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「
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
秋
の
野
」
の
情
景

│
文
屋
朝
康
・
後
撰
集
三
〇
八
番
歌
に
つ
い
て

│
成

田

大

知

一
、「
吹
き
し
く
」

　
　

延
喜
御
時
、
歌
召
し
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　

文
屋
朝
康

白
露
に
風
の
吹
き
し
く
秋
の
野
は
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る

�

（『
後
撰
集
』
秋
中
・
三
〇
八（
１
））

文
屋
朝
康
、『
後
撰
和
歌
集
』
三
〇
八
番
歌
。
秋
の
美
し
い
情
景
を

詠
ん
だ
こ
の
歌
は
『
百
人
一
首
』
に
も
収
録
さ
れ
て
人
口
に
膾
炙
し
て

い
る
が
、
そ
の
情
景
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
第
二
句
「
風
の
吹
き
し
く
」。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
頓

阿
『
百
人
一
首
諺
解
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

家
説
云
。
吹
し
く
と
云
詞
只
吹
と
云
斗
に
あ
ら
ず
。
野
の
草
を
地

に
吹
敷
程
の
風
と
い
は
ん
為
な
り
。
風
強
ゆ
へ
に
露
は
皆
落
た
る

を
断
り
た
り
。
歌
の
心
は
秋
の
野
の
草
に
露
置
た
る
は
さ
な
が
ら

玉
を
敷
た
る
や
う
也
。

「
吹
し
く
」
と
は
、「
吹
敷
」
で
あ
り
、「
風
」
が
「
野
の
草
を
地
に
吹

敷
程
」
に
「
吹
」
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
。

ま
た
、『
諺
解
』
は
続
け
て
言
う
。「
歌
の
心
は
秋
の
野
の
草
に
露
置

た
る
は
さ
な
が
ら
玉
を
敷
た
る
や
う
也
」。「
秋
の
野
の
草
」
に
「
置
」

い
た
「
露
」
が
、
ま
る
で
「
玉
を
敷
た
」
よ
う
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の

「
歌
の
心
」
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
「
敷
」
を
め
ぐ
っ
て
、

「
野
の
草
を
地
に
吹
敷
」
と
、「
野
の
草
」
に
「
置
」
い
た
「
露
」
が

「
玉
を
敷
た
る
や
う
」
と
い
う
、
異
な
っ
た
解
釈
が
並
存
す
る
こ
と
と
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な
り
、
明
解
で
は
な
い
。

『
諺
解
』
は
「
風
の
吹
き
し
く
」
を
「
野
の
草
を
地
に
吹
敷
程
」
と

解
す
る
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
解
釈
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。「
風
の

吹
き
敷
く
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
目
的
語
は
明
示
さ
れ
ず
、
歌
で
は

「
白
露
に
」「
風
の
吹
き
し
く
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
野
の
草

を
地
に
吹
敷
」
く
と
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
『
諺
解
』
は
、「
秋
の
野
の
草
に
露
置
た
る
は
さ
な
が
ら
玉
を

敷
た
る
や
う
也
」
と
も
言
う
。
そ
の
よ
う
な
解
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、

「
火
橋
桁
ニ
燃
付
テ
溪
風
火
ヲ
吹
布
タ
リ
」（『
太
平
記
』
巻
第
七
・
千

剣
破
城
軍
事
）
の
よ
う
に
、
助
詞
は
「
を
」
を
取
っ
て
、「
白
露
を
風

の
吹
き
し
く
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
玉
を
敷
た
る
や
う
也
」
と
い
う
の
は
、「
玉
ぞ
散
り
け
る
」

の
結
果
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
と
、
詠
出
の
順
序
と
因
果
の

順
序
と
が
逆
転
し
て
し
ま
う
と
い
う
憾
み
が
残
る
。
よ
っ
て
、「
吹
き

し
く
」
を
「
吹
き
敷
く
」
と
解
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
、
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う（
２
）。

「
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
」
は
、
現
在
一
般
に
は
、
次
の
よ
う
に
解

さ
れ
て
い
る
。

草
の
葉
の
上
に
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ
て
い
る
白
露
に
、
風
が
吹
き
し

き
る
秋
の
野
は
、
ち
ょ
う
ど
緒
に
貫
き
と
め
て
な
い
玉
が
は
ら
は

ら
と
散
り
乱
れ
る
よ
う
で
、
い
か
に
も
美
し
い
光
景
だ
こ
と
よ
。

�

（
島
津
忠
夫
訳
注
『
角
川
日
本
古
典
文
庫�

百
人
一
首
』）

白
露
に
風
が
頻
り
に
吹
き
あ
た
る
秋
の
野
は
、
置
い
た
だ
け
で
貫

き
止
め
て
な
い
玉
が
散
る
よ
う
に
露
が
散
り
乱
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
よ
。

（
片
桐
洋
一
校
注
・
訳
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系�

後
撰
和
歌
集
』）

「
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
」
と
は
、「
白
露
に
、
風
が
吹
き
し
き
る
」、

「
白
露
に
風
が
頻
り
に
吹
き
あ
た
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
白
露
」
に

「
風
」
が
「
吹
き
頻
く
」
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る（
３
）。

「
吹
き
頻
く
」
で
あ
れ
ば
、
語
法
上
も
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
に
新
た
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。「
風
が
吹
き
し

き
る
」
の
で
あ
れ
ば
、「
草
の
葉
の
上
に
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ
て
い
る
白

露
」
が
「
は
ら
は
ら
と
散
り
乱
れ
る
」
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

何
故
な
ら
、「
草
の
葉
の
上
に
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ
て
い
る
白
露
」
は

「
風
」
の
一
吹
き
で
、
散
ら
さ
れ
て
し
ま
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
「
露
」
を
、
殆
ど
の
注
釈
書
は
「
草
の
葉
の
上
に
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ

て
い
る
白
露
」、「
置
い
た
だ
け
で
」
と
、
草
の
上
に
置
い
た
「
露
」
と
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解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
度
「
散
」
ら
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

「
風
が
吹
き
し
き
る
」
と
言
う
こ
の
歌
の
「
白
露
」
を
、
そ
う
し
た

「
露
」
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

二
、「
白
露
」

こ
の
歌
の
「
白
露
」
に
つ
い
て
、
現
在
の
注
釈
の
多
く
は
、
葉
の
上

に
置
い
た
、
結
露
と
解
し
て
い
る
。

草
葉
に
置
い
た
白
露
が
、
秋
風
に
吹
き
散
る
美
し
い
光
景
を
、
白

玉
が
散
り
乱
れ
る
さ
ま
に
見
立
て
た
歌
で
あ
る
。

�

（
有
吉
保
『
講
談
社
学
術
文
庫�

百
人
一
首
全
訳
註
』）

色
と
り
ど
り
の
草
花
に
白
露
が
い
っ
ぱ
い
に
置
い
て
い
て
、
秋
風

が
吹
き
く
る
ご
と
に
、
そ
の
白
露
が
散
り
乱
れ
て
き
ら
め
く
。

�

（
窪
田
章
一
郎
、
杉
谷
寿
郎
、
藤
平
春
男
編
『
鑑
賞
日
本
古
典
文

学�

古
今
和
歌
集
・
後
撰
和
歌
集
・
拾
遺
和
歌
集
』、『
後
撰
集
』

担
当
：
杉
谷
寿
郎
）

「
秋
風
が
吹
き
く
る
ご
と
に
、
そ
の
白
露
が
散
り
乱
れ
て
き
ら
め
く
」。

「
風
」
に
「
散
」
ら
さ
れ
る
「
白
露
」
は
何
度
も
「
散
り
乱
れ
」
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
白
露
」
を
「
草
葉
に
置
い
た
」「
露
」
と
解
し
た
場

合
、
そ
の
よ
う
な
情
景
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
草
葉
に
置
い
た
白
露
」、
す
な
わ
ち
結
露
は
一
度
「
散
」
っ
て
し
ま

え
ば
、
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
次
の
例
に
お
い
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。

す
こ
し
日
た
け
ぬ
れ
ば
、
萩
な
ど
の
い
と
お
も
げ
な
る
に
、
露
の

お
つ
る
に
、
枝
う
ち
う
ご
き
て
、
人
も
手
ふ
れ
ぬ
に
、
ふ
と
上
ざ

ま
へ
あ
が
り
た
る
も
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
…

�

（『
清
少
納
言
枕
草
子
』「
九
月
ば
か
り
、
夜
ひ
と
夜
ふ
り
あ
か
し

つ
る
雨
の
」
の
段
）

御
簾
少
し
上
げ
た
ま
へ
る
に
、
前
近
き
透
垣
の
つ
ら
な
る
荻
の
下

葉
の
、
露
に
い
た
う
乱
れ
て
折
れ
返
り
た
る
、
吹
き
越
す
木
枯
に
、

は
ら
は
ら
と
落
つ
る
露
の
白
玉
、
…�

（『
狭
衣
物
語
』
巻
第
三
）

「
露
」
の
重
さ
に
「
萩
な
ど
」
の
枝
が
撓
ん
で
「
露
」
が
こ
ぼ
れ

「
落
」
ち
る
。
す
る
と
、
枝
は
上
に
返
る
。「
荻
」
も
「
露
」
に
「
乱
れ
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て
折
れ
返
」
り
、「
露
」
は
そ
れ
を
「
吹
き
越
す
木
枯
」
に
「
は
ら
は

ら
と
」「
落
」
ち
る
。
こ
れ
ら
の
葉
の
上
に
「
露
」
は
残
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
に
「
露
」
が
す
ぐ
に
結
ぶ
こ
と
も
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、「
吹
き
し
く
」「
風
」
に
「
露
」
が
「
散
り
乱
れ
」
る
こ
と
も
な

い
は
ず
で
あ
る（
４
）。

こ
の
歌
の
「
白
露
」
を
「
草
葉
に
置
い
た
」「
露
」

な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
吹
き
し
き
る
「
風
」
に
何
度
も
「
散
り
乱
れ
」
る

「
露
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
「
露
」
か
。
そ
れ
は
「
雨
露
」
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
雨
露
」
な
ら
ば
、
雨
が
降
り
続
い
て
い
る
限
り
、
葉
の

上
に
「
露
」
が
溜
ま
る
。

「
雨
露
」
も
「
露
」
と
言
っ
た
こ
と
は
次
の
歌
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

秋
の
う
た
と
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
元
方

雨
ふ
れ
ど
露
も
も
ら
じ
を
笠
取
の
山
は
い
か
で
か
も
み
ぢ
そ
め
け

む�

（『
古
今
集
』
秋
下
・
二
六
一
）

雨
が
降
っ
て
も
「
露
」
が
漏
れ
な
い
と
言
う
。「
雨
ふ
れ
ど
」
と
言
う

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歌
の
「
露
」
は
、
草
の
葉
に
結
ぶ
「
露
」
で

は
な
く
て
、
降
る
雨
の
「
雨
露
」
で
あ
ろ
う（
５
）。『

後
撰
集
』
三
〇
八
番

歌
の
「
白
露
」
も
、「
雨
露
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

絶
え
間
な
く
吹
く
「
風
」
に
「
白
露
」
が
幾
度
も
「
散
」
り
得
る
の

は
、「
白
露
」
が
ま
さ
に
今
降
っ
て
い
る
雨
の
「
露
」
だ
か
ら
で
あ
ろ

う
。
結
露
で
は
、
そ
う
は
な
り
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、『
後
撰
集
』
三

〇
八
番
歌
に
あ
っ
て
は
、「
風
」
が
「
吹
き
し
く
」
上
に
、
雨
が
降
り

続
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

三
、「
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
」

「
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
」。
こ
の
「
白
露
」
が
「
雨
露
」
で
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
れ
に
「
吹
き
し
く
」「
風
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
「
風
」

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
の
詠
む
時
季
が

参
考
と
な
る
。

所
収
の
『
後
撰
集
』
秋
部
の
排
列
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘

が
あ
る
。

秋
部
の
上
中
下
の
三
巻
が
ほ
ぼ
七
、
八
、
九
月
の
三
箇
月
に
相
当

し
、
し
か
も
そ
の
景
物
、
行
事
は
お
お
む
ね
日
次
を
追
っ
て
排
列

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
月
次
・
日
次
排
列
を
意
図
し
構
成
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
『
古
今
集
』
の
「
立
秋
」
に
始

ま
り
「
九
月
尽
」
で
終
る
排
列
法
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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�

（
杉
谷
寿
郎
『
後
撰
和
歌
集
研
究
』）

こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
秋
中
に
排
さ
れ
る
こ
の
歌
は
、
仲
秋
八
月
の

情
景
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
歌
が

「
八
月
な
か
の
十
日
許
に
」（
二
九
四
番
歌
詞
書
）
と
「
八
月
十
五
日

夜
」（
三
二
五
番
歌
詞
書
）
と
の
間
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
よ
り

具
体
的
に
は
、
八
月
十
日
頃
か
ら
八
月
十
五
日
の
間
の
歌
と
位
置
付
け

ら
れ
る（
６
）。

そ
の
頃
の
、「
雨
」
の
「
露
」
に
「
吹
き
し
く
」「
風
」
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
「
野
分
」
の
「
風
」
で
あ
ろ
う
。

「
野
分
」
は
典
型
的
に
は
八
月
の
も
の
で
あ
る
。

稿
者
は
か
つ
て
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
、
野
分
の
段
の
時
季
を
考

察
し
た
。

「
野
分
だ
ち
て
、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
暮
の
ほ
ど
、
…
」
と
始
ま
る

野
分
の
段
。
こ
こ
に
書
か
れ
る
「
膚
寒
し
」
と
い
う
季
感
は
、
曽
禰
好

忠
『
毎
月
集
』
の
、

膚
寒
く
風
は
夜
ご
と
に
な
り
ま
さ
る
我
が
見
し
人
は
訪
れ
も
せ
ず�

�

（
秋
八
月
中
・
二
三
三
）

と
い
う
歌
を
参
考
に
す
れ
ば
、「
八
月
中
」、
す
な
わ
ち
八
月
中
旬
の
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
野
分
だ
ち
て
」
と
言
わ
れ
る
桐
壺
巻
の

「
野
分
」
は
、
八
月
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
野
分
」
の
例
は
、「
八
月
、
野

分
荒
か
り
し
年
、
…
」（
蓬
生
巻
）、「
八
月
は
故
前
坊
の
御
忌
月
な
れ

ば
、
…
野
分
、
例
の
年
よ
り
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
…
」（
野
分
巻
）、

「（
八
月
）
十
四
日
に
亡
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
れ
は
十
五
日
の
暁
な
り
け
り
。

…
風
野
分
だ
ち
て
吹
く
夕
暮
に
、
…
」（
御
法
巻
）
と
、
い
ず
れ
も
八

月
で
あ
る
。「
野
分
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
八
月
の
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
（
拙
稿
「
物
語
の
現
実
感
―
源
氏
物
語
の
世
界
構
築
に
つ
い
て

―
」『
成
城
国
文
学
』
第
三
十
四
号
）。

『
後
撰
集
』
に
お
い
て
、
八
月
中
旬
に
位
置
付
け
ら
れ
る
、
こ
の
三

〇
八
番
歌
に
詠
ま
れ
る
「
吹
き
し
く
」「
風
」
も
、「
野
分
」
の
「
風
」

で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
相
応
し
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
野
分
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
雨
を
伴
う
。「
暴
風　

史
記
云
、

暴
風
雷
雨
。
漢
語
抄
云
、
波
夜
知
、
又
能
和
歧
乃
加
世
」（『
箋
注
倭
名

類
聚
抄
』）。
降
り
続
け
る
「
雨
」
の
「
露
」
と
、
そ
れ
を
「
吹
き
」

「
散
」
ら
す
激
し
い
「
風
」。
こ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
得
る
も
の
は
「
野

分
」
を
お
い
て
他
に
無
い
。

こ
の
歌
が
八
月
「
野
分
」
の
情
景
を
詠
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
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の
歌
の
影
響
下
に
成
っ
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
名
も
「
野
分
」
と
言
う
、

『
源
氏
物
語
』
野
分
巻
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

…
八
月
は
故
前
坊
の
御
忌
月
な
れ
ば
、
心
も
と
な
く
お
ぼ
し
つ
つ

明
け
暮
る
る
に
、
…
野
分
、
例
の
年
よ
り
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、

空
の
色
変
り
て
吹
き
出
づ
。
花
ど
も
の
し
を
る
る
を
、
い
と
さ
し

も
思
ひ
し
ま
ぬ
人
だ
に
、
あ
な
わ
り
な
と
思
ひ
騒
が
る
る
を
、
ま

し
て
、
草
む
ら
の
露
の
玉
の
緒
乱
る
る
ま
ま
に
、
御
心
ま
ど
ひ
も

し
ぬ
べ
く
お
ぼ
し
た
り
。
…

　

南
の
御
殿
に
も
、
前
栽
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
け
る
を
り
に
し
も
、

か
く
吹
き
出
で
て
、
も
と
あ
ら
の
小
萩
、
は
し
た
な
く
待
ち
え
た

る
風
の
け
し
き
な
り
。
折
れ
返
り
、
露
も
と
ま
る
ま
じ
く
吹
き
散

ら
す
を
、
す
こ
し
端
近
く
て
見
た
ま
ふ
。

夕
霧
が
野
分
の
見
舞
い
に
、
紫
の
上
の
住
む
六
条
院
、
南
の
御
殿
を
訪

ね
る
条
。
時
季
は
『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
と
同
じ
八
月
。「
草
む
ら

の
露
の
玉
の
緒
乱
る
る
ま
ま
に
」
の
引
歌
と
し
て
、『
岷
江
入
楚
』
は

こ
の
『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
を
挙
げ
て
い
る
。「
野
分
」
の
「
風
」

が
「
草
む
ら
の
露
の
玉
の
緒
乱
る
る
ま
ま
に
」
散
ら
し
、「
も
と
あ
ら

の
小
萩
」
の
枝
を
「
折
」
っ
て
「
露
も
と
ま
る
ま
じ
く
吹
き
散
ら
す
」。

こ
れ
は
ま
さ
に
三
〇
八
番
歌
の
情
景
に
通
う
。

野
分
巻
の
右
の
条
の
後
に
は
、「
暁
が
た
に
風
す
こ
し
し
め
り
て
、

村
雨
の
や
う
に
降
り
出
づ
」
と
、
雨
の
降
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
溯
っ
て
三
〇
八
番
歌
の
「
露
」
と
「
風
」、
そ
れ
ら
も

「
野
分
」
の
「
雨
露
」
と
「
風
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う（
７
）。

「
野
分
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
激
し
い
「
雨
」
と
「
風
」。
降
り

し
き
る
「
雨
」
が
葉
に
降
り
置
い
て
「
露
」
と
な
る
。
雨
露
が
置
く
や

否
や
、
そ
れ
を
「
風
」
が
吹
き
散
ら
す
。「
風
」
に
さ
ら
わ
れ
た

「
露
」
が
野
に
飛
び
「
散
」
る
光
景
は
ま
さ
に
「
玉
」
の
「
散
」
る
よ

う
で
あ
ろ
う
。
三
〇
八
番
歌
の
描
く
情
景
は
、
こ
の
よ
う
な
情
景
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か（
８
）。

『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
の
情
景
、
そ
れ
は
「
野
分
」
の
激
し
い

「
風
」
と
「
雨
」
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
情
景
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

四
、「
玉
」

「
野
分
」
の
風
雨
が
生
み
出
す
情
景
を
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
は

「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る
」
と
詠
ん
で
い
た
。
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「
野
分
」
の
「
風
」
に
「
散
」
ら
さ
れ
る
「
雨
露
」
が
こ
こ
で
は
、

「
玉
」
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
「
玉
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

「
玉
」
は
白
玉
の
こ
と
で
、
古
代
は
多
く
真
珠
を
言
っ
た
よ
う
で

あ
る
。�

（
島
津
忠
夫
訳
注
『
角
川
日
本
古
典
文
庫�

百
人
一
首
』）

玉
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
こ
の
時
代
真
珠
で
す
ね
。

�

（
井
上
宗
雄
『
古
典
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス�

百
人
一
首
』）

〔
貫
き
と
め
ぬ
玉
〕
は
、
糸
で
貫
い
て
つ
な
い
で
い
な
い
宝
石
や

真
珠
の
玉
。

（
新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
『
新
撰
万
葉
集
注
釈
』
巻
上
（
二
）、
担

当
：
朱
秋
而
・
山
本
登
朗
）

諸
書
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
「
玉
」
は
「
真
珠
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
と
同
様
、
水
滴
が
飛
び
散
る
情
景
を
「
白

玉
」
が
「
散
」
る
の
に
擬
え
て
詠
ん
だ
歌
が
『
伊
勢
物
語
』
に
見
え
る（
９
）。

ぬ
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば

き
に�

（
八
十
七
段
）

八
十
七
段
、「
蘆
屋
の
里
」
布
引
の
滝
遊
覧
の
業
平
一
行
。「
さ
る
滝
の

上
に
、
わ
ら
う
だ
の
大
き
さ
し
て
、
さ
し
い
で
た
る
石
あ
り
。
そ
の
石

の
う
へ
に
走
り
か
か
る
水
は
、
小
柑
子
、
栗
の
大
き
さ
に
て
こ
ぼ
れ
落

つ
」
る
の
を
見
て
、「
あ
る
じ
」
業
平
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
滝
の
飛
沫
が
「
白
玉
」
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。

『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、「
ぬ
き
乱
る
」
と

「
貫
き
と
め
ぬ
」、「
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
」
と
「
玉
ぞ
散
り
け

る
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
類
似
す
る
。
特
に
「
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
」

は
、「
吹
き
し
く
」「
風
」
に
絶
え
間
な
く
「
雨
露
」
が
「
散
」
る
情
景

に
通
じ
る
。
あ
る
い
は
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
は
こ
の
歌
に
影
響

を
受
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い）
（1
（

。

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
肖
柏
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
は
言
う
。

心
は
、
此
滝
の
し
ら
玉
を
み
だ
す
や
う
に
こ
ぼ
れ
お
つ
る
を
み
て
、

ぬ
き
み
だ
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
、
と
云
也
。
た
と
へ
ば
、
水
精）

（（
（

な

ど
の
糸
に
ぬ
き
た
る
を
、
糸
を
ぬ
き
て
み
だ
し
た
る
や
う
な
れ

ば
、
か
く
云
り
。
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「
白
玉
」
と
は
、「
水
精
（
晶
）」
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
飛
瀑
の
激
し

さ
を
「
水
精
な
ど
の
糸
に
ぬ
き
た
る
を
、
糸
を
ぬ
き
て
み
だ
し
た
る
や

う
」
と
す
る）
（1
（

。

「
白
玉
」
は
「
水
晶
」
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

X
iratam

a.�

シ
ラ
タ
マ
（
白
玉
）
…
ま
た
，
白
い
宝
石
，
ま
た
は
，

水
晶
．

�

（
土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』）

と
す
る
な
ら
ば
、
趣
を
同
じ
く
す
る
『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
の

「
玉
」
も
「
水
晶
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

天
理
図
書
館
蔵
『
百
人
一
首
聞
書
』
に
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

心
は
、
白
露
を
風
の
頻
に
吹
は
、
水
晶
の
玉
の
緒
を
切
て
散
ら
す

が
ご
と
く
也
と
云
心
也
。

他
に
も
『
百
人
一
首
』
の
古
注
に
は
、『
聞
書
』
の
よ
う
に
、
三
〇
八

番
歌
の
「
玉
」
を
「
水
晶
な
ど
の
珠
」、「
水
晶
の
玉
」
と
解
す
る
も
の

が
あ
る
。

又
、
枝
に
結
ぶ
白
露
は
、
水
晶
な
ど
の
珠
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
や
う

に
見
え
し
も
、
…�

（
頓
阿
『
百
人
一
首
諺
解
』）

…
草
木
の
露
は
ら
は
ら
と
散
乱
た
る
は
、
糸
に
て
貫
た
る
水
晶
の

玉
を
ぬ
き
乱
し
た
る
や
う
な
る
と
也
。�

（『
百
人
一
首
切
臨
抄
』）

三
〇
八
番
歌
の
「
玉
」
も
「
水
晶
」
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い

か
。と

言
う
の
も
、「
水
精
な
ど
の
糸
に
ぬ
き
た
る
」
や
「
水
晶
な
ど
の

珠
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
」、「
糸
に
て
貫
た
る
水
晶
の
玉
」
に
は
、
具
体
的

な
実
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

中
井
履
軒
『
百
首
贅
言
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

露
ヲ
玉
ニ
タ
ト
ヘ
タ
ル
歌
多
シ
。
皆
水
晶
ノ
念
珠
ナ
ル
ヲ
、
明
カ

ニ
言
タ
ル
註
解
ハ
古
ヨ
リ
ナ
キ
ハ
何
故
ゾ
ヤ
。
玉
ハ
円
ナ
ラ
ヌ
モ

ア
リ
。
赤
キ
モ
青
キ
モ
又
緒
ヲ
ヌ
カ
ヌ
モ
ア
レ
バ
、
外
ノ
玉
ハ
喩

ニ
力
ナ
シ
。
又
念
珠
ハ
白
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
数
多
シ
。
露
ノ
喩
切
ナ

リ
。
外
ノ
玉
ハ
然
ラ
ズ
。
故
ニ
露
ニ
喩
ル
ハ
水
晶
ニ
限
ル
ベ
シ
。

「
水
晶
ノ
念
珠
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
水
晶
」
で
成
る
数
珠
で
あ
る
。
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「
水
精
な
ど
の
糸
に
ぬ
き
た
る
」、「
水
晶
な
ど
の
珠
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
」、

「
糸
に
て
貫
た
る
水
晶
の
玉
」
と
は
、
具
体
的
に
は
「
水
晶
の
数
珠
」

を
想
起
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）
（1
（

。

「
水
晶
の
数
珠
」
は
、『
清
少
納
言
枕
草
子
』
や
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
も
見
え
て
い
る
。

あ
て
な
る
も
の　

う
す
色
に
し
ら
か
さ
ね
の
汗
衫
。
か
り
の
こ
。

削
り
氷
に
あ
ま
づ
ら
い
れ
て
、
あ
た
ら
し
き
金
椀
に
い
れ
た
る
。

水
晶
の
数
珠
。
…�

（「
あ
て
な
る
も
の
」
の
段
）

五
七
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
水
晶
の
数
珠
、
女
郎
花
の
打
枝
に
つ

け
て
、
諷
誦
に
と
て
賜
ふ
。�

（
巻
一
）

東
寺
や
東
京
国
立
博
物
館
に
は
、
平
安
時
代
の
「
水
晶
の
数
珠
」
の
実

例
も
伝
存
し
て
い
る）
（1
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、「
真
珠
の
数
珠
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

「
国
内
に
現
存
す
る
古
代
（
奈
良
・
平
安
時
代
）
の
伝
世
数
珠
に
対

し
、
考
古
学
的
手
法
を
用
い
て
検
討
」
し
た
秋
山
浩
三
氏
に
興
味
深
い

報
告
が
あ
る
。

奈
良
・
平
安
時
代
総
体
で
は
、
伝
世
数
珠
（
秋
山
注
略
）
に
は
、

コ
ハ
ク
、
水
晶
、
植
物
質
、
ガ
ラ
ス
の
順
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

出
土
珠
玉
（
秋
山
注
略
）
に
お
い
て
は
ガ
ラ
ス
が
突
出
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
世
数
珠
で
は
ガ
ラ
ス
は
あ
ま
り
多
く
は
な

く
、
ま
た
、
滑
石
は
数
珠
に
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

点
か
ら
、
当
時
、
一
般
的
に
多
用
（
生
産
・
消
費
）
さ
れ
て
い
た

珠
玉
を
使
っ
て
、
珠
玉
が
製
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
数
珠
用
に

材
種
が
選
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
数

珠
に
は
コ
ハ
ク
お
よ
び
水
晶
が
意
図
的
に
選
ば
れ
て
い
た
蓋
然
性

が
高
い
。

（「
古
代
伝
世
数
珠
考
」
森
郁
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会

『
瓦
衣
千
年
―
森
郁
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
―
』）

古
代
、「
数
珠
に
は
コ
ハ
ク
お
よ
び
水
晶
が
意
図
的
に
選
ば
れ
て
い
た

蓋
然
性
が
高
い
」
と
言
う
。
恐
ら
く
、
真
珠
の
数
珠
と
い
う
も
の
は
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
論
文
所
載
の
「
伝
世
数
珠
の

珠
材
種
」（
平
安
）、「
近
畿
出
土
の
玉
類
（
有
孔
珠
玉
）
の
材
種
」（
平

安
）
を
示
し
た
表
に
お
い
て
も
、「
動
物
質
（
真
珠
・
サ
ン
ゴ
）」
の
珠

数
は
０
と
な
っ
て
い
る）
（1
（

。

『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
」、『
伊
勢
物
語
』
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八
十
七
段
「
ぬ
き
乱
る
…
白
玉
」
に
お
い
て
想
起
す
べ
き
は
、「
水
晶

の
数
珠
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
（1
（

。

次
の
二
首
な
ど
も
、「
水
晶
の
数
珠
」
を
念
頭
に
詠
ま
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

是
貞
の
み
こ
の
家
の
歌
合
に
よ
め
る）
（1
（
　
　
　
　

文
屋
朝
康

秋
の
野
に
置
く
白
露
は
玉
な
れ
や
つ
ら
ぬ
き
か
く
る
蜘
蛛
の
糸
す

ぢ�
（『
古
今
集
』
秋
上
・
二
二
五
）

　

延
喜
御
時
、
歌
め
し
け
れ
ば　
　
　
　
　
　
　
　

紀
貫
之　

秋
の
野
の
草
は
糸
と
も
見
え
な
く
に
置
く
白
露
を
玉
と
ぬ
く
ら
む

�

（『
後
撰
集
』
秋
中
・
三
〇
七
）

「
白
露
」
を
「
玉
」
に
見
立
て
、「
草
」
や
「
蜘
蛛
の
糸
」
が
そ
れ
を

「
つ
ら
ぬ
」
く
、
あ
る
い
は
「
ぬ
く
」
の
を
詠
む
。
こ
れ
ら
の
発
想
の

も
と
と
な
っ
た
の
も
、
水
晶
の
数
珠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
（1
（

。

特
に
『
古
今
集
』
二
二
五
番
歌
は
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
と
同

じ
文
屋
朝
康
の
も
の
で
あ
る）
（1
（

。
こ
れ
ら
は
同
じ
発
想
で
詠
ま
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か）
11
（

。

但
し
、『
古
今
集
』
二
二
五
番
歌
は
、「
蜘
蛛
の
糸
す
ぢ
」
を
「
玉
」

を
「
つ
ら
ぬ
」
く
糸
に
見
立
て
て
、
静
的
な
情
景
を
詠
む
に
止
ま
り
、

特
に
動
き
を
詠
ま
な
い
。

一
方
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け

る
」
と
は
、「
水
晶
の
数
珠
」
の
緒
が
切
れ
て）
1（
（

、
小
さ
な
「
水
晶
」
の

「
玉
」
が
飛
び
散
る
よ
う
に
、「
野
分
」
の
激
し
い
「
風
」
に
「
雨
露
」

が
「
散
」
る
情
景
を
描
き
出
す
。
そ
の
よ
う
な
激
し
い
動
き
の
あ
る
情

景
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、
こ
の
歌
は
、『
古
今
集
』
二
二
五
番
と
は

一
線
を
画
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る）
11
（

。

五
、「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る
」

結
句
、「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り
け
る
」。「
水
晶
の
数
珠
」
の

玉
が
散
る
よ
う
に
雨
露
が
散
る
情
景
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。

前
述
の
『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
業
平
の
歌
を
念
頭
に
詠
ま
れ
た
歌

が
、『
栄
花
物
語
』
布
引
の
滝
巻
に
あ
る
。

�

中
将
公
実　
　

世
と
と
も
に
こ
や
山
姫
の
晒
す
な
る
白
玉
割
れ
ぬ
布
引
の
滝
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承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
秋
、
藤
原
師
実
一
行
は
布
引
の
滝
見
物
に
訪

れ
た
。
一
行
が
目
に
し
た
滝
は
、「
業
平
が
い
ひ
続
け
た
る
様
に
ぞ
あ

り
け
む
か
し
」、
ま
さ
に
『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
に
書
か
れ
る
様
で

あ
っ
た
、
と
言
う
。

八
十
七
段
の
「
白
玉
」
が
「
水
晶
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
歌
の
「
白
玉
」
も
「
水
晶
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う）
11
（

。
そ
れ
を
こ
の

歌
は
「
割
れ
ぬ
」
と
詠
ん
で
、
滝
の
飛
沫
を
「
水
晶
」
の
「
割
れ
」
て

飛
び
散
る
様
に
譬
え
て
い
る
。

「
水
晶
」
が
「
割
れ
」
る
よ
う
に
「
水
の
散
」
る
情
景
は
、『
清
少
納

言
枕
草
子
』
に
も
書
か
れ
て
い
た
。

月
の
い
と
あ
か
き
に
、
川
を
わ
た
れ
ば
、
牛
の
あ
ゆ
む
ま
ま
に
、

水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
、
水
の
ち
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け

れ
。�

（「
月
の
い
と
あ
か
き
に
」
の
段
）

川
を
渡
る
牛
の
歩
み
に
飛
び
散
る
水
の
雫
を
「
水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る

や
う
」
と
記
し
て
い
る
。
牛
が
歩
く
た
び
に
「
水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る

や
う
に
」
川
の
水
は
散
る
。「
月
の
い
と
あ
か
き
」
夜
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
飛
び
散
る
水
は
月
の
光
を
受
け
て
輝
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
水
し
ぶ
き
が
燦
然
と
煌
め
き
な
が
ら
散
る
様
が
想
像
さ
れ
る
。

「
白
玉
割
れ
ぬ
」、
あ
る
い
は
「
牛
の
あ
ゆ
む
ま
ま
に
、
水
晶
な
ど
の

わ
れ
た
る
や
う
」
に
と
言
う
、
水
滴
が
飛
び
散
る
情
景
は
、『
後
撰

集
』
三
〇
八
番
歌
の
「
風
」
に
「
吹
」
か
れ
た
「
白
露
」
が
、「
つ
ら

ぬ
き
と
め
ぬ
玉
」
の
よ
う
に
「
散
」
る
情
景
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

『
清
少
納
言
枕
草
子
』
に
似
た
情
景
は
、『
更
級
日
記
』
に
も
書
か
れ

て
い
た
。

十
月
ば
か
り
に
詣
づ
る
に
、
道
の
ほ
ど
山
の
け
し
き
、
こ
の
こ
ろ

は
、
い
み
じ
う
ぞ
ま
さ
る
も
の
な
り
け
る
。
山
の
端
、
錦
を
ひ
ろ

げ
た
る
や
う
な
り
。
た
ぎ
り
て
流
れ
ゆ
く
水
、
水
晶
を
散
ら
す
や

う
に
わ
き
か
へ
る
な
ど
、
い
づ
れ
に
も
す
ぐ
れ
た
り
。

「
た
ぎ
り
て
流
れ
ゆ
く
水
」、
す
な
わ
ち
湧
き
立
つ
よ
う
に
流
れ
て
ゆ
く

水
が
「
水
晶
を
散
ら
す
や
う
」
だ
と
言
う
。
湧
き
立
っ
て
は
流
れ
て
ゆ

く
水
の
飛
沫
が
「
水
晶
」
の
粒
を
「
散
」
ら
す
よ
う
に
見
え
た
の
だ
ろ

う
。「

白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
」（『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
）、「
水
晶
な

ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
、
水
の
ち
り
た
る
」（『
清
少
納
言
枕
草
子
』

「
月
の
い
と
あ
か
き
に
」
の
段
）、「
た
ぎ
り
て
流
れ
ゆ
く
水
、
水
晶
を

散
ら
す
や
う
に
わ
き
か
へ
る
」（『
更
級
日
記
』）。「
水
晶
」
の
「
散
」
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る
様
が
い
か
に
印
象
的
で
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る
。「
白
玉
割
れ
ぬ
」

（『
栄
花
物
語
』
布
引
の
滝
巻
）
の
「
白
玉
」
も
「
水
晶
」
の
玉
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

「
水
晶
」
は
『
本
草
綱
目
』
に
「
色
澈
如
レ
泉
清
明
而
瑩
。
置
二
水

中
一
無
レ
取
不
レ
見
レ
珠
者
佳
」（
金
石
部
・
玉
類
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

水
の
よ
う
に
透
き
通
っ
て
い
る
。

こ
の
阿
字
を
あ
き
ら
か
に
観
ず
る
と
き
に
は
、
六
根
の
も
ろ
も
ろ

の
垢
、
み
な
す
べ
て
清
浄
に
な
り
ぬ
。
六
根
純
浄
に
し
て
無
垢
な

る
が
ゆ
へ
に
、
心
性
も
ま
た
、
垢
な
し
。
な
を
し
水
精
と
浄
月
と

の
ご
と
し
。�

（
藤
田
美
術
館
蔵
『
阿
字
義
』）

そ
の
透
明
さ
か
ら
、「
清
浄
」、「
無
垢
」
の
譬
え
と
な
る
「
水
晶
」。
透

明
で
光
り
輝
く
も
の
、
そ
れ
が
「
水
晶
」
の
美
し
さ
な
の
で
あ
る
。
こ

の
点
が
「
真
珠
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
故
ニ
露
ニ
喩
ル
ハ
水
晶
ニ

限
ル
ベ
シ
」（『
百
首
贅
言
』）、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
風
」
に
「
散
」
ら
さ
れ
る
「
露
」、
あ
る
い
は
激
し
い
滝
の
飛
沫
、

あ
る
い
は
歩
む
度
に
飛
び
「
散
」
る
川
の
水
の
飛
沫
、
あ
る
い
は
激
し

い
水
の
流
れ
。
こ
れ
ら
の
水
の
雫
が
、
日
の
光
を
反
射
し
て
煌
め
き
な

が
ら
飛
び
「
散
」
る
情
景
は
、
ま
さ
に
「
水
晶
」
の
玉
が
飛
び
散
る
よ

う
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
水
晶
」
が
水
の
よ
う
に
「
透
通
」
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
露
」
な
ど
の
水
の
雫
が
「
水
晶
」
に
譬
え

ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。

『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
以
前
に
も
、「
露
」
を
「
玉
」
に
見
立
て
て

詠
ん
だ
歌
は
存
在
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
葉
の
上
に
置

い
た
「
露
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
動
き
の
無
い
静
か
な
情
景
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
葉
の
上
に
降
り
置
く
「
雨
露
」
を
、
し

か
も
そ
れ
が
、「
野
分
」
の
「
風
」
に
「
水
晶
」
の
「
玉
」
の
ご
と
く

透
明
に
煌
め
き
な
が
ら
「
散
」
る
動
的
な
情
景
を
詠
ん
だ
三
〇
八
番
歌

は
、
そ
れ
ま
で
の
類
型
的
な
表
現
を
脱
し
た
、
画
期
的
で
新
鮮
な
感
覚

の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
白
露
に
風
の
吹
き
し
く
秋
の
野
」
の
情
景
。
そ
れ
は
、
八
月
、「
野

分
」
の
雨
露
が
葉
に
降
り
置
い
た
そ
ば
か
ら
、
あ
た
か
も
「
水
晶
の
数

珠
」
の
「
玉
」
が
散
る
よ
う
に
、「
野
分
」
の
「
風
」
に
散
ら
さ
れ
る

と
い
う
、「
雨
」「
風
」
と
も
に
激
し
い
動
き
の
あ
る
印
象
鮮
や
か
な
情

景
な
の
で
あ
っ
た
。

注
本
文
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。
和
歌
（
物
語
中
の
和
歌
は
除
く
）
―

『
新
編
国
歌
大
観
』、『
百
人
一
首
』
古
注
釈
―
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
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刊
』、『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
更
級
日
記
』
―
『
新
潮
日
本
古
典

集
成
』、『
狭
衣
物
語
』『
と
は
ず
が
た
り
』
―
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』、『
栄
花
物
語
』『
太
平
記
』
―
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
清

少
納
言
枕
草
子
』
―
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
伊
勢
物
語
肖
聞

抄
』
―
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』、『
箋
注
倭
名
類
聚

抄
』
―
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
本
文
篇
』、『
本
草
綱
目
』
―
万
暦
十

八
年
（
一
五
九
〇
）
刊
『
本
草
綱
目
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、『
阿
字
義
』
―
『
続
日
本
絵
巻
大
成
』。
便
宜
、
表

記
を
換
え
た
箇
所
が
あ
る
。

（
１
）
引
用
和
歌
の
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。�

（
２
）
し
た
が
っ
て
、
初
句
を
「
白
露
を
」
に
作
る
本
文
（
小
汀
利
得
氏

蔵
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
家
仁
親
王
自
筆
奥
書
本
）、
第
二
句
「
風
の
吹

き
し
く
」
を
「
風
の
吹
敷
」
と
表
記
す
る
本
文
（
高
松
宮
家
蔵
藤
原
定
家

筆
臨
摸
本
、
日
本
大
学
図
書
館
蔵
冷
泉
為
相
筆
本
、
小
汀
利
得
氏
蔵
本
、

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
家
仁
親
王
自
筆
奥
書
本
〔
小
松
茂
美
『
後
撰
和
歌
集　

校
本
と
研
究
』〕）
に
は
従
え
な
い
。
な
お
、
こ
の
歌
を
収
録
す
る
『
新
撰

万
葉
集
』
も
本
文
を
「
風
之
吹
敷
」
と
す
る
が
、「〔
敷
〕
の
文
字
は
、
本

集
で
は
意
味
に
か
か
わ
り
な
く
、
…
「
し
き
」「
し
く
」「
し
け
」
の
表
記

に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
（
新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
『
新
撰
万

葉
集
注
釈
』
巻
上
（
二
）、
担
当
：
朱
秋
而
・
山
本
登
朗
）。

　

な
お
、
十
巻
本
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
で
は
、
第
四
句
が
「
つ
ら
と

と
の
は
ぬ
」
と
な
っ
て
い
る
（
萩
谷
朴
『
新
訂
増
補�

平
安
朝
歌
合
大

成
』）。
恐
ら
く
こ
れ
は
「
列
整
は
ぬ
」
で
あ
っ
て
、「
露
」
が
つ
ら
な
り

の
乱
れ
た
玉
の
よ
う
に
散
る
、
と
い
う
理
解
か
ら
生
じ
た
本
文
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
後
撰
集
』
の
詞
書
「
延
喜
の
御
時
、
歌
召
し
け
れ
ば
」
に
つ

い
て
、
吉
海
直
人
『
百
人
一
首
の
新
研
究�

定
家
の
再
解
釈
論
』
は
、
延

喜
以
前
に
成
立
し
た
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
に
こ
の
歌
が
す
で
に
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、「
延
喜
の
御
時
」
の
「
歌
召
し
」
で
詠
ま
れ
た
歌
だ
と

す
る
『
後
撰
集
』
の
詞
書
は
誤
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、

徳
原
茂
美
『
古
今
和
歌
集
の
遠
景
』
の
言
う
よ
う
に
、
詞
書
の
「
歌
召

し
」
は
新
詠
の
み
を
奉
ら
せ
た
の
で
は
な
く
、
延
喜
以
前
の
旧
詠
の
献
上

も
許
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

（
３
）「
秋
の
野
に
落
満
た
る
露
の
面
白
き
に
俄
な
る
風
の
荒
く
吹
て
…
」

（『
百
人
一
首
切
臨
抄
』）、「
つ
ら
ぬ
き
と
め
て
見
度
お
も
へ
と
俄
に
風
荒

く
吹
し
く
露
の
玉
な
れ
は
…
」（『
百
人
一
首
師
説
抄
』）
と
、「
風
の
吹
き

し
く
」
を
突
風
と
考
え
て
い
る
解
釈
も
あ
る
が
、「
吹
き
し
く
」
に
そ
の

よ
う
な
語
義
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
４
）
他
に
も
例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
、
雨
夜
の
品
定
め
の
段
に

お
け
る
左
馬
の
頭
の
言
、

「
…
御
心
の
ま
ま
に
、
折
ら
ば
落
ち
ぬ
べ
き
萩
の
露
、
拾
は
ば
消
え

な
む
と
見
ゆ
る
玉
笹
の
上
の
霰
な
ど
の
、
艶
に
あ
え
か
な
る
す
き
ず

き
し
さ
の
み
こ
そ
、
を
か
し
く
お
ぼ
さ
る
ら
め
、
…
」

男
に
靡
き
や
す
い
艶
な
女
を
「
折
ら
ば
落
ち
ぬ
べ
き
萩
の
露
」
に
譬
え
る
。

こ
れ
は
『
古
今
集
』
の
、

折
り
て
見
ば
落
ち
ぞ
し
ぬ
べ
き
秋
萩
の
枝
も
た
わ
わ
に
お
け
る
白
露�

�

（
秋
上
・
二
二
三
）

に
拠
る
と
さ
れ
る
（『
河
海
抄
』）。
い
ず
れ
も
、「
白
露
」
の
「
落
ち
」
た

葉
に
「
露
」
が
す
ぐ
に
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

（
５
）
以
下
の
「
露
」
は
「
雨
」
の
雫
で
は
あ
る
が
、「
雨
」
が
上
が
っ
た

後
に
残
る
、
余
滴
で
あ
る
。

　
　

五
十
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時　
　
　
　
　

寂
蓮
法
師

村
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
槙
の
葉
に
霧
立
ち
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮

�

（『
新
古
今
集
』
秋
下
・
四
九
一
）
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暮
ら
し
明
か
し
て
、
格
子
な
ど
あ
ぐ
る
に
、
見
出
だ
し
た
れ
ば
、
夜
、

雨
の
降
り
け
る
気
色
に
て
、
木
ど
も
露
か
か
り
た
り
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
天
禄
元
年
五
月
十
日
条
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』）

秋
の
雨
い
と
静
か
に
降
り
て
、
御
前
の
前
栽
の
色
々
乱
れ
た
る
露
の

し
げ
さ
に
、
…�

（『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
）

余
滴
も
結
露
同
様
、
一
度
、
葉
か
ら
散
っ
て
落
ち
て
し
ま
え
ば
、
無
く
な

っ
て
し
ま
う
。『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
の
「
白
露
」
を
雨
後
の
余
滴
と

考
え
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
こ
の
歌
の
情
景
に
つ
い
て
、
吉
海
直
人
氏
は
「
こ
の
歌
は
秋
上
巻

で
は
な
く
秋
中
巻
に
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
『
後
撰
集
』
の
解
釈

と
し
て
は
、
草
花
の
咲
き
乱
れ
る
初
秋
の
野
原
で
は
な
く
て
、
既
に
花
は

大
方
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
荒
涼
と
し
た
情
景
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く

る
」
と
言
う
（
前
掲
書
）。
し
か
し
、「
荒
涼
と
し
た
情
景
」
と
は
晩
秋
九

月
、『
後
撰
集
』
で
言
え
ば
、
秋
下
巻
の
情
景
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
仲
秋

八
月
は
、
草
は
青
々
し
く
、
繁
茂
す
る
時
季
で
あ
る
（
拙
稿
「
物
語
の
現

実
感
―
源
氏
物
語
の
世
界
構
築
に
つ
い
て
―
」『
成
城
国
文
学
』
第
三
十

四
号
）。

（
７
）「
一
晩
じ
ゅ
う
吹
き
荒
れ
た
野
分
の
結
果
や
い
か
に
と
、
外
に
出
て

み
た
」（
高
橋
睦
郎
『
百
人
一
首�

恋
す
る
宮
廷
』）、「
野
分
の
朝
で
あ
ろ

う
」（
白
洲
正
子
『
私
の
百
人
一
首
』）、「
風
が
吹
き
し
き
る
と
は
、
野
分

か
、
そ
れ
に
近
い
強
風
で
あ
ろ
う
」（
鈴
木
日
出
男
『
ち
く
ま
文
庫�

百
人

一
首
』）、「
第
二
句
の
「
風
の
吹
き
し
く
」
は
、
頻
り
に
吹
く
風
で
、
荒

く
強
い
野
分
の
風
な
ど
を
思
わ
せ
、
…
」（
窪
田
章
一
郎
『
百
人
一
首
鑑

賞
』）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、「
白
露
」
が
「
雨
露
」
で
あ

る
と
は
明
言
し
な
い
。
但
し
、
白
洲
正
子
『
私
の
百
人
一
首
』
は
「
野
分

の
朝
」
と
し
て
お
り
、「
白
露
」
を
「
野
分
」
の
雨
の
上
が
っ
た
後
の
余

滴
と
考
え
て
い
る
蓋
然
性
が
あ
る
。
し
か
し
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌

の
「
白
露
」
を
雨
後
の
余
滴
と
は
考
え
難
い
こ
と
は
、
注
（
５
）
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。

（
８
）
窪
田
章
一
郎
氏
は
こ
の
歌
の
情
景
に
つ
い
て
、「
秋
の
野
の
露
の
美

し
さ
を
詠
ん
で
い
る
が
、
露
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
と
い
う
よ
う
な
静
か
な
情

景
で
は
な
く
、
強
く
動
的
に
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
の
あ
る
歌
で
あ

る
」
と
言
う
（
前
掲
書
）。
但
し
、
氏
は
「
動
的
」
な
情
景
の
要
因
と
な

る
「
風
」
に
つ
い
て
は
「
荒
く
強
い
野
分
の
風
な
ど
を
思
わ
せ
、
…
」
と

言
う
も
の
の
、「
白
露
」
は
「
草
の
葉
に
置
く
白
露
」
と
し
て
い
る
。

（
９
）『
伊
勢
物
語
』
六
段
に
も
、「
白
玉
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
と
き
露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を

「
芥
川
」
や
「
鬼
一
口
」
の
名
で
知
ら
れ
る
六
段
。
周
知
の
通
り
、「
男
」

と
の
逃
避
の
道
行
、
二
条
の
后
と
目
さ
れ
る
「
女
」
が
「
草
の
う
へ
に
置

き
た
り
け
る
露
を
、「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
な
む
男
に
問
」
う
た
こ
と
を
受

け
て
、「
男
」
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
白
玉
」
に
つ
い
て
、「「
白

玉
」
は
真
珠
」（
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』）、「
真
珠
か
し
ら
何
で

す
か
と
あ
の
人
が
た
ず
ね
た
と
き
、
…
」（
阿
部
俊
子
『
講
談
社
学
術
文

庫�

伊
勢
物
語
全
訳
注
（
上
）』）、「「
真
珠
？　

あ
れ
は
、
な
あ
に
」
と
あ

な
た
が
尋
ね
た
時
、
…
」（
俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』）
な
ど
と
す
る

も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
な
い
。

（
10
）『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
、「
康
秀
男
。
寛
平
四
年
正
月
廿
三
日
任

駿
河
掾
。
延
喜
三
年
二
月
廿
三
日
任
大
舎
人
大
允
」（『
群
書
類
従
』）
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
康
は
、「
寛
平
」、「
延
喜
」
の
頃
の
人
と
思
わ
れ
る
。

さ
す
れ
ば
、「
散
」
る
水
滴
と
い
う
似
た
情
景
を
詠
む
『
伊
勢
物
語
』
八

十
七
段
の
業
平
の
歌
に
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
が
影
響
を
受
け
た
蓋

然
性
は
大
き
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
散
」
る
水
滴
に
着
眼
し
て
、
そ

れ
を
「
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
」
と
詠
ん
だ
業
平
の
創
意
に
は
称
賛
す

べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
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（
11
）
古
代
、「
水
晶
」
は
普
通
「
水
精
」
に
作
る
。「
水
晶
」
は
比
較
的

新
し
い
用
字
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
野
政
治

『
日
本
鉱
物
文
化
語
彙
考
』
に
詳
し
い
。

（
12
）「
滝
の
し
ぶ
き
を
真
珠
の
輝
き
と
見
立
て
て
、
自
分
の
袖
が
狭
い
の

で
そ
れ
を
受
け
と
め
き
れ
な
い
と
し
た
歌
で
あ
る
」（
鈴
木
日
出
男
『
伊

勢
物
語
評
解
』）
と
い
う
理
解
も
あ
る
が
、
水
滴
が
光
を
反
射
し
つ
つ
飛

び
散
る
様
は
、「
真
珠
」
よ
り
「
水
晶
」
の
方
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
。

（
13
）
都
良
香
「
富
士
山
記
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
二
）
に
も
、

承
和
年
中
、
従
二
山
峰
一
落
来
珠
玉
、
玉
有
二
小
孔
一
。
蓋
是
仙
簾
之

貫
珠
也
。�

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
玉
」
は
、「
仙
簾
之
貫
珠
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
東
寺
蔵
の
数
珠
は
「
平
安
時
代
（
十
二
世
紀
）」
の
も
の
で
、「
寺

伝
で
は
空
海
所
用
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」（
京
都
国
立
博
物
館
他
編
『
創

建
一
二
〇
〇
年
記
念
「
東
寺
国
宝
展
」
図
録
』、
図
１
）。
一
方
、
東
京
国

立
博
物
館
蔵
の
数
珠
は
、
平
安
時
代
後
期
の
も
の
で
、「
水
晶
と
菩
提
樹
、

ガ
ラ
ス
か
ら
で
き
て
い
る
」（『
和
樂
』
二
〇
〇
二
年
十
月
号
、
図
２
）。

ま
た
、
正
倉
院
に
は
、
平
安
時
代
以
前
の
「
水
精
誦
数
」
も
現
存
し
て
お

り
、
南
倉
に
五
点
納
め
ら
れ
て
い
る
（
宮
内
庁
蔵
版�
正
倉
院
事
務
所
編

『
正
倉
院
宝
物
７�

南
倉
Ⅰ
』）。

　

川
端
康
成
も
、「
京
都
の
古
美
術
商
」
に
「
直
径
が
一
セ
ン
チ
ほ
ど
の

大
き
さ
」
の
玉
で
成
る
鎌
倉
時
代
の
「
水
晶
の
数
珠
」
を
、
ま
た
別
の
古

美
術
商
に
は
「
そ
ろ
ば
ん
玉
の
よ
う
に
平
べ
っ
た
く
、
そ
れ
も
中
国
の
そ

ろ
ば
ん
玉
の
よ
う
に
角
が
円
い
」
玉
で
成
る
平
安
時
代
の
「
水
晶
の
数

珠
」
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
、
随
筆
「
水
晶
の
数
珠
な
ど
」『
川
端

康
成
全
集
』
第
十
五
巻
）
に
書
い
て
い
る
。

図１：東寺所蔵
　　   「水晶の数珠」

図２： 東京国立博物館所蔵
「水晶の数珠」

（
15
）
一
方
、「
真
珠
」
は
、『
法
華
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、

「
七
宝
」（「
七
珍
」
と
も
）
の
ひ
と
つ
さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
天
平
時

代
の
宝
物
に
用
い
ら
れ
て
い
た
例
が
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
真
珠
が
、
天
皇

の
冠
や
仏
像
の
冠
、
鎮
壇
具
や
正
倉
院
宝
物
を
飾
る
な
ど
の
点
か
ら
、
貴

重
な
宝
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
」（
森
豊
『
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
の
真
珠
』）。
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
伊
勢
神
宮
の
「
皇
大
神
宮
御

料
」
に
も
、「
真
珠
」
が
確
認
で
き
る
（
奈
良
国
立
博
物
館
編
『「
特
別
展　

古
神
宝
―
神
々
に
さ
さ
げ
た
工
芸
の
美
―
」
解
説
目
録
』、
図
３
）。「
真
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珠
」
は
神
宝
で
も
あ
っ
た
。
但
し
、「
日
本
の
古
代
人
が
真
珠
を
貴
重
な

も
の
と
し
て
歌
に
よ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
後
平
安
、
鎌
倉
か
ら
江

戸
時
代
の
人
々
の
装
身
具
に
、
真
珠
を
は
じ
め
宝
石
が
一
般
に
用
い
ら
れ

た
話
は
き
い
た
こ
と
が
な
い
。
真
珠
の
宝
石
と
し
て
の
価
値
が
再
認
識
さ

れ
た
の
も
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ
る
」（
小
栗
宏
『
東
洋
の
宝
石�

真�

珠
』）。
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
記
録
に
も
、「
わ
れ
わ
れ
の
間
で
は
真ぺ

ル
ラ珠

と
小ア

ル
ジ
ョ
フ
レ

粒
の
真
珠
と
は
装
身
の
た
め
に
つ
か
う
。
日
本
で
は
薬
を
作
る
た
め

に
搗
き
砕
く
よ
り
外
に
は
使
わ
れ
な
い
」（
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
／
岡
田

章
雄
訳
注
『
岩
波
文
庫�
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』）
と
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
岡
田
章
雄
氏
は
、「
当
時
わ
が
国
で
は
ふ
つ
う
真
珠
を
砕

い
て
薬
用
に
用
い
た
。
そ
の
効
能
は
、『
倭
漢
三
才
図
会
』（
巻
第
四
十
七

介
貝
部
）
真
珠
の
項
に
よ
れ
ば
、
厥
陰
肝
経
に
入
る
。
故
に
よ
く
魂
を
安

ん
じ
、
魄
を
定
め
、
目
を
明
ら
か
に
し
、
聾
を
治
す
、
と
い
う
。
精
神
安

定
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。

図３：伊勢神宮所蔵
　　　「皇大神宮御料」の「真珠」

（
16
）
日
本
に
は
「
真
珠
の
数
珠
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

賈
島
の
詩
「
贈
円
上
人
」（『
全
唐
詩
』）
に
、「
百
八
真
珠
」
と
い
う
語
が

見
え
る
。

　
　
　

贈
二
円
上
人
一　
　
　
　

誦
経
千
紙
得
レ
為
レ
僧　
　

塵
尾
持
行
不
レ
払
レ
蝿

古
塔
月
高
聞
二
呪
水
一　
　

新
壇
日
午
見
二
焼
燈
一

一
双
童
子
澆
二
紅
薬
一　
　

百
八
真
珠
貫
二
綵
縄
一

且
説
近
来
心
裏
事　
　
　

仇
讎
相
対
似
二
親
朋
一

「
百
八
真
珠
」
と
は
、
数
珠
の
珠
数
が
「
百
八
煩
悩
を
除
く
意
か
ら
百
八

個
」（
石
田
瑞
麿
『
文例

仏
教
語
大
辞
典
』）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
真

珠
の
数
珠
」
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
典
で
は
、
宝
思
惟
釈
『
校
量
数
珠
功
徳

経
』
に
「
若
用
真
珠
珊
瑚
等
為
数
珠
者
。
誦
搯
一
遍
得
福
百
倍
」（
Ｓ
Ａ

Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
〇
一
八
年
版
）
と
あ
っ
て
、「
真

珠
珊
瑚
等
為
数
珠
」
の
功
徳
の
大
き
さ
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
限

り
、
他
に
「
真
珠
の
数
珠
」
の
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

因
み
に
、
仁
和
寺
の
宝
蔵
に
は
、
宇
多
法
皇
の
御
物
の
「
人
骨
之
誦

珠
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

是
去
年
本
寺
焼
亡
之
夜
忩
取
出
之
間
、
寛
平
法
皇
御
物
成
二
散
一々

也
。
仍
如
レ
元
被
二
納
置
一
也
。
其
中
誦
珠
甚
多
、
而
人
骨
之
誦
珠
一

連
見
レ
之
。
依
二
何
事
一
有
二
此
誦
珠
一
哉
。
甚
以
不
審
也
。
此
事

逢
レ
僧
可
二
尋
知
一
也
。

（
藤
原
宗
忠
『
中
右
記
』
保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）
四
月
廿
四
日
条
、

『
史
料
大
成
』）

菅
原
文
時
『
仁
和
寺
御
室
御
物
実
録
』
に
も
、「
人
骨
平
咒
珠
壹
連
同
装
束
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納
黒
漆
筥
一
合
有
縫
立
」（『
尊
経
閣
叢
刊
』
複
製
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
詞
書
の
「
是
貞
の
み
こ
の
家
の
歌
合
」
と
目
さ
れ
る
二
十
巻
本

「
仁
和
二
宮
歌
合
」
に
、
こ
の
歌
は
見
え
な
い
。
こ
の
歌
を
含
む
「
古
今

集
及
び
後
撰
集
に
是
貞
親
王
家
歌
合
の
歌
と
し
て
ゐ
る
所
の
十
八
首
及
び

五
首
の
中
で
、
こ
の
本
文
に
見
ゆ
る
も
の
は
僅
か
五
首
及
び
三
首
あ
る
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
歌
は
見
え
て
ゐ
な
い
」（
堀
部
正
二
『
纂輯

類
聚
歌
合
と

そ
の
研
究
』）。「
是
貞
親
王
家
歌
合
と
い
ふ
に
も
数
度
あ
つ
た
の
か
、
或

は
こ
の
和
歌
合
抄
の
よ
つ
た
も
の
が
既
に
残
缺
本
で
あ
つ
た
の
か
」（
堀

部
同
書
）、
問
題
が
残
る
。

（
18
）
良
庵
の
発
句
に
も
、

す
ず
玉
は
み
な
水
晶
や
け
さ
の
露

�

（『
鷹
筑
波
』、『
俳
書
大
系�

貞
門
俳
諧
集�

上
巻
』）

と
あ
る
。

（
19
）
雅
経
本
「
ふ
ん
や
の
や
す
ひ
て
」、
天
理
本
「
ふ
む
や
の
や
す
ひ

て
」。
但
し
、
天
理
本
は
「
や
す
」
の
上
に
「
あ
さ
」
を
挿
入
、「
ひ
て
」

を
見
せ
消
ち
（
久
曽
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』）。
だ
が
、
作
者
を
朝

康
と
す
る
本
文
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
従
う
。

（
20
）
金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評
釈�

昭
和
新
版
』
も
、
こ
の
歌
の
大
意

を
「
こ
の
秋
の
野
に
置
く
白
露
は
、
恰
も
玉
と
見
え
る
、
あ
ゝ
い
か
に
も

玉
で
あ
る
か
し
て
、
ま
こ
と
の
数
珠
の
や
う
に
繋
ぎ
か
け
る
事
よ
、
蜘
蛛

の
糸
筋
が
」
と
す
る
。
し
か
し
、「
水
晶
の
数
珠
」
と
は
限
定
し
な
い
。

　

ま
た
、「
露
」
を
「
玉
」
に
、「
さ
さ
が
に
」
の
「
糸
」、
す
な
わ
ち

「
蜘
蛛
」
の
「
糸
」
を
「
玉
を
貫
」
く
「
糸
」
に
見
立
て
る
も
の
は
『
古

今
集
』
や
『
清
少
納
言
枕
草
子
』、『
後
拾
遺
集
』
な
ど
に
も
見
え
る
。

　
　

を
み
な
へ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
則

白
露
を
玉
に
ぬ
く
と
や
さ
さ
が
に
の
花
に
も
葉
に
も
糸
を
み
な
へ
し

�

（『
古
今
集
』
物
名
・
四
三
七
）

九
月
ば
か
り
、
夜
ひ
と
夜
ふ
り
あ
か
し
つ
る
雨
の
、
け
さ
は
や
み
て
、

朝
日
い
と
け
ざ
や
か
に
さ
し
い
で
た
る
に
、
前
栽
の
露
は
、
こ
ぼ
る

ば
か
り
ぬ
れ
か
か
り
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。
透
垣
の
羅
紋
、
軒
の

う
へ
な
ど
は
、
か
い
た
る
蜘
蛛
の
巣
の
、
こ
ぼ
れ
の
こ
り
た
る
に
、

雨
の
か
か
り
た
る
が
、
白
き
玉
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
や
う
な
る
こ
そ
、

い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。

�

（「
九
月
ば
か
り
、
夜
ひ
と
夜
ふ
り
あ
か
し
つ
る
雨
の
」
の
段
）

　
　

題
知
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
長
能

さ
さ
が
に
の
巣
が
く
浅
茅
の
末
ご
と
に
乱
れ
て
ぬ
け
る
白
露
の
玉

�

（『
後
拾
遺
集
』
秋
上
・
三
〇
六
）

こ
の
「
白
き
玉
を
貫
き
た
る
や
う
」、「
白
露
を
玉
に
ぬ
く
」、「
ぬ
け
る
白

露
の
玉
」
と
言
う
の
は
、『
古
今
集
』
二
二
五
番
歌
の
よ
う
に
「
水
晶
の

数
珠
」
に
よ
る
発
想
な
の
で
は
な
い
か
。

（
21
）「
数
珠
を
切
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
仏
の
戒
め
を
破
る
、
改
宗
す

る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
（『
日
本
国
語
大
辞
典�

第
二
版
』）。

法
花
「
あ
そ
こ
の
隅
で
も
こ
こ
の
隅
で
も
、
黒
豆
を
数
へ
、
ぐ
ど
ぐ

ど
と
願
お
ふ
よ
り
も
、
そ
な
た
、
其
数
珠
を
切
つ
て
法
華
に
な
ら
せ

ま
せ�

（『
狂
言
記
』「
宗
論
」、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）

此
一
宗
を
す
す
め
ま
は
り
し
に
、
い
づ
れ
の
出
家
も
数
珠
切
ら
ざ
る

は
な
し
。

�

（
井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
女
』
巻
二
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）

（
22
）「
水
晶
の
数
珠
」
が
切
れ
る
と
言
え
ば
、
滝
沢
馬
琴
『
南
総
里
見
八

犬
伝
』
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

（
姫
は
）
護ま

も
り
が
た
な

身
刀
を
引
抜
て
、
腹
へ
ぐ
さ
と
突
立
て
、
真
一
字
に
掻

切
給
へ
ば
、
あ
や
し
む
べ
し
瘡き

ず

口ぐ
ち

よ
り
、
一
朶
の
白
気
閃
き
出
、
襟
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に
掛
さ
せ
給
ひ
た
る
、
彼
水
晶
の
珠ず

数ず

を
つ
つ
み
て
虚な

か

空ぞ
ら

に
升の

ぼ

る
と

見
え
し
。
珠
数
は
忽た

ち

地ま
ち

弗ふ
つ

と
断ち

離ぎ

れ
て
、
そ
の
一
百
は
連
ね
し
ま
ま

に
、
地
上
へ
戞か

ら
りと
落
と
ど
ま
り
、
空
に
遺
れ
る
八
の
珠た

ま

は
、
粲
然
と

し
て
光ひ

か
り明
を
は
な
ち
、
飛
遶め

ぐ

り
入
紊み

だ

れ
て
、
赫か

く

奕や
く

た
る
光あ

り

景さ
ま

は
、
流

る
る
星
に
異
な
ら
ず
。�

（
第
二
輯
巻
之
二
、『
有
朋
堂
文
庫
』）

父
里
見
義
実
の
飼
犬
、
八
房
の
子
を
宿
し
た
と
い
う
疑
念
を
晴
ら
す
べ
く

伏
姫
が
割
腹
す
る
場
面
。
こ
の
「
珠
数
」
は
、
作
中
、「
こ
れ
に
由
て
か

彼
白
玉
に
、
孝
の
字
あ
る
も
、
寔
に
奇
也
」（
第
二
輯
巻
之
五
）
と
言
わ

れ
る
こ
と
か
ら
、「
水
晶
の
数
珠
」
で
あ
ろ
う
。
姫
が
腹
を
切
る
と
、「
瘡

口
よ
り
、
一
朶
の
白
気
閃
き
出
」
て
姫
の
首
の
数
珠
を
包
ん
で
空
に
上
っ

た
。
百
の
「
珠
」
は
地
に
落
ち
て
、
残
り
の
「
仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
」
の

字
が
浮
か
ん
だ
「
八
の
珠
」
は
「
赫
奕
」
と
し
て
宙
を
「
飛
遶
り
入
紊

れ
」
た
。
数
珠
の
素
材
が
煌
め
く
「
水
晶
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
赫
奕
」

と
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
が
何
を
典
拠
と
す
る
の
か
不
明

で
あ
る
が
、『
後
撰
集
』
三
〇
八
番
歌
の
「
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
り

け
る
」
に
通
じ
る
描
写
で
あ
る
。

　

ま
た
、
落
ち
る
「
涙
」
を
「
水
晶
の
数
珠
の
切
れ
た
る
ご
と
く
」
と
描

写
し
た
も
の
が
、
近
松
門
左
衛
門
『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
に
見
え
る
。

夫
婦
目
と
目
を
見
合
せ
て
、
叫
び
あ
げ
咽
び
入
り
．
袖
に
も
膝
に
も

は
ら
は
ら
と
落
つ
る
．
涙
は
水
晶
の
数
珠
の
．
切
れ
た
る
ご
と
く
に

て
．
草
葉
の
．
露
に
あ
ら
そ
へ
り
．�（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）

（
23
）
次
の
歌
は
、『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
の
業
平
の
歌
や
『
栄
花
物

語
』
布
引
の
滝
の
中
将
公
実
の
歌
に
趣
を
同
じ
く
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

延
喜
十
三
年
、
斎
院
御
屏
風
四
帖
が
歌
、
仰
せ
に
よ
り
て　

貫
之

流
く
る
滝
の
糸
こ
そ
弱
か
ら
し
ぬ
け
ど
乱
れ
て
落
つ
る
白
玉

�

（『
拾
遺
集
』
雑
上
・
四
四
八
）

結
句
の
「
白
玉
」
に
つ
い
て
、
小
町
谷
照
彦
校
注
・
訳
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系�

拾
遺
和
歌
集
』
は
「
白
玉　

滝
の
水
玉
を
真
珠
に
見
立
て
た
も

の
」
と
す
る
が
、
こ
れ
も
「
水
晶
の
数
珠
」
を
念
頭
に
詠
ま
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。�

後
記　

本
稿
は
、
成
城
国
文
学
会
二
〇
一
八
年
度
大
会
（
二
〇
一
八
年
十

一
月
十
日
、
於
成
城
大
学
）
に
同
題
で
発
表
し
た
内
容
に
基
づ
く
。

（
な
り
た
・
だ
い
ち　

成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）


