
本
文
は

『

新
編
国
歌
大
観』

(
86
六
天
五
、
87
六
条
秋
、
91
桜
柳
合)

を
用
い
、『

平
安
朝
歌
合
大
成』

(

一
六
九
、
一
七
〇
、
一

八
〇)

を
参
照
し
て
表
記
を
改
め
た
。
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左

宮
殿

１

今
宵
し
も
な
ど
か
光
の
ま
さ
る
ら
む
出
で
添
ふ
月
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
に

87

六
条
斎
院
�
子
内
親
王
歌
合
注
釈
九�

[

天
喜
五
年]

九
月
十
三
日
／

[

某
年
立
秋
日]

某
年
三
月
十
余
日

加

藤

幹

子



右

宣
旨

２

あ
ら
た
ま
る
月
の
色
さ
へ
曇
ら
ね
ば
な
ほ
身
に
し
む
は
秋
の
空
か
な

左

美
作

３

秋
の
月
ひ
る
に
ま
さ
れ
ば
暁
の
鐘
つ
く
人
も
い
か
が
分
く
べ
き

右

讃
岐

４

さ
や
か
な
る
秋
の
月
に
は
暮
れ
ぬ
と
も
明
け
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ざ
り
け
り

左

中
務

５

秋
ご
と
に
こ
よ
ひ
の
月
は
見
し
か
ど
も
か
ば
か
り
照
ら
す
影
は
な
か
り
き

右

左
衛
門

６

秋
の
月
い
つ
も
さ
や
か
に
照
ら
せ
ど
も
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
光
な
き
か
な

左

出
羽

７

長
月
の
長
き
夜
照
ら
す
月
を
見
て
ま
だ
暮
れ
ぬ
日
と
思
ひ
け
る
か
な

右

丹
後

８

茜
さ
す
光
と
ぞ
み
る
名
に
た
か
き
月
は
ま
こ
と
に
今
宵
な
り
け
り

左

小
馬

９

葛
城
の
神
や
わ
ぶ
ら
む
茜
さ
す
光
と
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月

右

式
部

10

い
つ
と
て
も
眺
む
る
空
は
か
は
ら
ね
ど
光
こ
と
な
る
秋
の
夜
の
月
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同
斎
院
歌
合

題
①

九
月
十
三
夜

左

宮
殿

１

今
宵
し
も
な
ど
か
光
の
ま
さ
る
ら
む
②

出
で
添
ふ
月
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
に

【
語
釈
】

①

九
月
十
三
夜

九
月
十
三
日
の
月
は
、
八
月
十
五
夜
の
名
月
に
次
ぎ
美
し
い
と
言
わ
れ
、
月
見
の
宴
が
催
さ
れ
た
。｢

九
月

十
三
夜
の
月
を
歌
題
に
し
た
も
の
は
、
他
に
類
例
を
見
な
い｣

と
い
う

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

一
六
九)

。

②

出
で
添
ふ

同
時
代
以
前
の
｢

出
で
添
ふ｣

の
用
例
は
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は

｢

日
の
光
出
で
添
ふ
今
日
の
し
ぐ
る
る

は
い
づ
れ
の
方
の
山
辺
な
る
ら
ん｣

(『
大
鏡』

昔
物
語

朱
雀
院)

の
み
で
あ
る
。
光
を
さ
し
添
え
る
、
の
意
で
と
っ
た
が
、

｢

出
で
添
ふ
月｣

と
い
う
表
現
か
ら
は

｢
月
に
寄
り
添
う
月

(

＝
月
が
二
つ
あ
る)｣

と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
本
歌
合
以
前
に
詠

ま
れ
た
宮
殿
の
歌
は
素
直
な
詠
み
ぶ
り
の
も
の
が
多
い
。
あ
る
い
は

｢

二
つ
お
月
様
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
に
明
る
い
の
か｣

と
い
っ
た
素
直
な
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
現
代
語
訳
】

他
で
も
な
い
今
夜
は
ど
う
し
て
光
が
い
つ
も
よ
り
明
る
い
の
で
し
ょ
う
か
、
月
に

(

光
を)

さ
し
添
え
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
と

思
う
の
で
す
が
。
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右

宣
旨

２

①

あ
ら
た
ま
る
月
の
色
さ
へ
曇
ら
ね
ば
な
ほ
身
に
し
む
は
秋
の
空
か
な

【
語
釈
】

①

あ
ら
た
ま
る
月
の

｢

月｣

は
暦
の
月
と
天
体
の
月
の
意
。
八
月
の
名
月
か
ら
月
が
改
ま
り
、
九
月
十
三
夜
に
な
っ
た
こ
と

を
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

九
月
に
な
っ
て
も
月
の
色
も

(

八
月
十
五
夜
の
も
の
と
変
わ
ら
ず)

明
る
い
の
で
、
や
は
り
身
に
し
み
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
秋

の
夜
空
で
す
ね
。

左

美
作

３

秋
の
月
昼
に
ま
さ
れ
ば
①

暁
の
鐘
つ
く
人
も
い
か
が
分
く
べ
き

【
語
釈
】

①

暁
の
鐘
つ
く
人
も

｢

暁
の
鐘｣

は
夜
明
け
を
報
せ
る
た
め
に
つ
く
鐘
の
こ
と
。
暁
は
寅
の
刻

(

現
在
の
午
前
三
時
〜
五
時)

に
当
た
る
と
い
う
。
平
安
時
代
、
日
付
の
境
界
は
丑
寅
の
刻
の
境
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
、｢

暁
の
鐘｣

と
は
そ
の
時
に
つ
か
れ

た
鐘
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
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【
現
代
語
訳
】

秋
の
月
明
か
り
は
昼
よ
り
も
明
る
い
の
で
、
夜
明
け
を
告
げ
る
鐘
を
つ
く
人
も

(

昼
か
夜
か
を)

ど
う
判
断
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

右

讃
岐

４

①

さ
や
か
な
る
秋
の
月
に
は
暮
れ
ぬ
と
も
明
け
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ざ
り
け
り

【
語
釈
】

①

さ
や
か
な
る
秋
の
月
に
は

夏
に
比
べ
空
気
が
澄
む
秋
の
月
は
、
明
る
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
、
歌
題
が

｢

九
月
十
三
夜｣

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
八
月
十
五
夜
の
月
と
比
べ
て

｢

さ
や
か｣

だ
と
い
う
意

味
で
捉
え
る
べ
き
か
。

【
現
代
語
訳
】

(

こ
れ
ま
で
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、)

明
る
い
秋
の
月
明
か
り
の
中
で
は
、
日
が
暮
れ
た
と
も
夜
が
明
け
ゆ
く
空
だ
と
も
気
づ

く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

91



左

中
務

５

①

秋
ご
と
に
今
宵
の
月
は
見
し
か
ど
も
か
ば
か
り
照
ら
す
影
は
な
か
り
き

【
語
釈
】

①

今
宵
の
月
は

｢

今
宵
の
月｣

は
今
夜
の
月
の
意
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
観
て
き
た
九
月
十
三
夜
の
月
の
こ
と
を
い
う
で
あ
ろ

う
。

【
現
代
語
訳
】

秋
が
来
る
度
に
今
夜

(
九
月
十
三
夜)

の
月
は
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
照
ら
す
月
明
か
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。

右

左
衛
門

６

秋
の
月
い
つ
も
さ
や
か
に
照
ら
せ
ど
も
①

今
宵
ば
か
り
の
光
な
き
か
な

【
語
釈
】

①

今
宵
ば
か
り
の
光
な
き
か
な

旧
暦
で
は
七
・
八
・
九
月
が
秋
に
当
た
る
。
中
で
も
秋
の
深
ま
る
九
月
は
、
七
・
八
月
に
比

べ
月
の
光
が
冴
え
て
く
る
。
そ
の
光
の
違
い
を
い
う
か
。

【
現
代
語
訳
】

秋
の
月
は
い
つ
も
明
る
く
照
ら
す
も
の
で
す
が
、
今
夜
ほ
ど
の

(

明
る
く
美
し
い)

光
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
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左

出
羽

７

①

長
月
の
長
き
夜
照
ら
す
月
を
見
て
ま
だ
暮
れ
ぬ
日
と
思
ひ
け
る
か
な

【
語
釈
】

①

長
月
の
長
き
夜

｢

長
月
の
長
き
夜｣

と
は
、
九
月
の
夜
長
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、｢

長
月
の｣

は

｢

長
き｣

を
導
く

語
。

【
現
代
語
訳
】

九
月
の
長
い
夜
を
照
ら
す
月
を
目
に
し
て
、
ま
だ
陽ひ

の
沈
ま
な
い
昼
間
だ
と
錯
覚
し
た
こ
と
で
す
。

右

丹
後

８

①

茜
さ
す
光
と
ぞ
み
る
②

名
に
た
か
き

③

月
は
ま
こ
と
に
今
宵
な
り
け
り

【
語
釈
】

①

茜
さ
す

｢

茜
さ
す｣

は
枕
詞
で
、｢

光｣

に
か
か
る
。

②

名
に
高
き

二
十
巻
本
重
複
書
写
本
断
簡
に
は

｢

な
も
た
か
き｣

と
あ
る
。『

中
右
記』

保
延
元
年
九
月
十
三
日
条
に

｢

今

夜
雲
浄
月
明
、
是
寛
平
法
皇
今
夜
明
月
無
双
之
由
被
仰
出
云
々｣
と
宇
多
法
皇
が
九
月
十
三
夜
の
月
を
賞
讃
し
た
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
表
現
か
。

③

月
は
ま
こ
と
に
今
宵
な
り
け
り

｢

〜
は
…
…
な
り
け
り｣

で
、
今
初
め
て
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
、
と
い
う
意
味
を
表
す
。
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【
現
代
語
訳
】

す
ば
ら
し
い
光
だ
と
分
か
り
ま
し
た
、
噂
に
名
高
い
月
は
本
当
に
今
夜
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

左

小
馬

９

①

葛
城
の
神
や
わ
ぶ
ら
む
②

茜
さ
す
光
と
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月

【
語
釈
】

①

葛
城
の
神
や

｢

葛
城
の
神｣

は
奈
良
県
葛
城
山
の
神
で
、
特
に
一
言
主
神
を
指
す
。
一
言
主
神
は
、
容
貌
が
醜
い
た
め
夜

間
だ
け
働
い
た
と
も
言
い
、｢
暁
に
は
と
く
下
り
な
ん
と
い
そ
が
る
る
。｢

葛
城
の
神
も
し
ば
し｣

な
ど
仰
せ
ら
る
る
を
、
い
か
で

か
は
す
ぢ
か
ひ
ご
覧
ぜ
ら
れ
ん
と
て
、
な
ほ
伏
し
た
れ
ば
、
御
格
子
も
ま
ゐ
ら
ず
。｣

(『

枕
草
子』

｢

宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る

こ
ろ｣)

な
ど
、
醜
い
外
見
を
恥
じ
た
り
、
昼
間
や
明
る
い
場
所
を
恥
じ
た
り
す
る
こ
と
の
比
喩
に
も
用
い
ら
れ
た
。

②

茜
さ
す

｢

茜
さ
す｣

は
枕
詞
で
、｢

光｣
に
か
か
る
。

【
現
代
語
訳
】

葛
城
の
神
様
も
今
ご
ろ
お
困
り
で
し
ょ
う
、
赤
く
照
り
映
え
る
光
だ
と
思
わ
れ
る
秋
の
夜
の
月
で
す
か
ら
。
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右

式
部

10

①

い
つ
と
て
も
眺
む
る
空
は
か
は
ら
ね
ど
光
こ
と
な
る
秋
の
夜
の
月

【
語
釈
】

①

い
つ
と
て
も

い
つ
で
あ
っ
て
も
。｢

い
つ
と
て
も
月
み
ぬ
秋
は
な
き
も
の
を
わ
き
て
こ
よ
ひ
の
め
づ
ら
し
き
か
な｣

(『

後

撰
和
歌
集』
巻
六

秋
歌
中

藤
原
雅
正)

【
現
代
語
訳
】

い
つ
で
あ
っ
て
も
眺
め
る
空
は
変
わ
ら
な
い
の
に
、
光
は
異
な
る
も
の
な
の
で
す
ね
、
秋
の
夜
の
月
は
。
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[

某
年
立
秋
日]

六
条
斎
院
�
子
内
親
王
歌
合

同
院
歌
合

題
秋
立

歌
人
美
作
丹
後

宣
旨
出
羽

遠
江
左
衛
門

武
蔵
駒
君

中
務
式
部

左

美
作

１

秋
立
つ
と
思
ふ
か
ら
に
ぞ
身
に
も
し
む
と
き
は
に
吹
き
し
松
の
風
さ
へ

右

宣
旨

２

芦
の
葉
ぞ
今
日
は
ほ
の
か
に
そ
よ
ぐ
な
る
秋
立
つ
風
の
し
る
し
ば
か
り
に

左

遠
江

３

夏
過
ぎ
て
ま
だ
ほ
ど
も
な
き
風
の
音
を
秋
の
し
る
し
と
今
日
は
聞
く
か
な

右

武
蔵

４

い
つ
の
ま
に
風
の
気
色
も
か
は
る
ら
む
今
日
こ
そ
秋
の
は
じ
め
と
思
ふ
に

左

中
務

５

う
ち
つ
け
に
衣
の
裾
の
露
け
き
は
秋
た
ち
来
た
る
今
日
の
し
る
し
か

右

丹
後

６

今
日
や
さ
は
秋
の
は
じ
め
に
な
り
に
け
む
む
べ
こ
そ
月
も
さ
や
か
な
り
け
れ

左

出
羽

７

風
の
音
ぞ
し
る
く
聞
こ
ゆ
る
夕
ま
ぐ
れ
今
日
立
ち
か
は
る
秋
の
は
じ
め
と
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右

左
衛
門

８

初
秋
の
た
つ
し
る
し
に
や
吹
く
風
の
今
朝
は
ひ
と
へ
に
涼
し
か
る
ら
む

左

小
馬

９

秋
立
つ
と
聞
く
よ
り
今
日
の
う
ち
つ
け
に
風
も
身
に
し
む
心
ち
こ
そ
す
れ

右

式
部

10

わ
が
宿
の
荻
吹
く
風
の
音
に
こ
そ
今
日
初
秋
と
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
れ
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同
院
歌
合

題
秋
立

歌
人
美
作
丹
後

宣
旨
出
羽

遠
江
左
衛
門

武
蔵
駒
君

中
務
式
部

左

美
作

１

①

秋
立
つ
と
思
ふ
か
ら
に
ぞ
身
に
も
し
む
②

と
き
は
に
吹
き
し
松
の
風
さ
へ

【
語
釈
】

①

秋
立
つ
と

｢
秋
立
つ｣

は

｢

立
秋｣

の
訓
読
語
。
二
十
四
節
気
の
立
秋
の
日
が
来
た
こ
と
を
い
う
。

②

と
き
は
に

｢
と
き
は｣

は
常
緑
樹
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は

｢

松
の
風｣

が
一
年
中
色
の
変
わ
ら
な
い
緑
色
で
あ
る
こ
と

を
い
う
か
。｢

松
風
は
色
や
緑
に
吹
き
つ
ら
ん
物
思
ふ
人
の
身
に
ぞ
し
み
ぬ
る｣

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
十
七

雑
三

堀
河
女

御)

、｢

秋
吹
く
は
い
か
な
る
色
の
風
な
れ
ば
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
ら
む｣

(『

詞
花
和
歌
集』

巻
三

秋

和
泉
式
部)

、

｢

秋
来
れ
ば
常
磐
の
山
の
山
風
も
移
る
ば
か
り
に
身
に
ぞ
し
み
け
る｣

(

宸
翰
本

『

和
泉
式
部
集』)

【
現
代
語
訳
】

(

今
日
は)

立
秋
だ
と
思
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
身
に
も
し
み
て
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
、
一
年
中
色
の
変
わ
ら
な
い
緑
色

に
吹
く
松
の
風
で
さ
え
。

右

宣
旨

２

①

芦
の
葉
ぞ
今
日
は
ほ
の
か
に
②

そ
よ
ぐ
な
る
秋
立
つ
風
の
し
る
し
ば
か
り
に
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【
語
釈
】

①

芦
の
葉
ぞ

｢

芦｣

は
そ
の
根
や
葉
が
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
秋
風
や
立
秋
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
歌
は
こ
の
頃
ま

で
の
も
の
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
新
し
い
取
り
合
わ
せ
に
挑
戦
し
た
か
。
秋
風
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の
と
し
て
は

荻
や
稲
葉
な
ど
が
あ
る
。

②

そ
よ
ぐ
な
る

｢

そ
よ
ぐ｣

は
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
よ
そ
よ
と
音
を
立
て
る
こ
と
を
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

芦
の
葉
が
今
日
は
ほ
の
か
に
そ
よ
そ
よ
と
音
を
立
て
て
い
る
よ
う
で
す
ね
、
秋
に
な
っ
た
風
の
証
拠
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
。

左

遠
江

３

夏
過
ぎ
て
ま
だ
ほ
ど
も
な
き
①

風
の
音
を
秋
の
し
る
し
と
今
日
は
聞
く
か
な

【
語
釈
】

①

風
の
音
を
秋
の
し
る
し
と

参
考
歌

｢

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る｣

(『

古
今

和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

藤
原
敏
行)

。

【
現
代
語
訳
】

夏
が
過
ぎ
て
ま
だ
間
も
な
い
風
の
音
で
す
が
、
立
秋
の
今
日
は
秋
の
来
た
証
拠
だ
と
聞
く
こ
と
で
す
。
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右

武
蔵

４

①

い
つ
の
ま
に
風
の
気
色
も
か
は
る
ら
む
②

今
日
こ
そ
秋
の
は
じ
め
と
思
ふ
に

【
語
釈
】

①

い
つ
の
ま
に

完
了
や
過
去
を
表
す
語
を
伴
わ
ず
に
現
在
推
量
の

｢

ら
む｣

と
結
び
つ
け
た
例
は

｢

い
つ
の
ま
に
ふ
り
つ
も

る
ら
む
み
吉
野
の
山
の
か
ひ
よ
り
く
づ
れ
お
つ
る
雪｣
(『

後
撰
和
歌
集』

巻
十
七

雑
歌
三

源
昇)

、｢

い
つ
の
ま
に
空
の
け
し

き
の
か
は
る
ら
ん
は
げ
し
き
今
朝
の
木
枯
ら
し
の
風｣
(『

新
古
今
和
歌
集』

巻
六

冬
歌

津
守
国
基)

な
ど
が
あ
る
が
、
目
で

見
、
視
覚
的
に
確
認
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
い
う
場
合
が
多
い
。

②

今
日
こ
そ
秋
の

『
万
代
集』

巻
四
に

｢

今
日
こ
そ
秋
は｣

と
し
て
入
集
。

【
現
代
語
訳
】

い
つ
の
間
に
夏
風
も
秋
風
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、(

他
で
も
な
い
立
秋
の)

今
日
こ
そ
が
秋
の
初
め
だ
と
思
い
ま
す

の
に
。

左

中
務

５

①

う
ち
つ
け
に
衣
の
裾
の
露
け
き
は
②

秋
た
ち
来
た
る
今
日
の
し
る
し
か

【
語
釈
】

①

う
ち
つ
け
に

｢

う
ち
つ
け｣

は
急
だ
、
突
然
だ
の
意
。
参
考
歌

｢
う
ち
つ
け
に
袂
涼
し
く
お
ぼ
ゆ
る
は
衣
に
秋
は
き
た
る
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な
り
け
り｣

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
四

秋
上

よ
み
人
し
ら
ず)

②

秋
た
ち
来
た
る

｢

た
ち｣

は

｢

秋
立
ち｣

と

｢

裁
ち｣

の
掛
詞
。｢

う
ち

(

打
ち)｣

｢

衣｣
｢

裾｣
｢

裁
ち｣

は
縁
語
。

【
現
代
語
訳
】

突
然
衣
の
裾
が
露
に
濡
れ
て
湿
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
立
秋
が
来
て
秋
に
な
っ
た
今
日
の
証
拠
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

右

丹
後

６

今
日
や
さ
は
秋
の
は
じ
め
に
な
り
に
け
む
①

む
べ
こ
そ
月
も
さ
や
か
な
り
け
れ

【
語
釈
】

①

む
べ
こ
そ

｢

う
べ
こ
そ｣

と
も
。
な
る
ほ
ど
の
意
。

【
現
代
語
訳
】

そ
れ
で
は
今
日
秋
の
初
め
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
な
る
ほ
ど
、(

だ
か
ら)

月
も

(

夏
の
月
よ
り
も)

明
る
い
の
で
す
ね
。

左

出
羽

７

風
の
音
ぞ
し
る
く
聞
こ
ゆ
る
①

夕
ま
ぐ
れ
今
日
立
ち
か
は
る
秋
の
は
じ
め
と

101



【
語
釈
】

①

夕
ま
ぐ
れ

｢

ま
ぐ
れ｣

は

｢

目
暗
ま
く
れ｣

の
意
味
で
、
夕
方
の
薄
暗
い
こ
と
を
い
う
。
辺
り
が
暗
い
こ
と
で
視
覚
で
は
な
く
、

聴
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、｢

夕
ま
ぐ
れ
荻
吹
く
風
の
音
聞
け
ば
袂
よ
り
こ
そ
露
は
こ
ぼ
る
れ｣

(『

千
載
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

藤
原
季
経)

の
よ
う
に
、
音
に
関
す
る
事
柄
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

【
現
代
語
訳
】

風
の
音
が

(

昨
日
ま
で
の
そ
れ
と
変
わ
っ
た
と)

は
っ
き
り
と
聞
こ
え
る
夕
暮
れ
で
す
ね
、
今
日
季
節
が
変
わ
っ
た
秋
の
初
め
だ

と
思
う
と
。

右

左
衛
門

８

初
秋
の
①

た
つ
し
る
し
に
や
吹
く
風
の
今
朝
は
②

ひ
と
へ
に
涼
し
か
る
ら
む

【
語
釈
】

①

た
つ

｢(

初
秋
の)

立
つ｣

に

｢

裁
つ｣

の
意
を
響
か
せ
る
。

②

ひ
と
へ
に

ひ
た
す
ら
の
意
の

｢

ひ
と
へ
に｣

に
夏
の
衣
服
で
あ
る

｢

単
衣｣

の
意
を
重
ね
る
。｢

裁
つ｣

と

｢

単
衣｣

は

縁
語
。
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【
現
代
語
訳
】

初
秋
の
来
た
証
で
し
ょ
う
か
、(

立
秋
の)

今
朝
吹
く
風
は
夏
の
単
衣
で
は
ひ
た
す
ら
涼
し
く
感
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

左

小
馬

９

秋
立
つ
と
聞
く
よ
り
①

今
日
の

②

う
ち
つ
け
に
風
も
身
に
し
む
心
ち
こ
そ
す
れ

【
語
釈
】

①

今
日
の

四
句
の

｢
風｣

に
か
か
る
。
二
十
巻
本
巻
七
所
収

｢

康
平
七
年
十
二
月
晦
日
庚
申

�
子
内
親
王
歌
合｣

の
断
簡

で
は

｢

今
日
は｣

と
な
っ
て
い
る
。｢

今
日
は｣

と
あ
る
方
が
落
ち
着
き
は
良
い
が
、
平
板
な
詠
み
ぶ
り
に
な
る
。

②

う
ち
つ
け
に

｢

う
ち
つ
け
に｣
と
い
う
語
は
立
秋
と
取
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
、
本
歌
合
５
番
中
務
詠
と
そ

の
語
釈
①
に
挙
げ
た
用
例
の
他
に
、｢
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｣

(『

後
撰
和

歌
集』

巻
四

秋
上

よ
み
人
知
ら
ず)

な
ど
が
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

立
秋
が
来
た
と
聞
い
て
か
ら
、
今
日
の
風
も
急
に
身
に
し
み
て
感
じ
ら
れ
る
気
が
し
ま
す
。
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右

式
部

10

①

わ
が
宿
の

②

荻
吹
く
風
の
音
に
こ
そ
今
日
初
秋
と
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
れ

【
語
釈
】

①

わ
が
宿
の

参
考
歌

｢

秋
立
つ
日
よ
み
は
べ
り
け
る

秋
立
つ
と
聞
き
つ
る
か
ら
に
わ
が
宿
の
荻
の
葉
風
の
吹
き
か
は
る
ら

む｣
(『

千
載
和
歌
集』

巻
四

秋
歌
上

侍
従
乳
母)

②

荻
吹
く
風
の
音
に
こ
そ

｢

荻｣

を
詠
ん
だ
歌
は
勅
撰
集
で
は

『

後
撰
和
歌
集』

以
降
に
見
ら
れ
る
。
中
で
も
、｢

い
と
ど
し

く
物
思
ふ
宿
の
荻
の
葉
に
秋
と
告
げ
つ
る
風
の
わ
び
し
さ｣

(『

後
撰
和
歌
集』

巻
五

秋
歌
上

よ
み
人
し
ら
ず)

な
ど
、｢

風｣

と
の
取
り
合
わ
せ
た
例
が
多
い
。

【
現
代
語
訳
】

わ
が
宿
の
荻
に
吹
く
風
の
音
を
聞
い
て
、
今
日
が
秋
の
初
め
な
の
だ
と
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

本
歌
合
の
７
番
出
羽
詠
以
降
の
四
首
は
、｢

康
平
七
年
十
二
月
晦
日
庚
申｣

に
行
わ
れ
た
�
子
内
親
王
歌
合
の
断
簡
と
し
て
二
十

巻
本
巻
七
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

一
七
九)

。｢

歳
暮｣

と

｢

秋
立
日

(

立
秋
日)｣

二
題
で
あ
っ
た
と
目
録

に
あ
る
が
、
二
十
巻
本
に
は
こ
の
時
に
詠
ま
れ
た

｢

歳
暮｣

題
の
歌
は
残
っ
て
い
な
い
。
以
下
の
二
首
は
、｢

康
平
七
年
十
二
月
晦

日
庚
申｣

の
�
子
内
親
王
歌
合
に
お
い
て

｢

歳
暮｣

題
で
詠
ま
れ
た
も
の
の
一
部
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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『

夫
木
和
歌
抄』

巻
十
八

�
子
内
親
王
家
歌
合

歳
暮

宣
旨

①

ふ
る
年
と
い
ふ
②

な
を
や
ら
ふ
音
高
み
③

春
を
い
と
ふ
と
人
や
聞
く
ら
む

【
語
釈
】

①

ふ
る
年
と

｢

ふ
る
年｣

は
新
年
に
対
し
て
旧
年
、
去
年
の
こ
と
を
い
う
。

②

な
を
や
ら
ふ

｢

な｣

は

｢

名｣

と

｢

儺｣

の
掛
詞
。｢

儺｣

は
追
儺
と
も
い
い
、
現
在
の
節
分
の
原
形
と
な
っ
た
行
事
。
十

二
月
晦
日
の
夜
、｢
な
や
ら
ふ

(

儺
や
ら
ふ)｣

な
ど
の
か
け
声
を
か
け
な
が
ら
一
年
の
う
ち
に
溜
ま
っ
た
邪
気
を
祓
い
、
新
し
い

年
を
迎
え
る
。

③
春
を
い
と
ふ
と
人
や
聞
く
ら
む

康
平
七
年
は
十
二
月
二
十
一
日
に
立
春
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
宣
旨
の
歌
が
康
平
七
年
に
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
追
儺
に
よ
っ
て
追
い
や
ら
れ
る
旧
年
の
中
に
は
春
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

追
儺
の
声
が
大
き
い
こ
と
と
、
春
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
誤
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
一
見
理
屈
の
通
ら
な

い
結
び
つ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
年
内
立
春
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は

｢

年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
一
年
を
去

年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む｣

(『

古
今
和
歌
集』
巻
一

春
歌
上

在
原
元
方)

が
有
名
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

去
年
と
い
う
名
を
追
い
や
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
、
追
儺
で
悪
鬼
を
追
い
や
る
音
が
や
け
に
大
き
く
響
く
の
で
、
春
を
疎
ま
し
く
思
っ

て
い
る
の
で
は
と
人
は
聞
い
て

(

勘
違
い
し
て)

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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『

万
代
和
歌
集』

巻
六

�
子
内
親
王
家
武
蔵

年
は
は
や
①

今
日
の
限
り
に
な
り
に
け
り
何
を
し
て
か
は
過
ぐ
し
来
つ
ら
む

【
語
釈
】

①

今
日
の
限
り
に

｢

限
り｣

は
果
て
、
最
後
の
意
味
。

【
現
代
語
訳
】

一
年
は
も
う
今
日
と
い
う
最
後
の
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
、
何
を
し
て

(

今
年
一
年
を)

過
ご
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う

か
。
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某
年
三
月
十
余
日
�
子
内
親
王
歌
合

�
子
内
親
王
家
和
歌
合

三
月
十
余
日
、
桜
の
さ
か
り
に
、
御
前
の
が
、
い
み
じ
う
め
で
た
く
咲
き

た
る
を
、
お
な
じ
う
は
方
分
き
て
、
柳
、
桜
あ
は
せ
て
ご
覧
ぜ
さ
せ
む
と

て
、
他
の
も
、
め
で
た
き
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
植
ゑ
集
め
さ
せ
て
。

桜

一
番

左

中
務

１

く
ま
も
な
く
た
づ
ね
て
折
れ
る
山
桜
な
ら
ぶ
匂
ひ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

右

式
部

２

散
る
こ
と
も
な
ら
は
で
ぞ
咲
く
風
吹
け
ど
木
末
の
ど
け
き
宿
の
桜
は

二
番

左

小
式
部

３

雪
か
と
ぞ
よ
そ
に
見
つ
れ
ど
桜
花
折
り
て
は
き
た
る
色
の
な
き
か
な

右

美
作

４

あ
し
ひ
き
の
山
の
端
よ
り
は
出
で
ね
ど
も
花
こ
そ
春
の
光
な
り
け
れ

柳

三
番

左

甲
斐

５

春
ご
と
に
見
る
青
柳
の
糸
な
れ
ど
か
か
る
な
び
き
の
枝
は
な
か
り
き
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右

兵
衛

６

繰
り
返
し
過
ぎ
に
し
春
も
ゆ
く
す
ゑ
も
か
か
る
柳
の
糸
や
な
か
ら
む

四
番

左

小
式
部

７

玉
光
る
糸
か
と
見
ゆ
る
青
柳
に
な
び
か
ぬ
人
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

右

美
作

８

ね
ぬ
な
は
の
心
ち
こ
そ
す
れ
汀
に
て
柳
の
糸
は
繰
れ
ど
尽
き
せ
ず
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�
子
内
親
王
家
和
歌
合

①

三
月
十
余
日
、
桜
の
さ
か
り
に
、
御
前
の
が
、
い
み
じ
う
め
で
た
く
咲
き
た

る
を
、
お
な
じ
う
は
②

方
分
き
て
、
③

柳
、
桜
あ
は
せ
て
ご
覧
ぜ
さ
せ
む
と

て
、
他
の
も
、
め
で
た
き
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
植
ゑ
集
め
さ
せ
て
。

桜

一
番

左

中
務

１

く
ま
も
な
く
た
づ
ね
て
折
れ
る
④

山
桜
な
ら
ぶ
に
ほ
ひ
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

【
語
釈
】

①

三
月
十
余
日

い
つ
の

｢
三
月｣

で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
類
従
歌
合
巻
第
七
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
�
子
内
親

王
の
斎
院
退
下
後
に
催
さ
れ
た
歌
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②

方
分
き
て

｢

方
分
く｣

は
物
合
わ
せ
な
ど
左
右
に
分
か
れ
て
行
う
遊
び
や
競
技
で
組
を
分
け
る
こ
と
を
い
う
。

③
柳
、
桜
あ
は
せ
て

春
の
景
物
で
あ
る
柳
と
桜
の
取
り
合
わ
せ
は
、｢

見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
れ｣

(『

古
今
和
歌
集』

巻
一

春
歌
上

素
性)

な
ど
と
賞
讃
さ
れ
た
。

④
山
桜

仮
名
日
記
中
の

｢(

め
で
た
き
ど
も
を)

た
づ
ね
て｣

や
初
・
二
句

｢

く
ま
も
な
く
た
づ
ね
て
折
れ
る｣

と
呼
応
す
る

表
現
。

【
現
代
語
訳
】

す
み
ず
み
ま
で
探
し
求
め
て
手
折
っ
て
き
た
こ
れ
ら
の
山
桜
で
す
が
、(
そ
の
中
に
さ
え)

こ
こ
の
桜
に
匹
敵
す
る
美
し
さ
は
な
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い
と
思
い
ま
す
。

右

式
部

２

散
る
こ
と
も
①

な
ら
は
で
ぞ
咲
く
風
吹
け
ど
木
末
の
ど
け
き
②

宿
の
桜
は

【
語
釈
】

①

な
ら
は
で
ぞ
咲
く

二
十
巻
本
で
は

｢

な
ら
は
て
そ｣

の
あ
と
二
字
を
欠
く
。
宮
内
本

｢

な
ら
は
て
そ
さ
け｣

、
群
書
類
従

本

｢

な
ら
は
て
そ
さ
く｣
と
あ
る
。
係
助
詞

｢

そ

(

ぞ)｣

の
結
び
で
あ
る
こ
と
を
考
え
、
群
書
類
従
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

②

宿
の
桜
は

左
歌
の

｢
山
桜｣

に
対
応
す
る
語
。
邸
の
敷
地
内
に
植
え
ら
れ
た
桜
は
、
周
囲
に
建
物
な
ど
が
あ
る
た
め
山
の

桜
に
比
べ
て
風
が
当
た
り
に
く
く
、
枝
が
揺
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
発
想
で
あ
ろ
う
。

【
現
代
語
訳
】

散
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
咲
い
て
い
ま
す
よ
、
風
が
吹
い
て
も
邸
の
中
に
植
え
ら
れ
て
い
る
桜
は
梢
も
穏
や
か
で
。

二
番

左

小
式
部

３

①

雪
か
と
ぞ
よ
そ
に
見
つ
れ
ど
桜
花
折
り
て
は
②

き
た
る
色
の
な
き
か
な
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【
語
釈
】

①

雪
か
と
ぞ
よ
そ
に
見
つ
れ
ど

『

万
代
和
歌
集』

巻
二
に
は

｢

雪
か
と
て
よ
そ
に
み
つ
れ
ば｣

と
し
て
入
集
。
桜
の
花
を
雪

と
見
紛
う
、
あ
る
い
は
雪
に
見
立
て
る
と
い
う
詠
み
方
は

｢

み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る｣

(『

古
今
和
歌
集』

巻
一

春
歌
上

紀
友
則)

な
ど
用
例
が
多
い
。

②

き
た
る
色
の
な
き
か
な

『

玉
葉
和
歌
集』

巻
二
で
は

｢

似
た
る
色
な
か
り
け
り｣

、『

万
代
和
歌
集』

巻
二
で
は

｢

似
た
る

色
の
な
き
か
な｣
と
し
て
入
集
。｢

き
た
る
色｣

で
は
意
が
通
ら
な
い
の
で
、｢

似
た
る
色｣

と
し
て
解
し
た
。

【
現
代
語
訳
】

雪
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
遠
目
に
見
て
い
ま
し
た
が
、
桜
花
を
折
っ
て

(

近
く
で
見
て)

み
る
と
、(

他
に)

似
て
い
る
色
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
。右

美
作

４

①

あ
し
ひ
き
の
山
の
端
よ
り
は
出
で
ね
ど
も
②

花
こ
そ
春
の
光
な
り
け
れ

【
語
釈
】

①

あ
し
ひ
き
の

｢

山｣

を
導
く
枕
詞
。

②

花
こ
そ
春
の
光
な
り
け
れ

『

狭
衣
物
語』

巻
一
冒
頭
に
源
氏
の
宮
が

｢

花
こ
そ
花
の｣

と
口
ず
さ
み
な
が
ら
山
吹
を
手
に

す
る
場
面
が
あ
る
。
伝
本
に
よ
っ
て
は

｢

花
こ
そ
春
の｣

と
な
っ
て
い
る
本
文
も
あ
り
、
こ
の
歌
が
引
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
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る

(

森
下
純
昭
氏

｢『

狭
衣
物
語』

冒
頭
部

｢

花
こ
そ
春
の｣

引
歌
考｣)

。

【
現
代
語
訳
】

山
の
端
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
桜
の
花
こ
そ
が
春
の
光
で
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

柳

三
番

左

甲
斐

５

春
ご
と
に
見
る
①

青
柳
の
糸
な
れ
ど
か
か
る
①

な
び
き
の
枝
は
な
か
り
き

【
語
釈
】

①

青
柳
の
糸

｢

青
柳
の
糸｣

は
し
だ
れ
柳
の
枝
を
糸
と
表
現
し
た
も
の
。｢

青
柳
の
い
と
よ
り
か
く
る
春
し
も
ぞ
み
だ
れ
て
花

の
ほ
こ
ろ
び
に
け
る｣
(『

古
今
和
歌
集』

巻
一

春
歌
上

紀
貫
之)

な
ど
、
用
例
は
多
い
。

②

な
び
き
の

｢

な
び
き｣

は
揺
れ
動
く
こ
と
、
ま
た
そ
の
様
子
を
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

春
が
来
る
た
び
に
見
る
青
柳
の
糸
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
綺
麗
に
揺
れ
る
枝
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ
。
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右

兵
衛

６

①

繰
り
返
し
過
ぎ
に
し
春
も
ゆ
く
す
ゑ
も
か
か
る
柳
の
糸
や
な
か
ら
む

【
語
釈
】

①

繰
り
返
し

｢

繰
り｣

と

｢

糸｣

は
縁
語
。

【
現
代
語
訳
】

幾
度
も
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
春
も
、
こ
れ
か
ら
先
も
、
こ
の
よ
う
な
美
し
い
柳
の
糸
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
よ
。

四
番

左

小
式
部

７

①

玉
光
る
糸
か
と
見
ゆ
る
青
柳
に
な
び
か
ぬ
人
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

【
語
釈
】

①

玉
光
る

｢

玉
光
る｣

と
は
宝
玉
の
よ
う
に
美
し
く
光
る
こ
と
を
い
う
。｢

浅
緑

濃
い
縹

染
め
か
け
た
り
と
も

見
る
ま

で
に

玉
光
る

下
光
る

新
京
朱
雀
の

し
だ
れ
柳

ま
た
は
た
井
と
な
る

前
栽
秋
萩

撫
子
蜀
葵

し
だ
り
柳｣

(

催
馬

楽

｢

浅
緑｣)

【
現
代
語
訳
】

宝
玉
の
よ
う
に
美
し
く
光
る
糸
で
あ
ろ
う
か
と
見
え
る
青
柳
に
は
、
心
を
寄
せ
ぬ
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
よ
。
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右

美
作

８

①

ね
ぬ
な
は
の
心
ち
こ
そ
す
れ
汀
に
て
柳
の
②

糸
は
繰
れ
ど
尽
き
せ
ず

【
語
釈
】

①

ね
ぬ
な
は
の

｢

ね
ぬ
な
は｣

は
蓴
菜

(

水
草
の
一
種)

の
こ
と
。
た
ぐ
り
寄
せ
る
よ
う
に
し
て
収
穫
を
す
る
。

②

糸
は

｢
糸｣

と

｢

繰
れ｣

は
縁
語
。

【
現
代
語
訳
】

(

ま
る
で)

ね
ぬ
な
は
の
よ
う
な
心
地
が
し
ま
す
ね
、
水
の
ほ
と
り
で
た
ぐ
り
寄
せ
て
も
尽
き
る
こ
と
の
な
い
柳
の
糸
は
。
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