に
は
四
方

の
山
々
に
お
と
ら
な
い
ほ
ど
見
事
な
景
色
で
あ
っ
た
の
に
、
新
し
い
家
は
狭
い

所
で
木
な
ど
も
な
い
の
で
、
情
け
な
く
思
っ
て
い
る
と
、
隣
か
ら
に
お
っ
て
く

る
梅
の
香
り
に
、
も
と
の
家
を
思
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
5
6
「
明
く
る
待
つ
」

の
歌
は
、
一
八
才
の
春
、
コ
月
の
司
召
に
」
父
の
任
官
の
失
意
に
対
す
る
「
同

じ
心
に
思
ふ
べ
き
人
」
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
歌
か
ら
受
領
層
の
入
々

に
と
っ
て
、
司
召
は
い
か
に
切
実
な
関
心
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
さ
ら

に
、
今
ま
で
春
の
季
節
に
起
こ
っ
た
一
連
の
悲
哀
に
い
っ
そ
う
失
意
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
6
7
「
契
り
お
き
し
」
は
、
一
九
才
の
春
の
歌
で
、
去
年
、
作
者
は

東
山
に
住
む
尼
に
「
花
盛
り
は
ま
つ
告
げ
よ
」
な
ど
言
い
置
い
て
帰
っ
た
の
に
、

コ
ニ
月
十
余
日
」
過
ぎ
て
も
何
の
連
絡
も
な
い
の
で
尼
に
こ
の
歌
を
贈
る
。
㎜

「
加
島
見
て
」
は
三
七
才
の
「
春
ご
ろ
」
、
宮
家
で
資
通
と
の
再
会
の
機
会
が
あ
っ

た
が
人
前
を
は
ば
か
っ
て
会
え
な
い
場
面
の
歌
で
あ
る
。
鵬
「
里
遠
み
」
は
、

四
〇
代
の
、
あ
る
「
三
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
」
西
山
の
奥
に
行
っ
た
と
き
の
歌
で

あ
る
。
こ
の
歌
も
春
の
花
を
詠
ん
で
は
い
る
が
、
地
の
文
に
「
の
ど
の
ど
と
霞

み
わ
た
り
た
る
に
、
あ
は
れ
に
心
ぼ
そ
く
」
と
あ
っ
て
、
花
の
景
色
よ
り
も
人

（42］



影
も
な
い
山
路
の
淋
し
さ
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
捌
「
袖
ぬ
る
る
」
の
作

者
の
歌
は
「
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
宮
」
仕
え
で
の
生
活
を
思
い
出
し
、
二

人
の
同
僚
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
以
上
、
春
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
歌
の
状
況
を
み
て
み
た
が
、
春
に
は
、
一
連

の
別
れ
や
死
別
、
そ
し
て
父
の
任
官
の
失
意
、
か
な
わ
ぬ
恋
と
未
練
が
ま
し
い

宮
仕
え
生
活
の
思
い
出
な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
や
疎
外
感
、

ま
た
は
期
待
外
れ
な
ど
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
春
に
対
す
る
作

者
の
思
い
出
は
幼
い
時
の
喪
失
の
記
憶
が
強
く
、
そ
の
意
識
は
執
筆
時
の
作
者

の
季
節
意
識
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
記
中
、
明
る
く
て
生
彩
に

満
ち
た
春
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
ば
、
初
瀬
に
代
参
し
た
僧
の
夢
で
み
た
鏡
に

映
っ
た
光
景
1
「
い
ろ
い
ろ
の
衣
こ
ぼ
れ
出
で
梅
桜
咲
き
た
る
に
鴬
木
づ
た
ひ

鳴
き
た
る
」
が
浮
か
ぶ
。
確
か
に
、
そ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
理
想
の
世
界
で
あ
っ

た
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
女
が
日
記
の
終
わ
り
頃
に
「
た
だ
悲
し
げ
な
り
と
嘉
し

鏡
の
影
の
み
た
が
は
ぬ
、
あ
は
れ
に
心
憂
し
」
と
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼

女
の
実
人
生
の
日
記
に
は
、
そ
の
よ
う
な
明
快
な
春
の
場
面
は
描
か
れ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
も
、
王
朝
の
春
の
夜
と
い
え
ば
、
彼
女
の
耽
読
し
た
『
源
氏
物

語
』
を
は
じ
め
、
男
女
の
恋
の
交
渉
が
始
ま
る
場
面
が
多
く
、
そ
う
い
っ
た
意

味
で
は
恋
の
季
節
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
更
級
日
記
』
に
は
、
冬
の

場
面
で
春
の
月
夜
の
歌
は
一
首
詠
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
、
春
の
夜
が

描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
孝
愚
女
が
、
珍
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
春
の
月
夜
に
は

あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
の
描
い
た
春
の
場
面
に

は
少
女
期
の
暗
い
喪
失
の
記
憶
が
印
象
深
く
残
っ
て
お
り
、
『
更
級
日
記
』
の

主
題
意
識
か
ら
考
え
て
も
、
作
者
晩
年
の
不
幸
の
原
因
を
過
去
半
生
の
無
信
仰

と
物
語
耽
読
に
あ
っ
た
と
い
う
、
悔
恨
の
人
生
に
は
、
王
朝
の
春
の
朧
月
夜
の

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
四
季
と
和
歌

よ
う
な
場
面
は
執
筆
時
の
作
者
の
脳
裏
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
二
 
夏
の
場
面
の
歌

 
『
更
級
日
記
』
の
夏
の
記
事
は
四
季
の
中
で
、
最
も
少
な
い
。
し
か
も
、

一
〇
首
の
中
、
八
首
が
東
山
滞
在
時
の
歌
で
あ
り
、
年
齢
か
ら
い
え
ば
一
八
才

の
夏
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
万
寿
二
年
は
『
更
級
日
記
』
で
唯
一
四
聾

す
べ
て
の
場
面
が
描
か
れ
、
感
受
性
に
富
ん
だ
一
〇
代
の
作
者
の
姿
が
窺
え
る
。

 
和
歌
を
見
る
と
、

 
 
4
2
 
時
な
ら
ず
降
る
雪
か
と
そ
な
が
め
ま
し
花
た
ち
ば
な
の
香
ら
ぜ
り
せ

 
 
 
 
ば

 
こ
．
の
歌
は
、
橘
の
花
を
雪
に
み
た
て
た
も
の
で
、
夏
の
景
色
を
詠
ん
で
は
い

る
が
へ
日
記
前
後
の
内
容
と
は
何
の
関
係
も
な
く
置
か
れ
て
い
る
点
で
、
よ
く

『
更
級
日
記
』
の
家
集
的
要
素
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
五
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
」

と
い
う
日
付
表
現
も
目
に
つ
く
。
5
7
「
た
た
く
と
も
」
、
5
9
「
山
の
端
に
」
、
6
0

「
誰
に
見
せ
」
、
そ
し
て
6
1
の
三
首
の
歌
は
、
東
山
の
夏
の
自
然
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
5
8
の
二
首
は
、
霊
山
近
く
の
石
井
に
寄
っ
た
と
き
の
「
し
っ
く
に

濁
る
人
」
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

 
夏
の
場
面
の
歌
の
中
で
季
節
の
情
趣
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
6
0
「
誰
に
見
せ
」

の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
山
の
明
け
方
の
情
景
を
読
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
地

の
文
に
は
、

 
㈲
 
念
仏
す
る
僧
の
暁
に
ぬ
か
つ
く
音
の
た
ふ
と
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
戸
を
押

 
 
し
あ
け
た
れ
ば
、
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
山
ぎ
は
、
こ
ぐ
ら
き
梢
ど
も
霧

 
 
わ
た
り
て
、
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
、
な
に
と
な
く
茂
り
わ
た
れ
る
空
の

 
 
け
し
き
、
曇
ら
は
し
く
を
か
し
き
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
さ
へ
、
い
と
近
き
梢

 
 
に
あ
ま
た
た
び
鳴
い
た
り
。
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6
0
 
誰
に
見
せ
誰
に
聞
か
せ
む
山
里
の
こ
の
あ
か
つ
き
も
を
ち
か
へ
る
音

 
 
 
 
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
五
十
）

と
あ
り
、
夏
の
夜
が
明
け
て
い
く
山
際
や
一
帯
に
茂
っ
て
い
る
木
の
上
の
空
の

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
花
紅
葉
の
盛
り
よ
り
も
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
作

者
に
よ
ほ
ど
こ
の
夏
の
暁
の
景
色
が
印
象
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で

『
更
級
日
記
』
に
見
ら
れ
る
四
季
論
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
述
の
引
用
回
に

加
え
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
四
季
の
夜
の
情
趣
論
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
も
、
回
で
は
楽
器
に
よ
る
季
節
の
情
趣
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
場

面
で
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
自
然
の
声
が
楽
器
の
か
わ
り
に
描
写
さ
れ
、
聴
覚
の
美

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
・
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
『
更
級
日
記
』
の
四
季
の
美

は
春
、
夏
、
秋
、
冬
の
各
季
節
の
夜
の
空
の
情
趣
と
音
の
美
に
あ
る
と
い
え
よ

・
つ
。

 
な
お
、
東
山
滞
在
時
の
夏
の
歌
に
は
5
7
の
「
誰
」
、
5
8
の
「
し
っ
く
に
濁
る
入
」
、

59

ﾅ
は
、
ま
た
そ
の
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
「
心
ぼ
そ
さ
」
の
心
情
、
6
0
の
「
誰
」

な
ど
、
歌
ご
と
に
あ
る
人
の
存
在
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
入
と
は
、
特
定
な

誰
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
歌
に
は
山
里
生
活
で
の
人
恋
し
さ
の
心
情
が

集
中
的
に
、
強
く
現
れ
て
い
る
。

 
つ
ま
り
、
作
者
の
中
の
夏
の
季
節
と
い
え
ば
、
一
八
才
の
東
山
で
の
山
里
生

活
が
最
も
印
象
深
か
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
歌
は
、
恋
の
歌
に

分
類
し
て
も
よ
さ
そ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

 
 
三
 
秋
の
場
面
の
歌

 
『
更
級
日
記
』
の
秋
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
歌
の
特
徴
を
み
る
と
、
ま
ず
旅
先

で
詠
ま
れ
た
歌
が
最
も
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
秋
そ
の
も
の
の
情
趣

を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
、
中
で
も
月
を
詠
ん
だ
歌
が
目
に
つ
く
。
6
「
く
ち
も
せ

ぬ
」
と
7
「
ま
ど
ろ
ま
じ
」
の
歌
は
、
上
京
の
旅
で
あ
り
、
6
2
「
秋
の
夜
の
」

63

u
ま
だ
人
め
」
6
4
「
思
ひ
知
る
」
、
6
5
噛
「
苗
代
の
」
は
秋
の
東
山
で
の
歌
、

69

u
い
っ
こ
と
も
」
は
あ
る
「
旅
な
る
所
」
か
ら
外
へ
移
る
時
の
歌
、
8
4
「
思

ひ
出
で
て
」
は
、
西
山
の
家
で
の
歌
、
皿
「
初
瀬
川
」
魏
「
ゆ
く
へ
な
き
」
は

再
び
初
瀬
詣
で
の
道
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
㎜
「
い
か
に
言
ひ
」

は
和
泉
へ
の
旅
先
で
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
㈲
の
④
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

春
の
歌
に
は
旅
先
で
の
歌
が
た
だ
一
例
し
か
な
い
の
に
対
し
て
対
照
的
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
時
期
的
に
春
秋
両
方
と
も
旅
に
適
し
た
季
節
で
あ
る
が
、
作
者

の
場
合
、
秋
に
頻
繁
に
旅
に
出
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
物
詣
で
の
季

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

節
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
岡
崎
知
子
氏
は
「
平
安
朝
女
性
の
物
詣
」
で
『
蜻
蛉

日
記
』
『
赤
染
衛
門
集
』
『
枕
草
子
』
『
相
模
集
』
『
和
泉
式
部
集
』
『
和
泉
式
部

続
集
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
伊
勢
大
輔
集
』
『
紫
式
部
集
』
『
経
蝿
叩
母
集
』
『
更

級
日
記
』
『
弁
乳
母
集
』
『
御
形
宣
旨
集
』
『
清
少
納
言
集
』
に
見
ら
れ
る
物
詣

で
を
表
に
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
筆
者
が
時
節
表
現
を
調
査
し
た
結
果
、

平
安
朝
女
流
文
学
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
物
詣
で
の
時
節
は
、
春
一
七
例
、
夏
八

例
、
秋
二
一
例
、
冬
が
八
例
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
物
詣
で
の
時
節
は
一
般

的
に
春
秋
が
頻
繁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
更
級
日
記
』
の
場
合
、
一
二
例
の

物
詣
で
の
記
事
の
中
で
春
一
例
、
夏
一
例
、
秋
一
例
、
冬
四
例
、
季
節
不
明
の

記
事
五
例
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
冬
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

中
で
も
三
例
は
十
月
の
日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
孝
標
女
は
、
物
詣
で
も
春
よ

り
も
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
こ
の
よ
う
な
、
作
者
の
春
秋
意
識
は
、
次
の
鞍
馬
詣
で
の
記
事
か
ら
も
明
ら

か
に
な
る
。

（44）



 
 
 
春
ご
ろ
、
鞍
馬
に
こ
も
り
た
り
。
山
ぎ
は
霞
み
わ
た
り
、
の
ど
や
か
な

 
 
る
に
、
山
の
方
よ
り
、
わ
っ
か
に
と
こ
ろ
な
ど
掘
り
も
て
来
る
も
を
か
し
。

 
 
出
つ
る
道
は
花
も
み
な
散
り
は
て
に
け
れ
ば
、
な
に
と
も
な
き
を
、
十
月

 
 
ば
か
り
に
詣
つ
る
に
、
道
の
ほ
ど
山
の
け
し
き
、
こ
の
こ
ろ
は
、
い
み
じ

 
 
う
そ
ま
さ
る
も
の
な
り
け
る
。
山
の
端
、
錦
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
な
り
。

 
 
m
 
奥
山
の
紅
葉
の
錦
ほ
か
よ
り
も
い
か
に
し
ぐ
れ
て
深
く
染
め
け
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
九
五
）

 
こ
れ
は
 
四
〇
才
頃
の
、
鞍
馬
詣
で
の
記
事
で
あ
る
が
、
「
春
ご
ろ
」
と
「
十

月
ば
か
り
」
に
二
度
参
籠
し
、
同
じ
場
所
の
景
色
を
描
い
て
い
る
。
春
ご
ろ
の

記
事
に
は
、
花
も
す
っ
か
り
散
り
き
っ
て
し
ま
っ
た
道
の
情
趣
を
感
受
し
て
お

り
、
「
十
月
ば
か
り
」
に
は
道
の
有
り
様
や
山
の
景
色
に
つ
い
て
、
錦
を
ひ
ろ

げ
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
感
動
を
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
「
十
月
ば
か
り
」

の
場
面
に
は
鵬
「
奥
山
の
」
の
一
首
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
印

象
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
は
同
じ
場
所
の
景
色
で
あ
っ
て
も
、
春
よ
り

も
晩
秋
ま
た
は
初
冬
の
景
色
に
よ
り
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
次
に
、
秋
の
情
趣
を
詠
ん
だ
歌
を
見
て
み
る
。
秋
の
月
夜
を
詠
ん
だ
歌
は
次

の
三
首
で
あ
る
が
、
特
に
、
こ
の
三
首
は
勅
撰
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
注

目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
秋
は
、
丁
数
に
比
し
て
勅
撰
集
に
採
用
さ
れ
て
い
る
歌

数
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
秋
の
歌
が
よ
り
優
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
作
者
は
秋
に
関
心
を
よ
せ
て
い
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
7
 
ま
ど
ろ
ま
じ
今
宵
な
ら
で
は
い
っ
か
見
む
く
ろ
と
の
浜
の
秋
の
夜
の

 
 
 
 
刷

 
 
6
4
 
思
い
知
る
人
に
見
せ
ば
山
里
の
秋
の
夜
ふ
か
き
有
明
の
月

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
四
季
と
和
歌

 
 
慨
 
ゆ
く
へ
な
き
旅
の
空
に
も
お
く
れ
ぬ
は
都
に
て
帯
し
有
明
の
月

 
そ
の
他
、
撒
「
い
か
に
言
ひ
」
の
歌
は
秋
の
夕
方
の
風
景
を
、
4
8
は
「
た
な

ば
た
」
に
関
す
る
贈
答
歌
、
4
9
は
「
荻
の
葉
」
、
6
2
で
は
「
鹿
の
音
」
、
6
3
と
8
4

で
は
「
風
」
、
9
9
「
何
さ
ま
で
」
で
は
「
時
雨
」
'
と
な
っ
て
お
り
、
王
朝
の
典

型
的
秋
の
景
物
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

 
 
四
 
冬
の
場
面
の
歌

 
冬
は
四
季
の
中
で
も
、
景
物
に
乏
し
い
季
節
で
あ
る
が
、
『
更
級
日
記
』
に

は
冬
の
場
面
が
最
も
多
く
、
冬
の
歌
も
多
い
。
表
働
の
特
徴
か
ら
い
え
ば
、
宮

仕
え
生
活
で
の
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
年
齢
的
に
は
三
〇
代

の
時
の
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
宮
仕
え
関
連
の
歌
は
、
9
0
「
年
は
暮
れ
」

以
後
、
9
5
、
9
6
、
9
7
、
9
8
、
拠
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
9
5
、
9
6
、
9
7
、
9
8
、

捌
は
宮
仕
え
生
活
で
の
同
僚
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
が
、
こ
う
見
て
く
る
と
、
『
更

級
日
記
』
に
は
愚
老
以
外
、
明
ら
か
な
異
性
と
の
贈
答
歌
は
見
ら
れ
な
い
。

 
ま
た
、
冬
の
場
面
に
は
、
他
人
の
詠
ん
だ
本
歌
が
三
首
入
っ
て
い
る
の
も
特

徴
で
あ
る
。
こ
の
三
首
の
贈
歌
は
、
5
4
の
「
そ
こ
は
か
と
」
、
「
住
み
な
れ
ぬ
」
、

「
見
し
ま
ま
に
」
の
三
・
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
姉
の
死
後
に
継
母
、
親
戚
の
人
、

せ
う
と
か
ら
の
、
鎮
魂
歌
の
よ
う
な
贈
歌
で
あ
る
。

 
次
に
、
冬
の
場
面
で
冬
の
歌
で
な
い
季
節
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
も
特
徴

的
で
あ
る
。

 
 
8
2
 
涙
さ
へ
ふ
り
は
へ
っ
つ
ぞ
思
ひ
や
る
あ
ら
し
吹
．
く
ら
む
冬
の
山
里

 
 
 
 
わ
け
て
訪
ふ
心
の
ほ
ど
の
み
ゆ
る
か
な
木
陰
を
ぐ
ら
き
夏
の
し
げ
り

 
 
 
 
劃

 
こ
の
歌
は
、
修
学
院
に
入
っ
た
尼
と
の
贈
答
歌
で
、
作
者
が
「
冬
の
山
里
」

（45）



生
活
を
思
い
や
っ
て
贈
っ
た
の
に
対
し
て
、
返
歌
は
「
夏
の
し
げ
り
を
」
と
い

う
夏
の
歌
が
贈
ら
れ
、
従
来
不
審
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。

 
そ
し
て
、
資
通
と
の
出
会
い
の
場
面
で
の
三
首
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
あ
さ
み
ど
り
」
は
前
掲
）

 
 
9
8
 
今
宵
よ
り
後
の
命
の
も
し
も
あ
ら
ば
さ
は
春
の
夜
を
形
見
と
思
は
む

 
 
 
 
人
は
み
な
春
に
心
を
寄
せ
つ
め
り
わ
れ
の
み
や
見
む
秋
の
夜
の
月

 
冬
の
景
物
と
し
て
雪
は
、
5
5
「
雪
降
り
て
」
と
捌
の
二
首
が
読
ま
れ
て
い
る
。

 
冬
の
場
面
で
、
月
の
歌
は
四
首
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
作
者
の
歌
は
9
0
「
年
は

暮
れ
」
と
盟
「
ひ
ま
も
な
き
」
の
二
首
で
あ
る
。
そ
し
て
、
9
8
の
「
人
は
み
な
」

の
歌
は
、
他
人
の
歌
と
な
っ
て
お
り
、
前
述
し
た
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
は
春

の
月
で
あ
る
。

 
こ
の
月
夜
と
関
連
し
て
で
あ
る
が
、
『
更
級
日
記
』
に
は
夜
の
場
面
が
多
い
。

し
か
も
冬
の
夜
が
最
も
多
い
が
、
次
の
引
用
、
7
7
と
9
5
は
、
特
に
、
冬
の
夜
の

情
趣
が
印
象
的
で
あ
る
。

冬
に
な
り
て
、
日
ぐ
ら
し
雨
降
り
く
ら
い
た
る
夜
、
雲
か
へ
る
風
は
げ

し
う
う
ち
吹
き
で
、
空
は
れ
て
月
い
み
じ
う
明
う
な
り
て
、
軒
近
き
荻
の

い
み
じ
く
風
に
吹
か
れ
て
、
砕
け
ま
ど
ふ
が
い
と
あ
は
れ
に
て
、

77
@
秋
を
い
か
に
思
い
出
づ
ら
む
冬
深
み
嵐
に
ま
ど
ふ
荻
の
枯
葉
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
六
こ

 
冬
に
な
り
て
、
月
な
く
雪
も
降
ら
ず
な
が
ら
、
星
の
光
に
、
空
さ
す
が

に
隈
な
く
、
さ
え
わ
た
た
り
た
る
夜
の
か
ぎ
り
、
殿
の
御
方
に
さ
ぶ
ら
ふ

人
々
と
物
語
し
明
か
し
つ
つ

95

@
冴
え
し
夜
の
氷
は
袖
に
ま
だ
解
け
で
冬
の
夜
な
が
ら
音
を
こ
そ
は
泣

 
 
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
七
八
）

 
7
7
は
「
潔
い
み
じ
う
あ
か
う
な
り
て
」
と
い
う
雨
、
風
の
の
ち
の
、
月
夜
の

場
面
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
9
5
は
「
歪
な
く
」
と
い
う
暗
夜
の
情
景
な
の
で

あ
る
。
こ
う
い
つ
た
対
照
的
な
夜
の
情
景
か
ら
作
者
は
月
夜
に
せ
よ
、
暗
夜
に

せ
よ
、
い
か
に
夜
の
世
界
に
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。

 
紅
葉
は
、
2
7
「
嵐
こ
そ
」
と
m
「
奥
山
の
」
の
歌
で
あ
り
、
木
の
葉
を
詠
ん

だ
の
は
6
6
「
水
さ
へ
そ
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
三
例
は
日
付
が
「
十
月
」
と
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
が
、
こ
の
「
十
月
」
の
日
付
を
作
品
全
体
か
ら
調
べ
て
み
る

と
、
一
〇
例
と
一
番
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
日
付
表
現
か
ら
も
作
者
は
十
月
、
つ
ま
り
、
晩
秋
ま
た
は
初
冬
の
景
色
に
最

も
心
を
引
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

 
ま
た
、
冬
の
歌
に
は
、
冬
の
自
然
物
象
を
通
し
て
作
者
の
心
情
の
詠
ま
れ
た

歌
が
多
い
。
つ
ま
り
、
冬
の
場
面
の
歌
は
、
冬
の
山
里
の
尼
や
周
り
の
人
々
の

思
い
出
と
、
三
〇
代
の
宮
仕
え
生
活
で
の
思
い
出
が
中
心
と
な
っ
て
詠
ま
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
亡
く
な
っ
た
姉
の
思
い
出
や
尼
に
な
っ
た
親
戚
へ
の
思
い

や
り
、
宮
仕
え
生
活
で
の
同
僚
と
の
思
い
出
な
ど
、
周
り
の
人
間
に
対
す
る
関

心
の
深
さ
が
読
み
と
れ
る
。
そ
し
て
、
珊
「
音
に
の
み
」
の
歌
で
は
、
宇
治
川

を
渡
る
と
き
、
憧
れ
つ
づ
け
て
き
た
浮
舟
へ
の
想
念
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
8
2
「
涙

さ
へ
」
、
幽
「
ひ
ま
も
な
き
」
の
歌
は
、
用
い
ら
れ
た
「
涙
」
の
語
が
意
味
し

て
い
る
よ
う
な
、
晩
年
の
孤
独
な
日
々
の
心
情
が
冬
の
夜
に
鮮
明
に
現
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
結
局
、
最
も
多
い
興
言
で
日
記
全
体
を
流
れ
る
冬
の
季
節
は
、
『
更
級
日
記
』

の
象
徴
的
な
世
界
で
あ
り
、
中
で
も
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
初
冬
は
、
幼
い

と
き
上
総
か
ら
物
語
の
世
界
に
憧
れ
、
長
々
と
上
京
記
が
書
か
れ
た
季
節
で
あ

り
、
旅
の
季
節
で
あ
り
、
あ
の
源
資
通
と
出
会
っ
た
忘
れ
ら
れ
ぬ
季
節
で
あ
っ

（46）



た
の
で
あ
る
。

 
 
五
 
季
節
不
明
歌

 
最
後
に
、
季
節
不
明
歌
に
つ
い
て
は
、
（
？
）
は
全
く
推
定
で
き
な
い
季
節
の

歌
で
あ
り
、
（
）
の
中
の
季
節
に
つ
い
て
は
筆
者
の
推
定
に
留
め
る
。

 
 
5
3
 
う
つ
も
れ
ぬ
か
ば
ね
を
何
に
た
つ
ね
け
む
苔
の
下
に
は
身
こ
そ
な
り

 
 
 
 
け
れ

 
こ
の
歌
は
「
五
月
の
つ
い
た
ち
」
に
姉
の
死
後
、
地
の
文
に
「
そ
の
ほ
ど
過

ぎ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
四
九
日
の
法
要
を
済
ま
せ
た
夏
ご
ろ
の
歌
で
あ
ろ
う
。

 
 
6
8
 
竹
の
葉
の
そ
よ
ぐ
夜
ご
と
に
寝
ざ
め
し
て
な
に
と
も
な
き
に
も
の
ぞ

 
 
 
 
悲
し
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 

 
こ
の
歌
は
、
「
旅
な
る
所
」
で
の
月
の
こ
ろ
の
歌
で
、
秋
山
度
氏
は
、
後
に
「
秋

ご
ろ
、
そ
こ
を
た
ち
て
外
へ
う
つ
ろ
ひ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
は
夏
と

い
わ
れ
る
が
、
「
月
の
こ
ろ
」
と
い
う
地
の
文
の
描
写
と
歌
の
情
趣
か
ら
筆
者

は
秋
の
夜
と
見
る
。

 
 
7
8
 
と
ど
め
お
き
て
わ
が
ご
と
物
や
思
ひ
け
む
見
る
に
か
な
し
き
辞
し
の

 
 
 
 
び
の
森

 
 
 
 
子
し
の
び
を
聞
く
に
つ
け
て
も
と
ど
め
置
き
し
秩
父
の
山
の
つ
ら
き

 
 
 
 
あ
づ
ま
路

 
7
8
は
、
父
の
任
地
で
あ
る
常
陸
の
国
か
ら
使
者
が
持
参
し
た
父
の
手
紙
に
添

え
ら
れ
た
歌
と
作
者
の
返
歌
で
あ
る
が
、
「
七
月
十
三
日
下
」
っ
て
神
拝
と
い

う
行
事
を
し
て
領
内
を
巡
察
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
だ
か
ら
、
時
間
的
に
、
秋

に
「
と
ど
め
お
き
て
」
が
詠
ま
れ
、
冬
頃
に
返
歌
「
製
し
の
び
を
」
を
贈
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
伽
「
谷
川
の
」
の
歌
は
「
十
月
ば
か
り
」
・
の
鞍
馬
詣
で
に
続
く

『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
四
季
と
和
歌

記
事
で
、
「
二
年
ば
か
り
あ
り
て
」
と
あ
る
か
ら
、
二
年
後
の
秋
の
歌
で
あ
ろ
う
。

鵬
「
夢
さ
め
て
」
は
宮
仕
え
生
活
で
苦
楽
を
共
に
し
た
友
へ
の
歌
で
あ
る
が
、

よ
く
い
わ
れ
て
い
る
小
野
小
町
の
歌
（
思
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む

夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を
『
古
今
集
』
恋
）
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
「
西

へ
ゆ
く
月
」
の
情
趣
は
秋
ら
し
い
。
そ
し
て
、
蜘
か
ら
圏
の
歌
は
、
夫
に
死
な

れ
た
晩
年
の
歌
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
鼎
の
歌
に
続
く
同
じ
冬
の
季
節
と
は
限

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
、
こ
こ
ま
で
四
季
と
和
歌
の
特
徴
を
考
察
し
て
き
た
が
、
四
季
全
体
の

歌
か
ら
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
更
級
日
記
』
の
四

季
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
歌
の
中
に
は
、
あ
る
共
通
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
刀

 
春
の
場
面
の
歌
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
巨

 
 
鵬
 
摺
場
み
あ
ま
り
奥
な
る
山
路
に
は
花
見
に
と
て
も
人
来
ざ
り
け
り
。

 
夏
の
場
面
の
歌

 
 
5
7
 
た
た
く
と
も
誰
か
く
ひ
な
の
暮
れ
ぬ
る
に
山
路
を
深
く
た
つ
ね
て
は

 
 
 
 
調

 
秋
の
場
面
の
歌

 
 
8
4
 
思
い
出
で
て
人
こ
そ
訪
は
ね
山
里
の
ま
が
き
の
荻
に
秋
風
は
吹
く

 
冬
の
場
面
の
歌

 
 
5
5
 
雪
降
り
て
ま
れ
の
人
目
も
絶
え
ぬ
ら
む
吉
野
の
山
の
峰
の
か
け
み

 
 
 
 
ち

 
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
「
山
」
（
ま
た
は
山
路
、
山
里
）
と
、
「
人
」
、

（
ま
た
は
誰
）
、
そ
し
て
「
訪
ふ
」
（
ま
た
は
来
）
と
い
っ
た
類
似
語
の
組
み
合



わ
せ
が
見
ら
れ
、
内
容
か
ら
は
、
人
に
問
わ
れ
ぬ
山
里
の
孤
独
と
い
う
共
通
テ
r

マ
が
読
み
取
れ
る
。
『
更
級
日
記
』
に
は
山
の
語
が
三
六
例
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

と
く
に
、
季
節
不
明
歌
、

 
 
蜘
 
月
も
出
で
で
闇
に
く
れ
た
る
嬢
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
つ
ね
来

 
 
 
 
つ
ら
む

こ
の
歌
に
お
い
て
、
嬢
捨
山
は
、
こ
の
日
記
の
書
名
の
由
来
す
る
も
の
で
意
味

深
く
、
嬢
捨
山
の
状
況
が
晩
年
の
作
者
の
心
境
を
象
徴
す
る
場
面
だ
と
す
れ
ば
、

各
季
節
の
「
山
」
と
「
人
」
と
「
訪
ふ
」
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
の
歌
の
意
味

合
い
も
、
『
更
級
日
記
』
の
主
題
意
識
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

 
『
更
級
日
記
』
の
山
里
に
つ
い
て
、
津
本
信
博
氏
は
「
山
里
住
ま
い
で
東
国

育
ち
の
彼
女
に
は
、
そ
の
現
実
が
よ
り
浮
舟
と
自
己
と
に
酷
似
性
を
感
じ
、
『
源

氏
物
語
』
の
作
者
が
華
や
か
な
京
か
ら
一
転
し
て
舞
台
を
宇
治
の
山
里
に
設
定

し
た
意
味
と
も
心
情
が
重
な
り
、
孝
皇
女
は
意
図
的
に
『
更
級
日
記
』
の
中
に

数
多
く
山
や
山
里
の
描
写
を
挿
入
し
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
更
級
日
記
』
に
お
い
て
、
山
里
と
い
え
ば
、
常
に
浮
舟
と
の
関
連
性
が
論
じ

ら
れ
る
が
、
本
稿
の
結
論
か
ら
考
え
る
と
き
、
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
「
山
里
」

の
意
味
合
い
は
、
「
人
」
と
「
訪
ふ
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
よ
り

旦
ハ
体
的
に
形
成
さ
れ
、
山
里
生
活
の
孤
独
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
の
歌
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
5
5
「
雪
降
り
て
」
は
、
作
者
一
七
才
頃
、
姉

の
死
後
の
一
連
の
歌
の
直
後
に
吉
野
山
の
尼
を
思
い
や
っ
て
贈
っ
た
歌
で
あ

り
、
5
7
「
た
た
く
と
も
」
は
、
一
八
才
の
夏
の
東
山
で
の
歌
で
、
そ
の
＝
月

の
司
召
」
に
父
の
任
官
の
失
意
の
記
事
に
続
い
て
い
る
。
8
4
「
思
ひ
出
で
て
」

は
、
二
九
才
の
頃
、
父
が
常
陸
の
任
地
か
ら
帰
っ
て
き
た
記
事
の
直
後
に
西
山
、

の
家
で
の
歌
で
あ
り
、
鵬
「
里
遠
み
」
は
、
前
述
し
た
四
〇
代
の
あ
る
春
、
西

山
の
奥
へ
行
っ
た
と
き
の
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
5
5
、
5
7
の
歌
は
一

〇
代
の
と
き
の
歌
で
あ
り
、
8
4
は
二
〇
．
代
、
そ
し
て
踊
は
四
〇
代
の
と
き
に
詠

ま
れ
、
作
者
は
年
齢
季
節
を
問
わ
ず
、
山
里
の
孤
独
を
詠
み
込
ん
で
い
た
こ
と

に
な
り
、
構
造
的
に
も
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
5
7
、
8
4
、
鵬
三
首
が
自
ら
の

孤
独
を
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
5
5
で
は
吉
野
山
の
尼
の
孤
独
を
思
い
や
っ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
5
5
の
「
尼
」
へ
の
歌
に
関
し
て
は
、
修
学
院
の
尼
を
思
い
や
っ

て
贈
っ
た
、
8
2
「
涙
さ
へ
」
の
歌
に
類
似
し
て
お
り
、
尼
の
歌
と
い
え
ば
、
日

記
最
後
の
歌
笛
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
歌
は
す
べ
て

が
山
里
の
孤
独
に
関
す
る
歌
で
あ
る
が
、
5
7
、
8
4
、
伽
、
蜘
は
自
ら
の
孤
独
を

．
誰
か
に
訴
え
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
5
5
の
歌
に
よ
っ
て
8
2
、
幽
の
山
里
の
尼
と

も
関
連
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
尼
の
登
場
す
る
歌
の
共
通
点
は
5
5
の

姉
の
死
、
8
2
父
の
常
陸
赴
任
、
圏
夫
の
死
と
い
う
作
者
に
強
い
影
響
を
与
え
た

は
ず
の
事
件
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
作
者

は
そ
の
都
度
、
宗
教
に
関
心
を
持
ち
、
出
家
者
の
道
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
囑
の
尼
へ
の
歌
、

 
圏
 
茂
り
ゆ
く
蓬
が
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
人
に
訪
は
れ
ぬ
音
を
の
み
ぞ
泣
く

が
、
作
品
の
末
尾
に
置
か
れ
た
の
は
重
大
な
意
味
が
あ
り
、
作
者
は
日
記
の
最

後
ま
で
人
訪
れ
の
な
い
孤
独
を
訴
え
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の

心
情
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
人
間
に
対
す
る
孤
独
感
な
の
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
』

に
お
け
る
四
季
と
和
歌
に
つ
い
て
の
考
察
よ
り
、
黒
黒
女
の
、
人
間
に
対
す
る

孤
独
や
山
里
趣
味
が
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

（48］



表
ω
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
欧
．

61 60 59     58 57 42 127 125 100 67     56 51 46 45 39  38  37

夏 春
の の

○○○  ○○○ 場 ○○○○○  ○○○○  ○ 場
都誰山山奥た時に に、の め 山 た なは見端井．の く ら

@せにの  とず
@    も

面
で
詠
ま
れ
た
歌

み荒袖里加契暁明にあ咲散な頼る磯ぬ遠島 り を く ほか く る ほめ 面
で
詠
ま
れ
た
歌

・
○
は
作
者
の
歌
 
・
歌
に
付
し
た
番
号
億
筆
者
の
本
文
区
分
に
よ
る
。

122 121 99 84     83     73 69 65 64 63 62    49    48  7  6 ・94
秋

の

○○○○  ○○  ○○○○○  ○  ○○○ 場 ○○
ゆ初湯思出かか思い苗思 ま 秋荻笛た契 ま．付く 瀬 さ ひふかけふづ代 ひだのの の ち り どち 面

で 天深山
ﾌ きふ

へ川ま出こるてこ この知人夜葉音蒔けう も
ﾈ  ででと よ こ と と  る も のののつむませ
ｫ    て   も そ   も           る   じぬ

詠
ま
れ
た

門夜か
@に く

歌

捌
 
 
○
い
か
に
言
ひ

冬
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
歌

54 43 2798 97 96 95 90 82 77 66 55

○
嵐
こ
そ

○
い
っ
こ
に
も

○
ふ
る
さ
と
に

○
か
き
流
す

 
慰
む
る

○
昇
り
け
む

 
そ
こ
は
か
と

 
住
み
な
れ
ぬ

 
見
し
ま
ま
に

○
雪
降
り
て

○
水
さ
へ
そ

○
秋
を
・
い
か
に

○
涙
さ
へ
、

，
わ
け
て
訪
ふ

○
年
は
暮
れ

 
月
も
な
く

○
冴
え
し
夜
の

○
わ
が
こ
と
そ

 
ま
し
て
思
へ

○
冬
枯
れ
の

○
あ
さ
み
ど
り

143 141 140 128 126 120 91     78  70  68  53

季

142  132       124  119  116  102

○○○○○○○○○○○○
節
不 ○○  ○○○○

世茂今月 夢繁谷幾子 と 朝竹 うの り は も さか川千 し ど倉のづ 明
歌

ひ荒 し絶心音三人今まる らえ山に坂は宵

つ行世出め り のたのめや葉 も も る や ざの の のみ よ
ね く にでて し  びびお  のれ な 海 ま り  み   な り

の    て       を き    ぬ

@        て
i   （   （   （   （   （   （   （   （   （   （   （   （

き にの し

g g g 冬秋 g 秋 っ 冬秋 g 秋夏
カ、 カ｝ ● カ・ ' カ》 カ・ ' カ、 カ、

）   ）   ）   ）   ）   ）   ）   ）   ）   ）   ）   ）   ）

『
更
級
旧
甜
』
に
お
け
る
四
季
と
和
歌

（49）



注一二三四六五

藤
岡
忠
美
「
王
朝
女
流
日
記
と
和
歌
」
『
国
文
学
』
昭
和
四
四
・
五
月

本
文
区
分
は
基
本
と
し
て
内
容
転
換
ご
と
に
細
分
し
た
。
そ
し
て
、
同

じ
内
容
で
も
場
所
が
異
な
る
場
合
（
例
…
上
洛
記
な
ど
）
と
、
同
じ
場

所
で
も
内
容
が
異
な
っ
た
り
、
日
付
表
現
が
見
ら
れ
た
り
し
た
場
合
も

一
部
分
と
数
え
た
。
こ
れ
を
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
犬
養
 
廉
校
注
・

小
学
館
）
と
対
照
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
本
稿
の
本
文
区
分
）
一
～
二
肚
一
（
日
本
古
典
文
学
全
集
）
、
三
～

七
1
1
二
、
八
～
九
1
1
三
、
一
〇
“
四
、
一
一
～
六
“
五
、
一
七
～
二
一

1
1
六
、
二
二
～
八
1
1
七
、
二
九
～
三
四
1
1
八
、
三
五
～
八
H
九
、
三
九

～
四
一
1
1
一
〇
、
四
二
～
五
聾
一
一
、
四
六
～
七
1
1
一
二
、
四
八
～
五

一
1
1
二
二
、
五
ニ
ピ
五
野
一
四
、
五
六
～
六
三
口
一
五
、
六
四
～
九
1
一

一
六
、
七
〇
～
一
1
1
一
七
、
七
二
～
四
H
一
八
、
七
五
～
七
目
一
九
、

七
九
～
ハ
ニ
ー
1
二
〇
、
八
三
～
四
1
1
二
一
、
七
五
～
八
旺
二
二
、
八
九

～
九
一
1
1
二
三
、
九
八
～
一
〇
〇
“
二
五
、
一
〇
一
～
六
“
二
六
、
一

〇
七
～
一
六
目
二
七
、
一
一
七
～
二
ニ
ー
1
二
八
、
＝
一
三
～
二
八
1
1
二

九
、
一
二
九
～
三
ニ
ー
1
三
〇
、
一
三
三
～
三
四
1
1
三
一
、
＝
二
五
～
三

八
1
1
三
二
、
一
三
九
1
1
一
三
二
、
一
四
〇
～
四
三
⊥
二
四

拙
稿
「
『
更
級
日
記
』
の
夜
」
「
新
樹
」
梅
光
女
学
院
大
学
大
学
院
第
十

輯
平
成
七
年
九
月

岡
崎
知
子
「
平
安
朝
女
性
の
物
詣
」
『
平
安
朝
女
流
作
家
の
研
究
』
昭

和
四
二
 
法
蔵
館

秋
山
慶
『
更
級
日
記
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
 
平
成
四
年

津
本
信
博
「
『
更
級
日
記
』
の
山
里
」
『
日
記
文
学
研
究
第
一
集
』
所
収

新
典
社
 
平
成
五
年
．

本
文
引
用
は
『
更
級
日
記
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
秋
山
度
校
注
）
に

よ
る
。
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