
一

白
菊
と
初
霜

古
今
伝
受
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
歌
学
の
継
承
者
は
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
師
説

を
継
承
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
歌
学
者
間
の
解
釈
の
相
違
を
無

視
し
て

｢

伝
統
歌
学｣

と
一
括
さ
れ
、
国
学
者
な
ど
に
批
判
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
例
え
ば
契
沖
と
賀
茂
真
淵
の
注
釈
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
よ

う
に
、
二
条
流
と
さ
れ
る
歌
学
者
の
注
釈
書
の
内
容
も
相
違
す
る
こ
と
が
あ
る
。

師
説
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
の
、
継
承
し
た
師
説
の
中
か
ら

自
分
の
判
断
で
取
捨
選
択
を
し
て
、
弟
子
に
伝
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
古
注
間
の
相
違
を
、『

古
今
和
歌
集』

の
二
七
七
番
の
和
歌

｢

心
あ
て
に
を
ら

ば
や
折
ら
む
は
つ
し
も
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花｣

(

１)

に
つ
い
て
検
証

し
て
み
た
い
。

こ
の
和
歌
は

『

百
人
一
首』

に
も
採
ら
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
和
歌

は
、
例
え
ば
日
本
古
典
文
学
全
集
は

｢

ど
う
し
て
も
折
ろ
う
と
い
う
の
な
ら
、
当

て
推
量
で
折
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
よ
。
初
霜
が
一
面
に
白
く
置
い
て
、
折
ろ
う

と
す
る
私
を
う
ろ
う
ろ
さ
せ
る
白
菊
だ
よ｣

と
口
語
訳
を
し
て
い
る
。
そ
し
て

｢

置
き
ま
ど
は
せ
る｣

の
注
に

｢

初
霜
が
置
い
て
花
と
区
別
を
な
く
し
、
折
る
人

を
当
惑
さ
せ
る｣

と
あ
る
。
こ
の
和
歌
は
、
初
霜
が
お
り
て
白
菊
と
紛
ら
わ
し
く

な
り
、
折
ろ
う
と
す
る
人
が
折
る
に
折
れ
な
い
状
態
を
詠
ん
だ
和
歌
と
解
釈
さ
れ

る
こ
と
が
多
い

(

２)

。

二

古
今
伝
受
と
講
釈
聞
書

１

東
常
縁
か
ら
宗
祇
へ

古
今
伝
受
と
い
う
と
三
木
三
鳥
に
代
表
さ
れ
る
切
紙
が
名
高
い
が
、
そ
の
前
提

に
和
歌
・
歌
道
の
師
弟
関
係
が
あ
り
、
切
紙
を
相
伝
す
る
前
に

『

古
今
和
歌
集』

の
講
釈
が
行
な
わ
れ
た
。
古
今
伝
受
が

『

古
今
和
歌
集』

の
解
釈
の
伝
受
で
あ
る

以
上
、
そ
の
基
本
と
な
る
の
は
講
釈
で
あ
り
、
古
今
伝
受
の
象
徴
と
さ
れ
る
切
紙
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も
、
講
釈
終
了
後
は
じ
め
て
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
講
釈
と
聞
書

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
古
今
伝
受
の
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。
更
に
、
古
今
伝
受
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た『

古
今
和
歌
集』

の
講
釈
は
、

最
も
規
範
と
な
る

『

古
今
和
歌
集』

の
解
釈
で
あ
っ
た
か
ら
、
講
釈
に
お
い
て
継

承
さ
れ
た
内
容
こ
そ
が
、
当
時
も
っ
と
も
尊
崇
さ
れ
た

『

古
今
和
歌
集』

の
解
釈

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
古
今
伝
受
の
聞
書
を
一
瞥
し
て
み
た
い
。
古
今
伝
受

資
料
が
ま
と
ま
っ
て
伝
わ
る
東
常
縁
か
ら
宗
祇
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
行
な
わ

れ
た
講
釈
の
聞
書
が

『

両
度
聞
書』

で
あ
る
。『

両
度
聞
書』

(

引
用
は

『

中
世
古

今
集
注
釈
書
解
題』

に
よ
る)

は
該
当
歌
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
記
す
。

｢

お
ら
ば
や
お
ら
ん｣

は
、
か
さ
ね
詞
也
。
た
ゞ
あ
ら
ま
し
ご
と
也
。
菊
を

も
霜
を
も
愛
た
る
心
也
。
う
づ
み
は
て
た
る
霜
に
は
あ
ら
ね
ど
景
気
を
い
は

ん
と
て
か
よ
う
に
し
た
て
た
る
也
。

現
代
の
注
釈
書
で
は
、
折
ろ
う
と
す
る
作
者
の
心
の
動
き
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、

『

両
度
聞
書』

で
は
、｢

お
ら
ば
や
お
ら
ん｣

は

｢

か
さ
ね
詞｣
で
あ
り
、｢

た
ゞ

あ
ら
ま
し
ご
と
也｣

と
す
る
。
こ
の
部
分
は
か
さ
ね
詞
す
な
わ
ち
表
現
上
の
技
巧

で
あ
り
、
白
菊
を
折
る
事
は

｢

あ
ら
ま
し
ご
と｣

す
な
わ
ち
予
定
さ
れ
て
い
る
事

で
あ
り
、
和
歌
の
主
題
は

｢

菊
を
も
霜
を
も
愛
た
る
心｣

で
あ
る
と
い
う
。｢
う

づ
み
は
て
た
る
霜
に
は
あ
ら
ね
ど
景
気
を
い
は
ん
と
て
か
よ
う
に
し
た
て
た
る
也｣

と
初
霜
に
つ
い
て
記
す
通
り
、
初
霜
が
白
菊
の
花
を

｢

う
づ
み
は
て｣

て
、
見
え

な
く
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
白
菊
に
初
霜
が
お
り
た
景
気
を
表
現
す
る
た
め
に

こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

２

三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ

こ
う
し
た
解
釈
は
、
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
で
も
継
承
さ

れ
た
。
細
川
幽
斎
が
実
枝
の
講
釈
を
聞
書
し
た

『

伝
心
抄』

は
宮
内
庁
書
陵
部
に

伝
わ
る
。
三
条
西
実
枝
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
細
川
幽
斎
が
、
講
釈
終
了
後
に

講
釈
を
聞
書
を
整
理
し
て
実
枝
に
提
出
し
た
後
、
実
枝
が
加
筆
し
た
も
の
を
さ
ら

に
清
書
し
て
実
枝
に
提
出
し
た
四
冊
で
、
各
巻
末
に
実
枝
の
加
証
奥
書
が
あ
る
。

実
枝
か
ら
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
相
伝
さ
れ
た

『

古
今
和
歌
集』

の
解
釈

を
伝
え
る
聞
書
で
あ
る
。『

伝
心
抄』

は
、
こ
の
和
歌
の
解
釈
を
次
の
ご
と
く
伝

え
る

(

引
用
は

『

古
今
和
歌
集
注
釈
書
集
成

伝
心
抄』

に
よ
る)

。

オ
ラ
バ
ヤ
オ
ラ
ン
ハ
、
お
ら
ば
オ
リ
コ
ソ
ハ
セ
メ
と
云
義
ナ
リ
。
菊
ヲ
モ
霜

ヲ
モ
ト
モ
ニ
愛
シ
タ
ル
哥
也
。
初
霜
ノ
初
ノ
字
ニ
力
ヲ
入
テ
見
ル
哥
也
。
初

ノ
霜
ナ
レ
バ
、
霜
ヲ
モ
見
付
ヌ
程
ニ
花
ヤ
ラ
ン
霜
ヤ
ラ
ン
分
別
セ
ヌ
ト
也
。

｢

ト
モ
ニ｣

と
、
表
現
は
少
し
変
わ
っ
て
い
る
が

｢

菊
ヲ
モ
霜
ヲ
モ
ト
モ
ニ
愛
シ

タ
ル
哥
也｣

と
す
る
部
分
は『

両
度
聞
書』

を
継
承
し
て
い
る
。
実
枝
は
さ
ら
に
、

｢

初
霜
ノ
初
ノ
字
ニ
力
ヲ
入
テ
見
ル
哥
也
。
初
ノ
霜
ナ
レ
バ
、
霜
ヲ
モ
見
付
ヌ
程

ニ
花
ヤ
ラ
ン
霜
ヤ
ラ
ン
分
別
セ
ヌ
ト
也｣

と
付
加
え
て
い
る
。
霜
は
霜
で
も｢

初｣

霜
だ
か
ら
こ
そ
、
眼
が
慣
れ
て
い
な
い
た
め
に｢

花
ヤ
ラ
ン
霜
ヤ
ラ
ン
分
別
セ
ヌ｣

と
い
う
。『

両
度
聞
書』

の

｢

う
づ
み
は
て
た
る
霜
に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
い
う
注

釈
に
比
べ
る
と
、
霜
、
と
く
に

｢

初｣

霜
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
解
釈
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

３

細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ

そ
れ
で
は
幽
斎
は
、
当
時
唯
一
の
古
今
伝
受
継
承
者
と
し
て
、
智
仁
親
王
に
相
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伝
し
た
古
今
伝
受
に
お
い
て
、
こ
の
和
歌
を
ど
の
よ
う
に
講
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
幽
斎
の
講
釈
の
様
子
は
、
幽
斎
の
講
釈
を
智
仁
親
王
が
聞
書
し
た

『

古
今
和

歌
集
聞
書』

三
種

(

宮
内
庁
書
陵
部
蔵)

に
よ
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
親
王
自
筆
で
あ
り
、『

当
座
聞
書』

・『

中
書
本』

・『

清
書
本』

と
し

て

『

図
書
寮
典
籍
解
題

続
文
学
篇』

(

以
下

『

続
文
学
篇』

と
略
す)

に
解
説

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『

当
座
聞
書』

と
一
括
さ
れ
た
四
冊
の
中
に
は
、『

中
書

本』

の
一
種
と
み
な
さ
れ
る
一
冊
が
あ
る
。
袋
綴
横
本
で
、
大
き
さ
・
形
態
は

『

当
座
聞
書』

三
冊
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
外
題
も

『

当
座
聞
書』

と
同
じ
く

｢

古
今
和
歌
集
聞
書
不
完
稿
本｣
と
あ
る
が
、
や
は
り
後
人
の
筆
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
形
式
は
一
致
す
る
が
、
そ
の
内
容
は

『

図
書
寮
典
籍
解
題

続
文
学
篇』

に

｢

但
一
冊
は
稍
稿
を
整
理
し
た
中
書
と
見
ら
れ
る
重
複
も
の｣

と
指
摘
さ
れ
て

い
る
ご
と
く
、
他
の
三
冊
と
は
異
り
、
明
ら
か
に
『
当
座
聞
書』

を
整
理
し
た
、

い
わ
ゆ
る

｢

中
書
本｣

で
あ
る
。
た
だ
し
、『

中
書
本』
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い

る
も
の
と
は
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。『

中
書
本』

と
紛
わ
し
い
の
で
、
こ
れ
を

仮
に

『

初
稿
本』

と
し
て
お
く

(

３)

。

『

初
稿
本』

と

『

中
書
本』

と
の
内
容
は
類
似
し
て
い
る
が
、
形
式
や
文
章
は

『

中
書
本』

の
方
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『

初
稿
本』

で

｢

猶
可
尋｣
と
あ

る
事
項
が

『

中
書
本』

で
し
ば
し
ば
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず

『

初
稿

本』

が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

『

初
稿
本』

を
作
っ
た
後
、
不
明
な

点
を
幽
斎
に
尋
ね
な
が
ら
、『

中
書
本』

を
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
二
種
は
い
つ
頃
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『

初
稿
本』

は
講
釈
の

記
憶
が
鮮
明
な
う
ち
に
、
か
な
り
急
い
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
講
釈
が

終
了
す
る
ご
と
に

『

当
座
聞
書』

を
た
よ
り
に
講
釈
内
容
を
整
理
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。『

当
座
聞
書』

と
同
じ
用
紙
に
記
さ
れ
、
し
か
も

｢

□
日
ノ
分
こ
れ

ま
で
也｣

と
一
回
ご
と
に
講
釈
の
終
了
が
欠
か
さ
ず
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
講

釈
終
了
ご
と
に
整
理
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
の
日
の
う
ち
に
復
習
を
か

ね
て

『

初
稿
本』

を
作
成
し
、
疑
問
点
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
幽
斎
に
尋
ね
た
の
で

あ
ろ
う
。
四
種
の
聞
書
の
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

『

当
座
聞
書』

折
ら
ば
折
り
こ
そ
せ
め
と
也
。
菊
霜
を
あ
い
し
た
る
也
。
詠
哥
同
じ
也

『

初
稿
本』

折
ら
ば
折
り
こ
そ
せ
め
也
。
菊
霜
を
あ
い
し
た
る
也
。
詠
哥
大
概
と
同
じ

『

中
書
本』

折
ら
ば
折
り
こ
そ
ハ
せ
め
也
。
菊
霜
を
愛
し
た
る
哥
也
。
初
霜
お
も
し
ろ
し

と
也

『

清
書
本』

折
ら
ば
折
り
こ
そ
ハ
せ
め
也
。
菊
霜
を
愛
し
た
る
哥
也
。
初
霜
お
も
し
ろ
し

と
也

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
四
種
の
聞
書
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
、
い
ず

れ
も

｢

菊
霜
を
愛
し
た
る
哥
也｣

と
い
う
部
分
は
東
常
縁
以
来
の
解
釈
が
継
承
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
は

｢

初
霜
お
も
し
ろ
し
と
也｣

と
、
初
霜
の
風
情
を
指
摘

す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
解
釈
が
、
中
世
歌
学
に
お
い
て
最
も
權
威
あ
る
、
こ
の
和
歌
の
解
釈

で
あ
っ
た
。
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三
『

百
人
一
首』

の
注
釈
書

古
今
伝
受
の
継
承
者
は
、『

古
今
和
歌
集』

ば
か
り
で
は
な
く
、『

百
人
一
首』

も
学
ん
だ
。『
百
人
一
首』

は
藤
原
定
家
が
初
心
者
の
た
め
に
選
ん
だ
書
と
し
て
、

中
世
歌
学
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
古
今
伝
受
の
継
承
者
も
注
釈
書
を

著
し
て
い
る
。
次
に
、
宗
祇
と
細
川
幽
斎
の
注
釈
書
を
検
討
し
た
い
。

１

宗
祇
抄

『

宗
祇
抄』

(

４)

は
、
次
の
ご
と
く
記
す
。

お
ら
ば
や
お
ら
む
と
は
重
詞
也
。
い
づ
れ
も
あ
ら
ま
し
ご
と
也
。
惣
の
心
は
、

し
ら
菊
の
面
白
盛
な
る
は
類
な
ふ
覚
る
に
、
は
つ
霜
の
い
た
う
ふ
り
た
る
朝

な
ど
に
う
ち
な
が
め
ば
、
一
し
ほ
あ
は
れ
と
思
ふ
よ
し
也
。

『

両
度
聞
書』

で
は
、
た
だ

｢

菊
を
も
霜
を
も
愛
た
る
心｣
と
の
み
記
さ
れ
て
い

た
内
容
が
、｢

し
ら
菊
の
面
白
盛
な
る
は
類
な
ふ
覚
る
に
、
は
つ
霜
の
い
た
う
ふ

り
た
る
朝
な
ど
に
う
ち
な
が
め
ば
、
一
し
ほ
あ
は
れ
と
思
ふ
よ
し
也｣
と
、｢

面

白
盛｣

で
あ
る
白
菊
に
、｢

は
つ
霜｣

が
加
わ
る
こ
と
で

｢

一
し
ほ
あ
は
れ｣
で

あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。『

両
度
聞
書』

の

｢

う
づ
み
は
て
た
る
霜
に
は
あ
ら

ね
ど
景
気
を
い
は
ん
と
て
か
よ
う
に
し
た
て
た
る
也｣

と
あ
る
部
分
も『

宗
祇
抄』

を
参
照
す
る
と
理
解
し
や
す
い
。
初
霜
が
お
り
た
こ
と
で
白
菊
が
霜
と
区
別
で
き

な
く
な
る
の
で
は
な
く
、
初
霜
が
加
わ
る
こ
と
で
白
菊
の
風
情
が

｢

一
し
ほ
あ
は

れ｣

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『

古
今
和
歌
集』

の
詞
書
に
は

｢

白
菊
の
花

を
よ
め
る｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
和
歌
が

｢

白
菊
の
花｣

の
美
し
さ
を
詠
ん

だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
白
菊
の
花
が
、｢

霜
と
紛
れ
て
折
り
に

く
く
な
っ
た｣

状
態
で
は
な
く
、
初
霜
の
白
さ
が
加
わ
る
こ
と
で
、
白
菊
の
花
の

美
し
さ
が
一
層
増
し
た
と
、『

宗
祇
抄』

は
解
釈
し
て
い
る
。

『

百
人
一
首』

二
九
首
目
の
こ
の
和
歌
の
出
典
は

『

古
今
和
歌
集』

で
あ
る
か

ら
、
宗
祇
を
は
じ
め
と
す
る
古
今
伝
受
継
承
者
は
、
こ
の
和
歌
を
同
様
に
解
釈
し

て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
和
歌
の
注
釈
で
あ
り
な
が
ら
、

『

百
人
一
首』

の
注
釈
書
と

『

古
今
和
歌
集』

の
注
釈
書
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
書
き
方
を
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
初
学
者
の
た
め
の
入
門
書
と
さ
れ
て
い
た

『

百
人
一
首』

の
注
釈
と
、
歌
学
界
最
奥
の
秘
伝
で
あ
る
古
今
伝
受
に
お
け
る
講

釈
と
い
う
、
聞
き
手
の
和
歌
・
歌
学
に
対
す
る
素
養
の
違
い
に
よ
り
、
注
釈
の
内

容
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
十
分
に
和
歌
・
歌
学
を
修
め
、
優
秀
な
門
弟
と
し
て
古
今
伝
受
の
継
承

者
に
な
っ
た
門
弟
に
対
し
て
は
、
和
歌
・
歌
学
に
入
門
し
た
ば
か
り
の
初
学
者
に

対
す
る
よ
う
な
、
詳
し
く
わ
か
り
や
す
い
説
明
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
和
歌
に
つ
い
て
の
講
釈
内
容
の
違
い
は
、
講
釈
を
受
け
る
側
の
素
養
の
相
違

に
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え

『

両
度
聞
書』

を
は
じ
め
と
す
る
古
今
伝
受

に
お
け
る
講
釈
聞
書
は
、『

百
人
一
首』

な
ど
他
の
作
品
に
お
け
る
注
釈
を
参
照

す
る
事
に
よ
り
、
聞
書
の
趣
旨
が
理
解
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

２

細
川
幽
斎
の
注
釈
書

幽
斎
の

『
百
人
一
首』

講
釈
に
基
づ
く
注
釈
書
と
し
て
荒
木
尚
氏
は
、
幽
斎
自

筆
の

『

百
人
一
首
注』

(

永
青
文
庫
蔵)

と

『

百
人
一
首
抄』

(

彰
考
館
蔵)

を
解
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説
・
翻
刻
さ
れ
た

(『

百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
３

百
人
一
首
注
・
百
人
一
首

(
幽
斎
抄)

、
和
泉
書
院
刊)

。
荒
木
氏
は
後
者
に
つ
い
て
、
奥
書
か
ら

｢

本
書
は

幽
斎
講
談
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
幽
斎
の
第
四
子

(

三
男)

妙
庵
幸
隆
に
与
え
ら

れ
た
も
の
の
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。｣

と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
注
釈
書
の

該
当
部
分
を
、『
伝
心
抄』

お
よ
び
智
仁
親
王
の
聞
書
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

『

百
人
一
首
注』

(
永
青
文
庫
蔵)

お
ら
ば
や
お
ら
ん
と
は
重
詞
也
。
い
づ
れ
も
在
増
事
也
。
哥
の
心
は
白
菊
の

面
白
盛
な
る
は
、
た
ぐ
ひ
な
く
覚
る
に
、
初
霜
の
い
た
う
ふ
り
た
る
朝
な
ど

打
な
が
む
れ
ば
、
花
と
も
霜
と
も
色
の
わ
か
れ
ぬ
風
情
一
入
あ
は
れ
に
思
へ

ば
、
霜
の
を
き
ま
ど
は
せ
る
を
心
あ
て
に
お
ら
ん
と
は
い
へ
る
也
。
菊
を
も

霜
を
も
な
ら
べ
て
愛
し
た
る
哥
也
。
あ
な
が
ち
に
う
づ
み
は
て
た
る
霜
に
は

あ
ら
ね
ど
、
景
気
を
い
は
ん
と
て
如
此
し
た
て
た
る
な
り
。

(

略)

お
ら
ば
や
お
ら
む
は
重
詞
也
。
祇
注
に
双
て
霜
菊
を
愛
し
た
る
也
。
心
あ
て

は
あ
ら
ま
し
事
也
。
お
ら
ば
う
つ
ろ
ひ
た
る
を
お
ら
ば
や
也
。
乍
去
愛
し
て

え
お
ら
ぬ
心
也
。
霜
と
思
へ
ば
花
、
花
と
思
へ
ば
霜
映
る
躰
也
。

『

百
人
一
首
抄』

(

彰
考
館
蔵)

し
ら
菊
の
は
な
を
よ
め
る
と
あ
り
。
さ
て
お
ら
ば
や
お
ら
ん
と
は
重
詞
也
。

お
ら
ば
お
り
こ
そ
せ
め
と
云
義
也
。
い
づ
れ
も
あ
ら
ま
し
事
也
。
菊
を
も
霜

を
も
と
も
に
愛
し
た
る
哥
也
。
初
霜
の
初
の
字
に
力
を
入
て
み
る
哥
也
。
初

霜
な
れ
ば
霜
を
も
い
ま
だ
見
な
ら
は
ぬ
間
、
花
や
ら
ん
、
霜
や
ら
ん
分
別
せ

ず
と
也
。
白
菊
の
い
ま
だ
う
つ
ろ
は
ぬ
ほ
ど
、
初
霜
の
ふ
り
た
る
朝
、
打
な

が
む
れ
ば
、
花
と
も
霜
と
も
色
の
わ
か
れ
ぬ
風
情
一
入
お
も
し
ろ
き
を
見
て
、

霜
の
を
き
ま
ど
は
す
と
も
心
あ
て
に
お
ら
ば
お
ら
ん
、
と
い
へ
る
也
。
あ
な

が
ち
に
う
づ
み
は
て
た
る
霜
に
は
あ
ら
ね
ど
、
景
気
を
い
は
ん
と
て
如
此
し

た
て
た
る
也
。
菊
を
愛
す
る
心
か
ら
、
霜
の
を
き
ま
ど
は
す
と
も
お
ら
ば
お

る
べ
け
れ
ど
も
、
え
お
ら
ぬ
心
あ
る
べ
し
。

い
ず
れ
も

｢

花
と
も
霜
と
も
色
の
わ
か
れ
ぬ
風
情
一
入
あ
は
れ｣

と
、
霜
が
加
わ

り｢

花
と
も
霜
と
も
色
の
わ
か
れ
ぬ
風
情｣

が｢

一
入
あ
は
れ｣

で
あ
る
と
い
う
。

｢

初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る｣

た
め
に
、
紛
ら
わ
し
く
て
折
る
の
に
躊
躇
す
る
の

で
は
な
く
、
風
情
が
増
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
永
青
文
庫
蔵
本
は
さ
ら
に

｢

お
ら
ば
う
つ
ろ
ひ
た
る
を
お
ら
ば
や
也｣

と
い
う
。｢

霜
菊
を
愛
し
た
る｣

ゆ
え

に
、
折
る
の
な
ら

｢

う
つ
ろ
ひ
た
る
を
お
ら
ば
や｣

と
い
う
の
は
白
菊
に
対
す
る

愛
情
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統
歌
学
、
古
注
釈
に
お
け
る
解
釈
は
、

講
釈
を
す
る
師
弟
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
相
違
し
て
い
る
。
初
霜
の
白
さ
が
加
わ

る
こ
と
で
白
菊
の
花
の
風
情
が
一
入
増
す
、
と
い
う
解
釈
は
共
通
し
て
い
る
が
、

そ
の
講
釈
の
内
容
は
注
釈
書
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『

百
人
一
首
古

注
抄』

に
よ
る
と
、『

経
厚
抄』

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
宗
祇
の
流
れ
を
く
む

注
釈
書
と
は
異
な
る
表
現
を
し
て
い
る
。
最
後
に

『

経
厚
抄』

を
検
討
し
て
お
こ

う
。

心
あ
て
に
と
は
心
の
を
し
あ
て
に
と
也
。
お
ら
ば
や
と
思
ふ
う
ち
に
、
は
や

菊
と
見
定
む
る
方
の
あ
れ
ば
お
ら
ん
と
治
定
す
る
也
。
下
三
句
の
心
、
霜
の

置
き
ま
ど
は
せ
ば
こ
そ
暫
其
と
は
み
へ
ね
、
菊
は
ま
ぎ
れ
ぬ
花
な
り
と
云
心

の
あ
る
べ
し
。
仮
令
法
曹
の
法
門
に
、
見
分
、
相
分
、
自
証
分
、
証
自
証
分
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と
云
四
分
見
あ
り
。
こ
れ
に
類
し
て
可
思
歟
。

一
瞥
す
る
と
、
他
の
注
釈
書
と
は
異
な
る
独
自
の
注
釈
の
ご
と
く
で
あ
る
。
他

の
注
釈
書
で
は
表
現
技
法
の

｢

重
詞｣

と
解
釈
し
て
い
た

｢

心
あ
て
に
を
ら
ば
や

を
ら
む｣
に
つ
い
て
唯
識
を
用
い
て

｢

見
分
、
相
分
、
自
証
分
、
証
自
証
分
と
云

四
分
見｣

す
な
わ
ち
物
の
認
識
の
仕
方
だ
と
解
釈
し
、｢

霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
ば

こ
そ
暫
其
と
は
み
へ
ね
、
菊
は
ま
ぎ
れ
ぬ
花
な
り
と
云
心
の
あ
る
べ
し｣

と
い
う
。

こ
う
し
た
部
分
だ
け
を
見
る
と
、
他
の
注
釈
書
と
は
異
な
る
独
自
の
注
釈
の
ご
と

く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
注
釈
書
を
参
照
す
る
と
、

い
ず
れ
も
霜
が
お
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
情
を
増
し
た
白
菊
の
花
を
詠
ん
だ
和
歌

だ
と
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
は

『

古
今
和
歌
集』

の
詞
書
に
も
合
致
す
る
。
古
注
釈
を
検
討
す
る
時
は
、
古
注
釈
が
著
さ
れ
た
背
景

を
考
慮
に
入
れ
て
、
注
釈
書
の
間
で
相
違
す
る
部
分
と
共
通
す
る
部
分
と
を
区
別

し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(

１)

和
歌
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る

(

２)

片
桐
洋
一
氏
は

『

古
今
和
歌
集
全
評
釈』

(

平
成
十
年

講
談
社)
の
要
旨
で

｢

白
菊
の
白
さ
は
、
霜
と
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
で
、
折
る
場
合
に
も
、
あ
て
推
量

で
折
る
し
か
な
い
ほ
ど
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る｣

と
、
白
菊
の
白
さ
に
焦
点

を
あ
て
て
い
る
が
、｢

初
霜
の
置
き
惑
は
せ
る｣

の
語
釈
で
は

｢(

略)

見
る
者
を

惑
わ
せ
る｣

と
す
る
。｢

お
き
ま
ど
は
せ
る｣

の
部
分
は

｢

見
る
者
を
惑
わ
せ
る｣

と
解
釈
す
る
の
が
、
現
代
で
は
標
準
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(

３)

智
仁
親
王
に
よ
る
古
今
伝
受
の
講
釈
聞
書
に
つ
い
て
は

｢

細
川
幽
斎
の
古
今
伝

受｣
(『

国
語
と
国
文
学』

昭
五
五
・
八)

で
検
討
し
た
。

(

４)

以
下
、『

百
人
一
首』

の
注
釈
書
の
引
用
は『

百
人
一
首
古
注
抄』

(

島
津
忠
夫
・

上
條
彰
次
編
、
和
泉
書
院)

に
よ
る
。
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