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伏
見
院
の
悲
秋
歌

―
『
玉
葉
集
』
四
六
三
番
歌
と
『
礼
記
』
月
令

―

中

村

健

史

１五
十
番
の
歌
合
に
秋
露
を
詠
ま
せ
給
う
け
る

院
御
製

我
も
悲
し
草
木
も
心
傷
む
ら
し
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ

『
玉
葉
集
』
秋
上
・
四
六
三
番
に
収
め
ら
れ
た
伏
見
院
の
詠
で
あ
る
。

詞
書
に
い
う
「
五
十
番
の
歌
合
」
は
、
乾
元
二
年
閏
四
月
二
十
九
日
（
一

三
〇
三
年
）
に
行
わ
れ
た
「
仙
洞
五
十
番
歌
合
」
を
指
す
。
二
十
一
番
左

歌
。
京
極
為
兼
の
判
詞
に
「
左
、
心
詞
巧
み
に
し
て
、
凡
俗
の
界
を
隔
つ
。

右
歌
さ
ら
に
及
び
が
た
き
由
、
再
三
申
し
侍
り
し
を
、
仰
せ
に
よ
て
持
の

字
を
つ
け
ら
れ
侍
り
に
き
」
と
見
え
、
後
年
「
金
玉
歌
合
」
（
院
と
為
兼

の
撰
歌
合
）
に
撰
入
す
る
な
ど
、
お
よ
そ
三
千
首
に
及
ぶ
御
製
の
な
か
で

も
格
別
の
秀
歌
と
し
て
知
ら
れ
る
。

そ
の
注
釈
は
少
な
く
な
い
が
、
今
、
か
り
に
岩
佐
美
代
子
氏
、
佐
藤
恒

雄
氏
、
井
上
宗
雄
氏
の
訳
文
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

私
も
悲
し
い
。
草
木
も
心
に
悲
傷
の
思
い
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。

秋
風
が
草
木
に
ふ
れ
、
そ
れ
に
感
応
し
て
露
が
秋
天
か
ら
降
り
お
く

頃
は
。

（
岩
佐
美
代
子
氏
『
あ
め
つ
ち
の
心

伏
見
院
御
歌
評
釈
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
九
年
）

私
も
悲
し
い
。
も
の
い
わ
ぬ
草
や
木
も
ま
た
心
を
い
た
め
て
い
る
ら

し
い
。
秋
風
が
あ
り
と
し
あ
る
も
の
に
触
れ
て
、
秋
天
か
ら
露
が
降

り
置
く
こ
ろ
と
も
な
る
と
。

（
佐
藤
恒
雄
氏
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

中
世
和
歌
集

鎌
倉
篇
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）

私
も
悲
し
い
。
草
木
も
悲
し
み
に
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
秋
風
が
草

木
に
触
れ
、
露
が
お
り
る
こ
ろ
は
。

（
井
上
宗
雄
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

中
世
和
歌
集
』
小
学
館
、

二
〇
〇
〇
年
）

も
と
よ
り
細
か
な
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
「
秋
風
が
触
れ
、
露

が
く
だ
る
と
き
、
私
も
、
草
木
も
心
傷
む
の
だ
」
と
い
う
の
が
、
一
首
の

大
意
と
見
て
誤
り
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ほ
ど
込
み
い
っ
た
内
容
を
詠
ん
で
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
お
お
ら
か
な
調
べ
は
い
か
に
も
帝
王
ぶ
り
と
呼
ぶ
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に
ふ
さ
わ
し
い
。

歌
中
に
「
悲
し
」
「
心
傷
む
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、
秋

が
悲
し
み
の
季
節
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
阿
尾
あ
す
か

氏
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選

伏
見
院
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）

に
お
け
る
注
釈
が
く
わ
し
く
解
説
し
て
い
る
（
文
中
の
引
用
は
、
前
者
が

『
楚
辞
』
九
弁
、
後
者
が
曹
丕
「
燕
歌
行
」
）。

「
悲
秋
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
万
物
が
枯
れ
、
冬
の
衰
退
へ
と

向
か
う
秋
は
、
悲
哀
の
情
を
か
き
た
て
る
。
今
か
ら
見
れ
ば
、
当
た

り
前
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
『
万
葉
集
』
で
は
、
草
木
が
紅
葉
し
彩

り
を
見
せ
る
秋
は
、
春
と
甲
乙
つ
け
が
た
い
美
し
い
季
節
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
。
秋
を
悲
し
い
も
の
と
思
う
の
は
、
平
安
時
代
に
漢
詩
か

ら
影
響
を
受
け
た
後
の
発
想
で
あ
っ
た
。

こ
の
歌
も
、
「
悲
秋
」
の
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
べ
て
が
衰

退
へ
と
向
か
う
秋
を
、
自
分
が
悲
し
ん
で
い
る
よ
う
に
、
草
木
も
秋

の
到
来
を
悲
し
ん
で
い
る
せ
い
か
、
秋
風
と
露
に
退
色
し
て
、
や
が

て
枯
れ
落
ち
て
ゆ
く
。
漢
詩
に
も
、
「
悲
シ
キ
哉
、
秋
ノ
気
為
ル
。

な

蕭
瑟
ト
シ
テ
草
木
揺
落
シ
テ
変
衰
ス
」
、
「
秋
風
蕭
瑟
ト
シ
テ
天
気
涼

シ
。
草
木
揺
落
シ
テ
露
ハ
霜
ト
為
ル
。
…
君
ガ
客
遊
ヲ
念
ヒ
テ
思
ヒ

お
も

腸
ヲ
断
ツ
」
な
ど
あ
る
よ
う
に
、
秋
の
到
来
は
、
秋
風
と
露
霜
に
弱

り
、
枯
れ
落
ち
る
草
木
の
様
子
に
よ
っ
て
、
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
歌
で
は
、
作
者
も
、
草
木
も
、
涙
の
よ
う
な
露
を
降
ら

せ
る
天
も
、
皆
が
秋
を
悲
し
ん
で
い
る
と
い
う
。

悲
し
み
の
季
節
と
し
て
秋
を
と
ら
え
る
発
想
は
、
京
極
派
の
歌
人
た
ち
に

も
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
玉
葉
集
』
の
秋
部
を
繙
く
だ

け
で
も
、

風
に
聞
き
雲
に
眺
む
る
夕
暮
の
秋
の
愁
へ
ぞ
耐
へ
ず
な
り
ゆ
く

（
永
福
門
院
・
秋
上
・
四
八
五
）

ま
た
秋
の
愁
へ
の
色
に
向
ふ
な
り
尾
花
が
風
に
庭
の
月
影

（
源
親
子
・
秋
上
・
五
三
五
）

野
山
に
も
秋
の
愁
へ
や
ひ
と
つ
な
ら
し
小
鹿
妻
訪
ひ
虫
も
鳴
く
な
り

（
後
伏
見
院
・
秋
上
・
五
六
〇
）

と
い
っ
た
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
伏
見
院
は
こ
う
し
た
「
秋
の
愁

へ
」
と
い
う
考
え
か
た
に
基
づ
い
て
、
「
我
」
や
「
草
木
」
の
悲
し
み
を

う
た
っ
た
の
で
あ
る
。
（
あ
る
い
は
、
勅
撰
集
初
出
と
な
る
「
心
傷
む
ら

し
」
の
句
も
、
同
じ
く
秋
の
悲
し
み
を
扱
っ
た
「
今
朝
の
朝
け
雁
が
音
聞

き
つ
春
日
山
も
み
ぢ
に
け
ら
し
我
が
心
い
た
し
」（
穂
積
皇
子
『
風
雅
集
』

秋
中
・
五
五
二
、
『
万
葉
集
』
巻
八
・
一
五
一
三
）
の
影
響
に
よ
る
か
。
）

さ
ら
に
ま
た
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
当
該
歌
と
悲
秋
観
の
結
び
つ
き
は
「
秋

風
触
れ
て
」
と
い
う
下
句
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
『
伏
見

院
御
集
』
に
は

（
一
）

耐
へ
ず
な
る
秋
の
心
を
風
に
受
け
て
触
る
る
草
木
も
な
べ
て
悲
し
き

（
『
伏
見
院
御
集
』
四
七
五
「
秋
風
」）

秋
に
傷
む
風
の
心
を
四
方
に
受
け
て
触
る
る
草
木
は
み
な
し
ほ
れ
け

り

（
『
伏
見
院
御
集
』
八
四
五
「
秋
風
」）

の
よ
う
に
、
秋
風
が
草
木
に
「
触
れ
る
」
こ
と
を
詠
ん
だ
作
品
が
見
出
さ
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れ
る
。

「
耐
へ
ず
な
る
秋
の
心
」
「
秋
に
傷
む
心
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

悲
秋
の
情
を
指
す
。
院
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
心
」
は
、
風
に
よ
っ
て

ひ
と
し
く
万
物
に
分
か
ち
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
言
う
。
た
と
え
ば
、
秋
風

が
吹
き
、
草
木
に
触
れ
る
。
そ
の
と
き
、
風
か
ら
秋
の
心
を
受
け
と
っ
た

草
木
は
、
こ
と
ご
と
く
悲
哀
に
沈
み
、
し
お
れ
て
ゆ
く
。
風
に
「
触
る
る
」

と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
秋
の
心
を
風
に
受
け
て
」
と
同
義
な
の
で
あ

る
。そ

も
そ
も
「
風
触
る
」
と
い
う
表
現
は
、
「
夕
さ
れ
ば
門
田
の
稲
葉
風

触
れ
て
な
に
そ
よ
秋
の
心
づ
く
し
ぞ
」
（
源
通
親
「
正
治
初
度
百
首
」
五

五
一
）
の
よ
う
に
、
風
が
吹
き
よ
せ
る
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
伏
見
院
の
歌
で
は
、
そ
の
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
の
背
後
に
「
秋

風
が
悲
秋
の
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
」
と
い
う
発
想
が
潜
み
、
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
秋
風
触
れ
て
」
と
は
、

「
草
木
も
心
傷
む
」
こ
と
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
歌
中
に
は
た
ら
く
の
で

は
な
い
か
。
悲
秋
観
の
影
響
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

２

秋
が
悲
し
み
の
季
節
で
あ
る
と
す
る
阿
尾
氏
の
指
摘
は
、
伏
見
院
詠
に

お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
だ
が
、
悲
秋
観
と
い
う
問
題
を

踏
ま
え
て
も
、
な
お
こ
の
歌
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
部
分
が
残
る
。

た
し
か
に
、
秋
は
悲
し
み
の
季
節
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
に
触
れ
た

と
お
り
、
院
は
「
秋
風
が
草
木
に
悲
秋
の
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
」
と
も
考
え

て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
悲
し
み
を
感
じ
る
の
が
「
秋
風
触

れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
本
来
で
あ
れ
ば
、

、
、
、
、
、
、

「
秋
風
触
れ
て
」
と
い
う
だ
け
で
、
草
木
は
心
傷
む
は
ず
で
あ
る
。
あ
え

て
「
露
く
だ
る
こ
ろ
」
と
加
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
露
と
い
う
景
物
は
、
い
か
に
し
て
悲
し
み
と
結
び
つ

く
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
氏
『
新
大
系
』
に

露
は
草
木
の
涙
。
秋
の
到
来
と
と
も
に
感
じ
は
じ
め
る
ゆ
え
知
ら
ぬ

悲
し
み
を
、
も
の
い
わ
ぬ
草
木
に
及
ぼ
し
た
。

井
上
氏
『
全
集
』
に

草
木
に
露
が
置
く
の
は
、
寂
し
く
吹
く
秋
風
に
、
感
じ
て
涙
を
流
す

こ
と
を
暗
示
。

と
い
う
注
が
見
え
、
さ
ら
に
ま
た
、
井
上
豊
氏
『
玉
葉
と
風
雅
』（
弘
文

堂
、
一
九
五
〇
年
）
で
も
「
「
露
」
は
「
わ
れ
も
か
な
し
」
と
呼
応
し
て
暗

に
涙
を
連
想
さ
せ
る
」
と
解
す
る
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
王
朝
和
歌

に
お
い
て
露
を
涙
に
見
立
て
る
こ
と
は
常
套
に
属
す
る
。
伏
見
院
の
歌
は

「
露
が
草
木
の
涙
の
よ
う
だ
」
と
あ
か
ら
さ
ま
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
『
全
集
』
の
い
わ
ゆ
る
「
暗
示
」
的
効
果
は
当
然
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。
『
御
集
』
に
は
、

秋
は
こ
れ
も
ろ
き
あ
は
れ
の
時
に
あ
れ
や
草
木
の
露
も
人
の
涙
も

（
『
伏
見
院
御
集
』
二
一
〇
〇
「
（
秋
露
）
」）
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「
秋
は
す
べ
て
が
お
と
ろ
え
ゆ
く
哀
れ
の
季
節
で
あ
っ
て
、
森
羅
万
象
が

悲
し
み
に
お
お
わ
れ
る
。
草
木
に
は
露
が
置
き
、
人
は
涙
す
る
」
と
い
う

歌
も
見
え
た
。
草
木
に
と
っ
て
、
露
は
、
人
間
に
お
け
る
涙
の
よ
う
な
存

在
な
の
で
あ
る
。

類
想
歌
は
少
な
く
な
い
。

草
木
み
な
露
を
含
め
り
我
ひ
と
り
秋
に
つ
れ
な
き
袖
な
ら
め
や
は

（
『
伏
見
院
御
集
』
二
〇
九
四
「
（
秋
露
）
」、
切
一
四
・
五
「
露
」）

秋
の
風
は
草
木
の
露
に
吹
き
し
ほ
り
袖
に
触
れ
て
も
涙
を
ぞ
な
す

（
『
伏
見
院
御
集
』
二
三
一
八
「
秋
」）

秋
に
逢
ふ
草
木
の
ほ
か
の
袖
を
さ
へ
今
よ
り
露
の
宿
り
と
や
す
る

（
『
桃
花
水
』
所
収
広
沢
切
・
切
一
七
・
一
「
露
」）

あ
る
い
は
「
秋
に
な
っ
て
、
草
も
木
も
露
を
宿
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、

私
ひ
と
り
だ
け
袖
を
濡
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
詠
い
、

あ
る
い
は
「
秋
風
が
草
木
に
吹
け
ば
露
を
宿
し
、
袖
に
吹
け
ば
涙
を
拭
わ

せ
る
」
と
詠
う
。
三
首
目
は
「
秋
に
な
る
と
、
草
木
に
露
が
置
く
よ
う
に
、

私
の
袖
に
も
涙
が
落
ち
る
」
の
意
。
や
は
り
露
は
涙
で
あ
り
、
涙
は
露
な

の
で
あ
る
。

右
に
引
い
た
四
首
に
共
通
す
る
の
は
、
「
秋
の
悲
し
み
が
、
人
間
に
お

い
て
は
涙
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
草
木
に
お
い
て
は
露
と
な
る
」
と
い
う
理

解
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
伏
見
院
の
自
然
観
か
ら
す
れ
ば
、
佐
藤
氏
、
井

上
氏
ら
の
言
う
よ
う
に
、
「
露
」
が
草
木
の
涙
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
可

能
性
は
高
い
。
草
木
が
涙
を
流
す
と
き
、
人
も
ま
た
悲
し
み
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。（

二
）

し
た
が
っ
て
、
先
に
引
い
た
阿
尾
氏
『
日
本
歌
人
選
』
の
注
で
は
、
結

句
に
つ
い
て
「
涙
の
よ
う
な
露
を
降
ら
せ
る
天
も
、
皆
が
秋
を
悲
し
ん
で

、
、

い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
全
体
を

私
も
悲
し
い
。
草
木
も
心
を
傷
め
て
い
る
よ
う
だ
。
秋
風
が
吹
い
て

草
木
に
触
れ
、
ま
た
、
そ
の
秋
を
悲
し
む
天
か
ら
、
涙
の
よ
う
な
露

が
草
木
へ
こ
ぼ
れ
落
ち
て
く
る
頃
は
。

と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
露
」
を
天
の
涙
と
す
る
の
は
当
た
ら

な
い
よ
う
に
思
う
。
「
空
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
露
が
草
や
木
に
宿
り
、
そ

れ
が
あ
た
か
も
（
草
木
の
）
涙
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
、

類
想
歌
の
内
容
か
ら
言
っ
て
も
、
よ
り
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
「
露
」
が
涙
を
暗
示
す
る
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
だ
が
、
伏
見
院
詠
に
お
い
て
露
の
持
つ
意
味
は
、
は
た
し
て
そ
れ
だ

け
な
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
気
に
か
か
る
の
は
、
な
ぜ
「
秋
風
触
る
る
こ
ろ
」

で
も
な
く
、
「
露
く
だ
る
こ
ろ
」
で
も
な
く
、
「
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ

ろ
」
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
風
も
、
露

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
秋
の
悲
し
み
を
あ
ら
わ
す
景
物
で
あ
っ
た
。
「
我
も
悲

し
草
木
も
心
傷
む
ら
し
」
と
い
う
内
容
を
詠
み
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ち

ら
か
ひ
と
つ
で
充
分
な
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
二
つ
の
も
の
を
組

み
あ
わ
せ
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
、
秋
風
と
露
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
た
び
『
伏
見
院
御
集
』
に
就
い
て
み
た
い
。
秋
風
と
露
を
と
も
に
詠

ん
だ
歌
は
同
集
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
今
、
こ
と
に
我
々
の
興
味
を
引
く

の
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

秋
に
明
く
る
朝
の
原
の
風
の
音
に
や
が
て
や
露
も
こ
ぼ
れ
そ
む
ら
ん

（
『
伏
見
院
御
集
』
三
八
九
「
原
初
秋
」、
二
〇
六
三
「
原
初
秋
」）
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秋
の
露
結
び
か
そ
め
ん
か
ら
こ
ろ
も
袂
涼
し
み
風
立
ち
ぬ
な
り

（
『
伏
見
院
御
集
』
九
六
九
、
二
三
六
四
）

鹿
の
音
の
添
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
秋
な
ら
ぬ
露
と
風
と
の
山
陰
の
暮
れ

（
『
伏
見
院
御
集
』
一
二
六
七
）

ま
だ
き
よ
り
露
と
風
と
に
秋
や
か
よ
ふ
夏
野
の
薄
穂
に
は
出
で
ね
ど

（
『
伏
見
院
御
集
』
一
六
四
五
）

一
首
目
は
詞
書
に
「
初
秋
」
の
文
字
が
見
え
る
。
「
秋
に
明
く
る
」
と

は
立
秋
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
秋
に
な
っ
て
最
初
の
朝
。
野
原
を
渡

る
風
を
聞
く
と
、
も
う
す
ぐ
露
も
こ
ぼ
れ
は
じ
め
そ
う
だ
」。

二
首
目
は
「
袂
に
涼
し
い
風
が
吹
き
は
じ
め
た
。
野
原
に
は
も
う
秋
の

露
が
降
り
は
じ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
あ
、
秋
に
な
っ
た
の
だ
な
」
の

意
。三

首
目
は
晩
夏
の
歌
。
「
秋
で
は
な
い
け
れ
ど
、
山
陰
に
は
、
露
が
あ

り
、
風
が
あ
る
。
鹿
の
声
が
聞
こ
え
な
い
だ
け
で
、
こ
こ
は
も
う
秋
な
の

だ
」
。
夏
の
終
わ
り
、
山
陰
の
あ
た
り
で
は
一
足
早
く
秋
を
感
じ
る
と
う

た
う
。

四
首
目
も
晩
夏
の
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
。
「
夏
の
野
原
の
薄
は
、
ま
だ

穂
も
出
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
露
と
風
に
秋
を
感
じ
る
。
秋
は
ま
だ
な

の
に
、
秋
の
よ
う
な
風
景
だ
」
。

こ
こ
に
挙
げ
た
四
首
は
、
い
ず
れ
も
風
と
露
に
よ
っ
て
秋
を
感
じ
る
と

い
う
内
容
の
歌
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
後
半
に
掲
げ
た
二
首
（
「
鹿
の

音
の
」「
ま
だ
き
よ
り
」
）
で
は
、「
季
節
は
ま
だ
秋
に
な
っ
て
な
い
の
に
、

風
や
露
が
あ
る
せ
い
で
、
あ
た
か
も
秋
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
さ
え

詠
っ
て
い
る
。
風
や
露
は
「
鹿
の
音
」
「
薄
」
と
並
ぶ
秋
の
景
物
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
は
伏
見
院
に
か
ぎ
ら
な
い
。
『
玉
葉
集
』
に
収
め
る

冷
泉
為
相
詠
、

今
朝
よ
り
は
吹
き
く
る
風
も
置
く
露
も
袖
に
は
じ
め
て
秋
ぞ
知
ら
る

る

（
『
玉
葉
集
』
秋
上
・
四
五
二
）

「
今
朝
か
ら
は
、
風
や
露
を
袖
に
感
じ
て
、
秋
が
来
た
の
だ
な
と
知
ら
れ

る
」
。
詞
書
に
は
「
初
秋
朝
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
あ
っ
た
。
「
吹
き
く
る
風

も
置
く
露
も
」
と
い
う
対
句
的
表
現
に
注
目
し
た
い
。
明
ら
か
に
風
と
露

が
並
列
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
初
秋
」
の
季
節
感
が
象
徴
さ
れ
て

い
る
。

３

引
き
つ
づ
き
、
下
句
「
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

風
と
露
と
に
よ
っ
て
秋
の
訪
れ
を
知
る
と
い
う
歌
は
、『
伏
見
院
御
集
』

に
も
、
『
玉
葉
集
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
趣
向
は
、
か
な
ら
ず
し
も
伏
見
院
、
あ
る
い
は
京
極
派
の
歌
人
た
ち
に

よ
る
独
創
で
は
な
い
。
遠
く
漢
籍
の
う
ち
に
そ
の
源
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

『
礼
記
』
月
令
篇
、
孟
秋
の
条
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
え
る
。

孟
秋
の
月
、
（
中
略
）
涼
風
至
り
、
白
露
降
り
、
寒
蟬
鳴
き
、
鷹
乃

ち
鳥
を
祭
る
。
用
つ
て
始
め
て
戮
を
行
ふ
。

も
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（
孟
秋
之
月
、
（
中
略
）
涼
風
至
、
白
露
降
、
寒
蟬
鳴
、
鷹
乃
祭
鳥
。
用
始

行
戮
。
）

「
秋
の
は
じ
め
（
七
月
）
に
は
、
涼
し
い
風
が
吹
き
は
じ
め
、
白
露
が
く

だ
り
、
寒
蝉
が
鳴
く
。
鷹
は
と
ら
え
た
小
鳥
を
す
ぐ
に
食
べ
ず
、
し
ば
ら

く
並
べ
て
お
く
。
こ
の
よ
う
に
秋
は
冷
厳
の
季
節
で
あ
る
か
ら
、
為
政
者

も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
刑
罰
を
行
う
」
。
鄭
注
に
「
皆
な
時
候
を
記
せ
る

な
り
」
と
あ
る
。

「
涼
風
至
り
、
白
露
降
る
」
の
二
句
に
注
目
し
た
い
。
単
に
風
と
露
の

取
り
あ
わ
せ
が
共
通
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
初
秋
の
象

徴
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
伏
見
院
詠
の
う
ち
「
鹿
の
音
の

添
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
秋
な
ら
ぬ
露
と
風
と
の
山
陰
の
暮
れ
」
「
ま
だ
き
よ
り

露
と
風
と
に
秋
や
か
よ
ふ
夏
野
の
薄
穂
に
は
出
で
ね
ど
」
な
ど
は
、
明
ら

か
に
『
礼
記
』
を
典
拠
と
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
当
該
歌
の
「
秋
風
触

れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
月
令
に
基
づ
く
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
露
と
と
も
に
風
を
詠
む
こ
と
は
、
和
歌
に
お
い
て
ひ
と
つ

の
型
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
月
令
と
の
一
致
は
偶
合
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
「
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ
」

に
か
ぎ
っ
て
は
、
よ
り
細
か
な
言
葉
づ
か
い
に
『
礼
記
』
の
影
響
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

「
露
く
だ
る
こ
ろ
」
と
い
う
結
句
に
注
目
し
た
い
。
そ
も
そ
も
、
露
は

、
、
、

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

（
よ
み
人
し
ら
ず
『
古
今
集
』
秋
上
・
二
二
三
）

草
の
糸
に
貫
く
白
玉
と
見
え
つ
る
は
秋
の
結
べ
る
露
に
ぞ
あ
り
け
る

（
藤
原
守
文
『
後
撰
集
』
秋
上
・
二
七
〇
）

の
よ
う
に
「
置
く
」
「
結
ぶ
」
と
表
現
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
「
く
だ

る
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
今
、
試
み
に
『
新
編

国
歌
大
観
』
に
よ
っ
て
検
索
す
る
と
、
伏
見
院
以
前
の
用
例
と
し
て
は
わ

ず
か
に
次
の
二
首
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
こ
の
う
ち
『
為
家
集
』
の
歌

は
「
雨
の
重
み
で
竹
が
し
だ
れ
て
い
る
た
め
に
、
露
は
枝
の
先
端
へ
と
流

れ
て
ゆ
く
。
露
が
く
だ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
枝
を
の
ぼ
っ
て
い
る

の
だ
」
と
い
う
機
知
の
作
で
、
空
か
ら
降
り
く
だ
る
露
を
詠
ん
だ
も
の
で

は
な
い
。
）

露
く
だ
る
星
逢
ひ
の
空
を
眺
め
つ
つ
い
か
で
今
年
の
秋
を
暮
ら
さ
む

（
『
義
孝
集
』
五
）

雨
重
き
籬
の
竹
の
折
れ
か
へ
り
く
だ
れ
ば
の
ぼ
る
露
の
白
玉

（
『
為
家
集
』
二
〇
八
四
）

し
た
が
っ
て
、
院
が
「
露
く
だ
る
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
を
和
歌
か
ら
学
ん

だ
と
は
考
え
づ
ら
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
礼
記
』
の
本
文
に
は
「
白
露
降
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、

、

鎌
倉
時
代
の
こ
ろ
、
こ
の
「
降
」
字
は
「
ク
ダ
ル
」
と
訓
読
す
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
（
一
二
四
一

年
写
）
に
は
「
降

音
絳

ク
ダ
ス
（
下
略
）」
と
見
え
る
。
「
ク
ダ
ス
」

ル

と
も
、
「
ク
ダ
ル
」
と
も
訓
む
の
意
で
あ
ろ
う
。
ま
た
十
巻
本
『
伊
呂
波

字
類
抄
』
に
も
「
降

ク
ダ
ル
」
と
あ
っ
た
。

訓
点
資
料
で
は
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
巻
七
が
『
礼
記
』
月
令

篇
の
文
章
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
施
訓
し
て
い
る
（
経
部
は
清
原
教
隆
が
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一
二
五
三
～
五
七
年
の
間
に
加
点
）
。

時-

雨

将
レ

降ク
タ
リ
ナ
ン

（
季
春
「
時
雨
将
に
降
ら
ん
と
し
、
下
水
上
り
騰
る
」）

霜

始

降

メ

ク

（
季
秋
「
是
の
月
や
、
霜
始
め
て
降
る
」）

と
も
に
雨
、
霜
な
ど
に
つ
い
て
「
ク
ダ
ル
」
の
語
を
用
い
る
。
残
念
な
が

ら
、
孟
秋
条
「
涼
風
至
、
白
露
降
」
は
同
書
に
引
用
さ
れ
な
い
た
め
、
そ

の
訓
読
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
右
の
例
か
ら
推
し
て
「
白
露
降
る
」

く
だ

と
訓
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
「
露
く
だ
る
」
と
は
「
白
露
降
」
を

や
わ
ら
げ
た
表
現
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
お
お
む
ね
誤
り
な
く
、
伏
見
院
詠
の
典
拠

が
『
礼
記
』
月
令
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ

ろ
」
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
孟
秋
、
す
な
わ
ち
秋
の
訪
れ
を
あ
ら
わ
す

表
現
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

う
ち
つ
け
に
も
の
ぞ
悲
し
き
木
の
葉
散
る
秋
の
は
じ
め
を
今
日
ぞ
と

思
へ
ば

（
よ
み
人
し
ら
ず
『
後
撰
集
』
秋
上
・
二
一
八
）

以
来
、
「
秋
の
は
じ
ま
り
に
こ
そ
、
そ
の
悲
し
み
が
い
っ
そ
う
深
く
感
じ

ら
れ
る
」
と
詠
う
こ
と
は
、
秋
歌
の
定
型
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ず
『
伏
見

院
御
集
』
の
う
ち
に
も
、

思
ひ
か
ぬ
る
も
と
の
愁
へ
に
今
よ
り
の
秋
の
心
を
な
ほ
や
加
へ
ん

（
『
伏
見
院
御
集
』
三
七
七
「
早
秋
」、
四
六
七
「
早
秋
」）

今
日
と
言
へ
ば
何
の
愁
へ
の
添
ふ
と
な
み
秋
と
し
聞
く
ぞ
た
だ
に
わ

び
し
き

（
『
伏
見
院
御
集
』
四
四
二
「
秋
立
日
」）

露
を
置
き
て
涙
ぞ
し
る
き
今
よ
り
の
愁
へ
の
袖
の
秋
の
夕
暮
れ

（
『
伏
見
院
御
集
』
四
四
四
「
（
秋
立
日
）
」）

今
よ
り
の
時
は
愁
へ
の
秋
な
れ
ば
草
木
も
な
べ
て
露
を
含
め
り

（
『
伏
見
院
御
集
』
一
〇
〇
二
「
露
」）

「
も
と
も
と
愁
い
に
沈
ん
で
い
た
私
の
心
は
、
秋
の
訪
れ
に
よ
っ
て
、
さ

ら
に
深
く
物
思
い
を
す
る
は
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
「
こ
れ
と
い
っ
た

理
由
も
な
い
の
に
、
秋
と
聞
く
や
、
た
ち
ま
ち
心
に
愁
い
が
お
と
ず
れ
る
」

と
い
っ
た
歌
が
見
出
さ
れ
る
。

初
秋
の
季
節
感
は
、
「
悲
し
」
「
心
傷
む
」
と
い
っ
た
心
情
と
深
い
関
係

を
持
つ
。
悲
し
み
を
も
っ
と
も
つ
よ
く
感
じ
る
の
は
、
秋
が
は
じ
ま
ろ
う

と
す
る
そ
の
と
き
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
院
は
、
あ
え
て
孟
秋
の

条
を
踏
ま
え
、
「
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ
」
と
詠
う
の
で
あ
る
。
先

行
の
注
釈
は
い
ず
れ
も
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
当
該
歌
が
月
令
を
典
拠
と

す
る
こ
と
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
「
秋

風
」
や
「
露
」
を
単
な
る
風
景
描
写
と
取
っ
て
は
、
一
首
の
意
を
見
誤
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

風
が
立
ち
、
露
の
置
く
早
秋
の
こ
ろ
、
人
は
改
め
て
そ
れ
が
悲
し
み
の

季
節
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
折
か
ら
吹
き
つ
け
る
風
は
、
草
木
に
秋
の

愁
い
を
伝
え
、
梢
に
は
涙
の
よ
う
な
露
が
宿
る
。
悲
し
い
の
は
、
私
だ
け

で
は
な
い
。
草
も
、
木
も
、
秋
を
迎
え
て
、
あ
の
よ
う
に
心
を
傷
め
て
い

る
。
悲
傷
の
情
を
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
な
ど
、
天
地
の
間
、
何
ひ
と
つ
あ
り
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は
し
な
い
の
だ
。

―
伏
見
院
は
、
そ
の
よ
う
に
詠
お
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。

４

以
上
、
本
稿
で
は
伏
見
院
詠
の
下
句
が
『
礼
記
』
月
令
に
拠
る
こ
と
、

そ
れ
が
歌
中
に
あ
ら
わ
れ
る
悲
秋
観
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
な
ど

を
論
じ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
氏
の
『
あ
め
つ
ち
の
歌
』
に

次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
魂
の
底
か
ら
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
悲
傷
は
一
体
ど
こ
か

ら
来
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
「
秋
風
ふ
れ
て
露
く
だ
る
頃
」
と
い
え

ば
ま
だ
初
秋
の
感
触
で
す
し
、
事
実
こ
の
歌
は
玉
葉
集
で
は
七
夕
の

歌
群
の
直
前
に
入
っ
て
い
ま
す
。
季
節
に
対
比
し
て
余
り
に
も
深
刻

な
こ
の
傷
心
と
、
玉
葉
集
で
の
排
列
の
あ
り
方
か
ら
、
私
は
こ
の
歌

の
背
後
に
一
人
の
女
人
の
面
影
を
想
像
す
る
の
で
す
が
…
…
。

秋
の
は
じ
め
つ
か
た
、
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
な
れ
た
る
人
の
身
ま
か

り
に
け
れ
ば

彦
星
の
あ
ふ
て
ふ
秋
は
う
た
て
我
ひ
と
に
別
る
る
時
に
ぞ
あ
り

け
る

（
風
雅
、
一
九
七
八
）

を
始
め
、
広
沢
切
に
「
七
夕
」
と
題
し
て
く
り
か
え
し
詠
ま
れ
て
い

る
そ
の
人
。
（
中
略
）
も
と
よ
り
最
愛
の
近
侍
の
女
房
に
ち
が
い
あ

り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
こ
の
不
幸
は
前
年
の
初
秋
に
お
こ
り
、
よ
う

や
く
ま
ぎ
ら
せ
か
け
た
そ
の
悲
し
み
を
「
秋
露
」
の
歌
題
が
触
発
し

て
、
思
わ
ず
も
院
に
こ
の
哀
慟
の
絶
唱
を
な
さ
し
め
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
（
中
略
）
か
く
ま
で
院
に
愛
さ
れ
た
女
性
の
名
は
坊

門
三
位
基
輔
女
、
後
伏
見
院
兵
衛
督
、
そ
の
忘
れ
が
た
み
は
後
年
風

雅
集
の
代
表
歌
人
進
子
内
親
王
に
な
る

―
と
、
私
の
想
像
は
そ
こ

ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
（
小
著
『
京
極
派
歌
人
の

研
究
』
三
八
八
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）
、
そ
こ
ま
で
立
ち
入
っ
た
推
理
は

暫
く
措
き
、
こ
の
歌
の
持
つ
緊
張
し
た
悲
痛
な
美
感
の
魅
力
は
ち
ょ

っ
と
他
に
類
が
あ
り
ま
す
ま
い
。

か
つ
て
伏
見
院
は
、
秋
の
は
じ
め
の
こ
ろ
、
「
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
な
れ
た
る

人
」
の
死
に
遭
い
、
そ
の
悲
し
み
を
「
彦
星
は
織
姫
と
逢
え
る
の
に
、
私

は
あ
の
人
と
逢
え
な
い
」
と
嘆
い
た
歌
が
『
風
雅
集
』
に
撰
入
し
て
い
る
。

院
に
と
っ
て
、
七
夕
は
恋
人
と
の
別
れ
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
季
節
で
あ
っ

た
。
「
我
も
悲
し
」
の
歌
は
『
玉
葉
集
』
で
七
夕
歌
群
の
直
前
に
並
べ
ら

れ
て
お
り
、
同
じ
「
人
に
別
る
る
」
経
験
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
考
で
あ
る
。

こ
の
説
は
同
氏
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年
）

で
も

一
般
的
な
秋
思
の
域
を
超
え
た
、
鮮
烈
な
悲
傷
で
あ
る
。
院
に
は
、

「
秋
の
初
め
つ
か
た
、
近
く
侍
ひ
な
れ
た
る
人
の
み
ま
か
り
に
け
れ

ば

彦
星
の
逢
ふ
て
ふ
秋
は
う
た
て
我
ひ
と
に
別
る
ゝ
時
に
ぞ
あ
り

け
る
」
（
風
雅
一
九
八
八
）
を
は
じ
め
、
七
夕
の
直
前
に
愛
す
る
女

性
を
失
っ
た
哀
傷
歌
が
多
い
。
こ
の
歌
は
そ
う
し
た
体
験
を
昇
華
し

玉
成
し
た
一
首
か
。

と
引
き
つ
が
れ
、
近
年
で
は
阿
尾
氏
『
日
本
歌
人
選
』
が
「
し
か
し
な
が
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ら
、
一
方
で
、
秋
が
そ
こ
ま
で
悲
し
い
の
は
、
伏
見
院
に
と
っ
て
、
こ
の

季
節
が
、
あ
る
別
れ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
」
「
伏

見
院
に
は
、
他
に
も
七
夕
と
、
愛
す
る
人
と
の
死
別
を
結
び
つ
け
て
詠
ん

だ
歌
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
受
け
た
衝
撃
の
大
き
さ
が
量
り
知
ら
れ
る
」

と
紹
介
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
我
も
悲
し
」
と
い
う
表
現
を
「
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
な
れ
た
る

人
」
の
死
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

岩
佐
氏
説
の
大
き
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
こ
の
歌
は

玉
葉
集
で
は
七
夕
の
歌
群
の
直
前
に
入
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
「
排
列
の

あ
り
方
」
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
『
玉
葉
集
』
巻
四
・
秋
上
を
見
る
と
、

巻
頭
歌
「
し
の
の
め
の
空
霧
り
わ
た
り
い
つ
し
か
と
秋
の
景
色
に
世
は
な

り
に
け
り
」
（
紫
式
部
・
四
四
九
）
に
は
じ
ま
っ
て
、
伏
見
院
詠
の
直
前

ま
で
初
秋
の
歌
が
つ
づ
き
、
そ
の
後
に
七
夕
歌
群
が
置
か
れ
て
い
る
。

従
三
位
親
子

秋
に
こ
そ
ま
た
な
り
ぬ
れ
と
思
ふ
よ
り
心
に
は
や
く
添
ふ
あ
は
れ
か

な

（
四
六
二
）

五
十
番
の
歌
合
に
秋
露
を
詠
ま
せ
給
う
け
る

院
御
製

我
も
悲
し
草
木
も
心
傷
む
ら
し
秋
風
触
れ
て
露
く
だ
る
こ
ろ

（
四
六
三
）

弘
長
百
首
歌
に
七
夕
を

前
大
納
言
為
家

ひ
さ
か
た
の
雲
井
は
る
か
に
待
ち
わ
び
し
天
つ
星
逢
ひ
の
秋
も
来
に

け
り

（
四
六
四
）

だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
四
六
三
番
歌
の
下
句
「
秋
風
触
れ
て
露

く
だ
る
こ
ろ
」
は
『
礼
記
』
を
典
拠
と
し
、
秋
の
は
じ
ま
り
を
う
た
う
措

辞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
「
悲
し
」「
心
傷
む
」
と
い
っ
た
思
い
は
、

初
秋
の
こ
ろ
、
改
め
て
深
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
右

に
引
い
た
三
首
の
う
ち
、
親
子
詠
（
四
六
二
番
歌
）
は
「
秋
に
な
っ
た
と

思
う
と
、
は
や
く
も
心
の
う
ち
に
哀
れ
が
添
う
」
と
す
る
が
、
こ
れ
な
ど

は
当
該
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
主
題
を
扱
う
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
強
い
結
び
つ

き
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
「
我
も
悲
し
」
の
一
首
は
、
『
玉
葉
集
』
の
な
か

で
初
秋
歌
を
し
め
く
く
る
作
品
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い

の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
歌
が
「
七
夕
の
歌
群
の
直
前
に
入
っ
て
」
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
そ
こ
に
作
者
、
撰
者
の
意
図
が
ど
の
程
度
ま
で
は
た
ら
い
て
い

る
か
、
か
な
ら
ず
し
も
分
明
で
な
い
よ
う
に
思
う
。
岩
佐
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
七
夕
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く

と
も
内
容
的
な
関
連
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
初
秋

歌
の
場
合
と
違
っ
て
、「
天
つ
星
逢
ひ
」
を
詠
う
為
家
詠
（
四
六
四
番
歌
）

と
の
あ
い
だ
に
は
、
多
少
の
隔
た
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
「
広
沢
切
に
「
七
夕
」
と
題
し
て
く
り
か
え
し
詠
ま
れ
て

、
、

、
、
、
、

い
る
そ
の
人
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
、
い
さ
さ
か
再
考
の
余
地
が

生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。（

三
）

も
と
よ
り
、
文
学
作
品
に
拠
っ
て
、
作
者
の
思
い
を
す
べ
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
な
く
と
も
、
心
の
う

ち
に
は
「
一
人
の
女
人
の
面
影
」
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う

反
論
も
あ
り
え
よ
う
。
ま
た
、
伏
見
院
詠
が
初
秋
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
動

か
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
あ
え
て
七
夕
歌
群
の
直
前
に
置
か
れ
た
こ
と

を
い
っ
そ
う
重
視
す
る
立
場
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
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い
ま
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
論
ず
る
だ
け
の
用
意
は
稿

者
に
な
い
。
た
だ
、
従
来
の
注
釈
で
は
「
我
も
悲
し
」
の
歌
が
『
礼
記
』

月
令
を
踏
ま
え
る
こ
と
を
考
慮
し
な
い
ま
ま
、
「
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
な
れ
た

る
人
」
と
の
か
か
わ
り
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、

今
後
、
や
は
り
見
直
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
を
成

す
所
以
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
以
下
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
番
号
を
示
す
。
広
沢
切
断
簡
に
つ
い
て
は
『
伏

見
院
御
集
［
広
沢
切
］
伝
本
・
断
簡
集
成
』
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）

に
拠
っ
た
。

（
二
）
岩
佐
美
代
子
氏
『
京
極
派
和
歌
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
年
）

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
伏
見
院
は
、
自
ら
の
存
在
を
含
め
た
あ

ら
ゆ
る
現
象
の
中
に
、
宇
宙
の
意
志
に
よ
っ
て
ゆ
る
さ
れ
、
天
地
の
心
、
神

の
心
を
分
か
た
れ
受
け
持
っ
た
「
心
」
が
貫
通
し
て
い
る
と
う
た
う
」。

（
三
）
岩
佐
氏
の
解
釈
に
従
え
ば
、
歌
中
の
「
我
」
は
伏
見
院
そ
の
人
を
指
す
こ

と
に
な
る
。
だ
が
、
「
草
木
み
な
露
を
含
め
り
我
ひ
と
り
秋
に
つ
れ
な
き
袖

な
ら
め
や
は
」
の
よ
う
な
類
想
歌
に
お
い
て
、「
我
」
は
明
ら
か
に
「
草
木
」

の
よ
う
な
自
然
物
（
あ
る
い
は
、
非
情
の
も
の
）
と
対
比
さ
れ
て
い
た
。
秋

の
心
は
、
草
木
の
よ
う
な
非
情
の
も
の
に
も
、
私
の
よ
う
な
有
情
の
存
在
に

も
、
ひ
と
し
く
訪
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
秋
は
こ
れ
も
ろ
き
あ
は

れ
の
時
に
あ
れ
や
草
木
の
露
も
人
の
涙
も
」
で
は
、
当
該
歌
の
「
我
」
を
「
人
」

に
置
き
か
え
て
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
我
」
は
だ
れ
か
特

定
の
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
全
体
（
あ
る
い
は
、
有
情
の
も
の
全
体
）

の
代
表
と
い
う
意
味
合
い
が
つ
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
四
六
三
番
歌
の
主
題

は
あ
く
ま
で
も
「
秋
が
訪
れ
、
万
物
が
悲
し
み
に
彩
ら
れ
る
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
っ
て
、
「
我
」
「
草
木
」
は
任
意
に
選
ば
れ
た
例
に
過
ぎ
な
い
。
「
草

木
」
が
ど
れ
か
特
定
の
木
、
特
定
の
草
を
指
す
の
で
は
な
い
の
と
同
様
（
伏

見
院
に
よ
れ
ば
、
「
自
ら
の
存
在
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
現
象
」
が
秋
の
心
を

、
、
、
、

受
け
、
悲
し
み
に
満
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
特
定
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
を

取
り
あ
げ
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
）
、「
我
」
も
ま
た
伏
見
院
個
人
に
結
び
つ

け
な
い
ほ
う
が
、
よ
り
歌
の
趣
意
に
か
な
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
な
か
む
ら

た
け
し
・
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


