
藤
原
清
輔
（
一
一
〇
四
―
七
七
）
の
詠
歌
に
種
々
の
作
品
か
ら
影
響
を
う
け
て
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
く
見
う
け
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
指

（
１
）

摘
し
て
お
い
た
が
、
本
論
に
お
い
て
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
か
ら
の
受
容
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
い
こ
う
と
思
う
。

一

（
２
）

清
輔
詠
は
お
お
よ
そ
五
五
〇
首
ほ
ど
存
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
自
撰
と
さ
れ
る
『
清
輔
集
』
に
四
二
六
首
（
存
疑
歌
一
首
を
含
む
）
が

入
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
検
し
て
い
く
と
、
明
ら
か
に
漢
詩
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
出
せ
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に

『
和
漢
朗
詠
集
』（
以
下
、『
朗
詠
集
』
と
す
る
。
な
お
、『
朗
詠
集
』
か
ら
の
引
用
が
明
ら
か
な
場
合
は
『
朗
詠
集
』
を
省
略
し
て
書
か
な
い

こ
と
が
あ
る
。）
所
収
作
品
と
の
関
わ
り
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
清
輔
は
自
著
の
『
奥
義
抄
』『
袋
草
紙
』
に
引
用
作
品
名
を
明
記
し
て
は
い
な
い
が
、『
朗
詠
集
』
の
摘
句
を
上
げ
て
、
た
と
え

ば
『
奥
義
抄
』
中
の
『
後
拾
遺
集
』
歌
を
注
記
す
る
と
こ
ろ
に
、

四

夏
の
夜
も
す
ゞ
し
か
り
け
り
月
か
げ
は
に
は
し
ろ
た
へ
の
霜
と
み
え
つ
ゝ
（
注
、
夏
・
二
二
四
番
）

月
照
二

平
沙
一

夏
夜
霜
と
云
心
也
。

と
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
摘
句
は
上
「
夏
夜
」
の
白
居
易
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

１５０
風
吹
枯
木
晴
天
雨

月
照
平
沙
夏
夜
霜

白

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

芦

田

耕

一

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

一



か
ぜ
こ
ぼ
く
を
ふ
け
ば
は
れ
の
て
ん
の
あ
め

つ
き
へ
い
さ
を
て
ら
せ
ば
な
つ
の
よ
の
し
も

で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
事
例
が
散
在
す
る
。

ま
た
、『
朗
詠
集
』
は
歌
合
の
判
詞
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
八
月
催
行
の
「
太
皇
太
后
宮
亮

平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
」
に
お
い
て
、
判
者
清
輔
は
「
月
」
の
登
蓮
作
の
、

５２
月
影
の
さ
え
ゆ
く
ま
ま
に
お
く
霜
を
お
も
ひ
も
あ
へ
ず
鐘
や
な
る
ら
ん

に
対
し
て
、

右
、
豊
山
の
鐘
の
心
に
や
、
そ
れ
は
、
霜
降
時
自
鳴
、
と
か
や
申
す
め
る
、
さ
れ
ば
、
秋
月
似
夜
霜
、
云
ふ
詩
に
も
、
欲
和
豊
嶺
鐘
声

否
と
ぞ
つ
く
ら
れ
た
る
（
以
下
省
略
）

と
判
じ
て
い
る
。「
豊
山
の
…
…
霜
降
時
自
鳴
」
は
『
山
海
経
』
五
に
み
ら
れ
、「
秋
月
…
…
声
否
」
に
つ
い
て
は
、「
欲
和
…
…
」
が
上
「
月
」

の
兼
明
親
王
作
の
、

２５６
欲
和
豊
嶺
鐘
声
否

其
奈
華
亭
鶴
警
何

中
書
王

ほ
う
れ
い
の
し
ょ
う
の
こ
ゑ
に
く
わ
せ
む
と
す
る
や
い
な
や

そ
れ
く
わ
て
い
の
つ
る
の
い
ま
し
め
に
い
か
ん

で
あ
る
。「
秋
月
似
夜
霜
」
は
こ
の
詩
題
で
『
朗
詠
集
』
に
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
収
め
る
江
戸
時
代
の
『
日
本
詩
紀
』
四
に
「
夜�

月
似
秋�

霜
」
と
異
同
を
も
っ
て
み
え
る
。
清
輔
は
こ
の
題
を
何
に
よ
っ
て
知
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
詩
句
そ
の
も
の
は
『
朗
詠
集
』
に
よ
っ

て
学
ん
だ
と
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
、『
袋
草
紙
』
に
は
「
朗
詠
江
注
」
か
ら
の
引
用
が
多
く
あ
り
、
ま
た
、
不
二
文
庫
に
は
「
伝
藤
原
清
輔
・
寂
蓮
合
筆

（
３
）

巻
子
本
（
二
巻
）」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

父
顕
輔
も
『
朗
詠
集
』
に
馴
れ
親
し
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
九
月
十
三
日
催
行
の
「
中
宮
亮
顕
輔
家
歌

合
」
に
お
い
て
、
主
催
者
顕
輔
が
詠
ん
だ
、

２
終
夜
ふ
じ
の
高
ね
に
雲
消
え
て
清
見
が
関
に
す
め
る
月
影

に
対
し
て
、
判
者
藤
原
基
俊
は
、

一
に
は
、
雲
終
夜
き
ゆ
と
よ
め
り
、
雲
は
終
夜
消
ゆ
る
物
に
も
あ
ら
ず
、
須
臾
に
生
じ
須
臾
に
滅
す
る
物
な
り

と
難
じ
る
が
、『
袋
草
紙
』
下
に
拠
れ
ば
、
顕
輔
は
「
証
文
」
を
出
し
て
、

朗
詠
集
に
、「
終
夜
雲
尽
き
て
月
の
行
く
こ
と
遅
し
」
と
申
す
詩
侍
り
、
如
何

と
反
証
し
た
の
で
基
俊
は
閉
口
し
た
と
い
う
。
顕
輔
が
論
拠
に
文
書
を
示
し
た
と
い
う
記
事
は
歌
合
の
判
詞
に
は
存
し
な
い
。「
終
夜
雲
…

…
」
は
上
「
月
」
の
野
展
郢
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

２５３
秋
水
漲
来
船
去
速

夜
雲
収
尽
月
行
遅

野
展
郢

あ
き
の
み
づ
み
な
ぎ
り
き
た
て
ふ
ね
の
さ
る
こ
と
す
み
や
か
な
り

よ
る
の
く
も
を
さ
ま
り
つ
き
て
つ
き
の
ゆ
く
こ
と
お
そ
し

で
あ
る
が
、「
証
文
」
の
本
文
と
は
異
同
が
あ
る
。『
朗
詠
集
』
に
従
え
ば
、
秋
の
夜
空
は
雲
が
収
ま
り
、
雲
が
月
を
横
切
ら
な
い
の
で
月
の

進
む
の
が
遅
く
み
え
る
と
な
る
が
、
一
応
判
詞
へ
の
反
証
と
は
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
歌
合
よ
り
少
し
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
当
詩
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
が
み
ら
れ
る
。

『
夫
木
和
歌
抄
』
冬
一
の
、

久
安
三
年
十
二
月
顕
輔
卿
家
歌
合
、
冬
月

西
住
法
し

６６５９
あ
だ
雲
も
な
き
冬
の
夜
の
空
な
れ
ば
月
の
行
く
こ
そ
遅
く
見
え
け
れ

で
あ
り
、
同
じ
主
催
者
に
よ
っ
て
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
に
行
わ
れ
て
お
り
、
冬
の
夜
空
に
雲
が
な
い
の
で
月
の
運
行
が
遅
い
よ
う
に
み

え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
４
）

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
藤
原
俊
成
に
と
っ
て『
朗
詠
集
』が
座
右
の
書
で
あ
っ
た
よ
う
に
六
条
藤
家
に
と
っ
て
も
必
読
の
書
で
あ
っ

た
こ
と
は
充
分
に
思
量
せ
ら
れ
る
。

二

清
輔
詠
と
『
朗
詠
集
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
知
見
を

二

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

三



も
含
め
て
説
明
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、『
清
輔
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
三
一
首
の
『
久
安
百
首
』
詠
の
う
ち
二
首
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

最
初
の
、

９４６
夜
を
残
す
老
の
寝
ざ
め
に
お
き
ゐ
つ
つ
秋
の
と
も
し
び
か
か
げ
尽
し
つ

（
５
）

は
、
木
船
重
昭
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
下
「
老
」
の
白
居
易
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

７２４
老
眠
早
覚
常
残
夜

病
力
先
衰
不
待
年

同（
注
、白
）

お
い
の
ね
ぶ
り
は
や
く
さ
め
て
つ
ね
に
よ
を
の
こ
す

や
ま
ひ
の
ち
か
ら
ま
づ
お
と
ろ
へ
て
と
し
を
ま
た
ず

の
前
の
句
を
そ
の
ま
ま
詠
み
入
れ
た
体
の
歌
で
あ
る
。

清
輔
と
親
交
が
あ
っ
た
藤
原
教
長
（
一
一
〇
九
―
八
〇
）
の
『
貧
道
集
』
に
、

さ
つ
き
の
み
じ
か
よ
も
め
の
さ
め
ぬ
れ
ば
か
く
な
ん
お
も
ひ
ふ
し
け
る

３２１
よ
を
の
こ
す
お
い
の
ね
ざ
め
に
お
も
ひ
い
づ
る
む
か
し
の
こ
と
ぞ
と
も
と
な
り
け
る

と
み
え
、
上
二
句
が
清
輔
詠
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
両
歌
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

い
ま
一
首
は
、

９９２
あ
さ
が
ほ
の
く
れ
を
ま
た
ぬ
も
お
な
じ
こ
と
千
と
せ
の
松
に
は
て
し
な
け
れ
ば

で
あ
る
。
千
年
の
寿
命
を
保
つ
と
い
わ
れ
る
松
で
も
寿
命
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
夕
暮
れ
を
待
た
ず
に
萎
ん
で
し
ま
う
朝
顔
も
同
じ
だ
と
詠
ま

れ
る
。
朝
顔
が
暮
れ
る
前
に
萎
む
旨
の
歌
は
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、
既
に
『
堀
河
百
首
』
秋
「
槿
」
の
源
俊
頼
作
の
、

７６０
槿
の
花
の
す
が
た
を
み
つ
る
よ
り
く
れ
を
ま
つ
べ
き
心
ち
こ
そ
せ
ね

や
同
じ
く
永
縁
法
師
作
の
、

７６４
世
の
中
の
は
か
な
き
中
に
は
か
な
き
は
く
れ
を
も
ま
た
ぬ
槿
の
花

に
見
出
せ
る
が
、『
堀
河
百
首
』
の
二
首
は
上
「
槿
」
の
兼
明
親
王
作
の
、

２９２
来
而
不
留

薤
壟
有
払
晨
之
露

去
而
不
返

槿
籬
無
投
暮
之
花

願
文

中
書
王

き
た
て
と
ど
ま
ら
ず

が
い
り
ょ
う
に
あ
し
た
を
は
ら
ふ
つ
ゆ
あ
り

さ
て
か
へ
ら
ず

き
ん
り
に
ゆ
ふ
べ
に
い
た
る
は
な
な
し

に
拠
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
人
の
無
常
を
明
け
方
に
消
え
る
薤
の
葉
の
露
や
夕
暮
れ
に
な
る
と
萎
む
朝
顔
に
喩
え
て
い
る
。

一
方
、
当
の
清
輔
詠
は
松
の
寿
命
を
も
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、『
和
漢
朗
詠
集
考
證
』
等
が
指
摘
す
る
よ
う
に
上
「
槿
」
の
白
居
易
作

の
、２９１

松
樹
千
年
終
是
朽

槿
花
一
日
自
為
栄

白

し
ょ
う
し
う
せ
ん
ね
ん
つ
ひ
に
こ
れ
く
ち
ぬ

き
ん
く
わ
い
ち
じ
つ
お
の
づ
か
ら
え
い
を
な
す

に
学
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。松
も
つ
い
に
は
枯
れ
る
時
が
く
る
、槿
の
花
は
一
日
の
命
し
か
な
い
が
精
一
杯
咲
い
て
い
る
と
詠
む
。

次
に
、『
久
安
百
首
』
詠
で
あ
る
が
、『
清
輔
集
』
に
も
「
夕
立
」
と
し
て
入
る
（
八
五
番
）、

９３０
お
の
づ
か
ら
涼
し
く
も
有
る
か
な
つ
衣
ひ
も
ゆ
ふ
だ
ち
の
雨
の
な
ご
り
に

を
上
げ
よ
う
。『
久
安
百
首
』
に
異
同
は
な
い
が
、『
清
輔
集
』
に
は
第
四
句
を
「
ひ
も
ゆ
ふ
く
れ
の
」
と
す
る
本
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
『
新

古
今
集
』
夏
に
、

崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時

藤
原
清
輔
朝
臣

２６４
お
の
づ
か
ら
す
ず
し
く
も
あ
る
か
夏
衣
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雨
の
な
ご
り
に

と
小
異
を
も
っ
て
入
集
す
る
。

「
な
つ
衣
ひ
も
ゆ
ふ
だ
ち
」
は
『
能
宣
集
』
の
、

（
詞
書
省
略
）

４２
か
ら
こ
ろ
も
ひ
も
ゆ
ふ
だ
ち
に
そ
ほ
ち
つ
つ
な
つ
の
よ
す
が
ら
ぬ
れ
ぎ
ぬ
や
き
む

そ
し
て
「
夏
衣
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
は
『
古
今
集
』
恋
一
の
、

題
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず

５１５
唐
衣
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
な
る
時
は
返
す
返
す
ぞ
人
は
こ
ひ
し
き

の
お
の
お
の
上
二
句
に
近
い
。
こ
れ
ら
は
「
唐
衣
」
で
あ
る
が
、
清
輔
詠
の
よ
う
に
「
夏
衣
」、「
ひ
も
ゆ
ふ
だ
ち
」
の
方
が
爽
涼
感
が
あ
る
。

四

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

五



当
歌
は
上
「
納
涼
」
の
白
居
易
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

１５９
青
苔
地
上
銷
残
雨

緑
樹
陰
前
逐
晩
涼

白

せ
い
た
い
の
ち
し
ゃ
う
さ
ん
う
を
け
す

り
ょ
く
し
う
の
か
げ
の
ま
へ
に
ば
ん
り
ゃ
う
を
お
ふ

に
拠
っ
て
い
る
。「
残
雨
」
を
「
残
暑
」
と
す
る
本
も
あ
る
が
、「
残
雨
」
で
解
す
る
と
、
青
苔
の
む
す
地
上
に
は
雨
の
名
残
り
は
消
え
、
緑

の
木
陰
の
辺
り
に
夕
方
の
涼
し
さ
を
追
い
求
め
る
の
意
と
な
る
。

当
歌
が
『
朗
詠
集
』
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
つ
と
に
細
川
幽
斎
『
詠
歌
大
概
抄
』
に
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
長
く
閑
却
さ
れ
て

（
６
）

き
た
の
を
最
近
三
木
雅
博
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、『
朗
詠
集
』
は
「
残
雨
」、『
清
輔
集
』
は
「
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
本
文
で
も
っ
て
、「
涼

し
く
も
有
る
か
」「
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雨
の
な
ご
り
に
」
な
ど
の
表
現
が
こ
の
詩
句
に
基
く
と
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
三
木
氏
は
『
頼
政
集
』
上
の
、

夏
月

１６７
庭
の
面
は
ま
だ
か
わ
か
ぬ
に
夕
立
の
空
さ
り
げ
な
く
す
め
る
月
か
な

の
上
二
句
が
「
青
苔
地
上
銷
残
雨
」
を
下
敷
に
し
た
表
現
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
源
頼
政
（
一
一
〇
四
―
八
〇
）
は
清
輔
と
親
し
く
、
こ

こ
か
ら
先
の
教
長
を
も
含
め
て
『
朗
詠
集
』
が
彼
ら
共
有
の
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。な

お
、
こ
の
摘
句
は
『
拾
遺
愚
草
』
や
『
拾
玉
集
』
の
句
題
和
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

三

『
久
安
百
首
』
の
清
輔
詠
を
例
歌
に
上
げ
て
説
い
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
諸
注
が
『
朗
詠
集
』
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
清
輔
詠
以

外
の
『
久
安
百
首
』
詠
を
こ
こ
に
幾
首
か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

崇
徳
院
作
の
、

１９
花
は
ね
に
鳥
は
ふ
る
す
に
か
へ
る
な
り
春
の
と
ま
り
を
し
る
人
ぞ
な
き

に
つ
い
て
は
、
上
「
閏
三
月
」
の
清
原
滋
藤
作
の
、

６１
花
悔
帰
根
無
益
悔

鳥
期
入
谷
定
延
期

（
マ
マ
）
藤
滋
藤

は
な
は
ね
に
か
へ
ら
む
こ
と
を
く
ゆ
れ
ど
も
く
ゆ
る
に
え
き
な
し

と
り
は
た
に
に
い
ら
む
こ
と
を
き
す
れ
ど
も
さ
だ
め
て
き
を
の
ぶ

ら
む

に
拠
っ
て
い
る
。
歌
は
、
花
は
根
、
鳥
は
谷
に
帰
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
人
は
春
の
行
き
着
き
先
を
知
ら
な
い
と
詠
み
、
詩
は
、
散
っ
た
花

は
春
が
ま
だ
一
月
あ
る
の
に
気
づ
き
後
悔
し
た
が
無
駄
で
あ
り
、
谷
に
帰
ろ
う
と
し
た
鳥
は
春
が
ま
だ
あ
る
の
を
知
っ
て
帰
る
の
を
延
ば
す

で
あ
ろ
う
の
意
。

藤
原
隆
季
作
の
、

５５２
す
む
水
を
心
な
し
と
は
た
れ
か
い
ふ
氷
ぞ
冬
の
は
じ
め
を
も
し
る

は
上
「
花
付
落
花
」
の
菅
原
文
時
作
の
、

１１７
誰
謂
水
無
心

濃
艶
臨
兮
波
変
色
（
以
下
二
句
省
略
）

同
上（
注
、菅
三
品
）

た
れ
か
い
つ
し
み
づ
こ
こ
ろ
な
し
と

ぢ
ょ
う
え
ん
の
ぞ
ん
で
な
み
い
ろ
を
へ
ん
ず

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
歌
は
、
水
が
凍
る
の
で
水
は
冬
の
到
来
を
知
っ
て
い
る
と
詠
み
、
詩
は
、
水
に
心
が
な
い
と
誰
か
言
っ
て
い
る
が
、

花
影
に
よ
っ
て
波
も
色
を
変
え
る
の
で
心
が
あ
る
の
意
。

こ
の
詩
は
、『
奥
義
抄
』
中
に
、
前
に
述
べ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
『
後
拾
遺
集
』
秋
・
三
一
一
番
の
歌
意
の
説
明
と
し
て
引
用
作
品
名
を

明
記
せ
ず
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
詩
句
の
一
部
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
り
、
あ
る
い
は
踏
ま
え
た
上
で
、
別
の
素
材
を
加
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
詩
句
の
内
容

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ん
で
一
首
を
成
し
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

藤
原
公
能
作
の
、

１０４
梅
の
花
折
り
て
か
ざ
し
に
さ
し
つ
れ
ば
こ
ろ
も
に
お
つ
る
雪
か
と
ぞ
み
る

六
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は
上
「
子
日
」
の
橘
在
列
作
の
、

３０
（
前
二
句
省
略
）
折
梅
花
挿
頭

二
月
之
雪
落
衣

尊
敬

ば
い
く
わ
を
を
て
か
う
べ
に
さ
し
は
さ
め
ば

じ
ぐ
ゑ
つ
の
ゆ
き
こ
ろ
も
に
お
つ

の
ほ
ぼ
直
訳
的
な
摂
取
と
な
っ
て
い
る
。

い
ま
一
例
は
、
藤
原
季
通
作
の
、

４４８
こ
と
ご
と
に
か
な
し
か
り
け
り
む
べ
し
こ
そ
秋
の
心
を
う
れ
へ
と
い
ひ
け
れ

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
上
「
秋
興
」
の
小
野
篁
作
の
、

２２４
物
色
自
堪
傷
客
意

宜
将
愁
字
作
秋
心

野

も
の
の
い
ろ
は
お
の
づ
か
ら
か
く
の
こ
こ
ろ
を
い
た
ま
し
む
る
に
た
へ
た
り

う
べ
な
り
う
れ
へ
の
じ
を
も
て
あ
き
の
こ
こ
ろ
に
つ
く

れ
る
こ
と

を
踏
襲
し
て
お
り
、
特
に
後
の
句
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
で
い
る
体
の
歌
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
四
首
は
い
ず
れ
も
『
千
載
集
』
に
「
百
首
歌
」
の
歌
と
い
う
旨
の
詞
書
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

叙
上
の
よ
う
に
、『
久
安
百
首
』
成
立
時
の
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
こ
ろ
に
は
『
朗
詠
集
』
に
依
拠
し
て
詠
歌
す
る
風
潮
の
存
し
た
こ

と
が
充
分
に
窺
知
せ
ら
れ
、
こ
の
情
況
も
清
輔
の
詠
作
活
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

迂
遠
な
こ
と
を
し
て
き
た
が
、
こ
こ
に
清
輔
詠
に
戻
り
、『
久
安
百
首
』
に
は
な
く
『
清
輔
集
』
に
だ
け
み
ら
れ
る
歌
を
上
げ
て
説
明
し

て
い
こ
う
。

「
鶯
」
の
、

１１
な
に
ご
と
を
春
の
日
く
ら
し
お
も
ふ
ら
ん
霞
の
底
に
む
せ
ぶ
う
ぐ
ひ
す

に
あ
る
「
霞
の
底
」
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。

こ
の
措
辞
は
『
清
輔
集
』
で
は
他
に
も
「
海
上
晩
霞
」
の
、

７
夕
し
ほ
に
ゆ
ら
の
と
わ
た
る
あ
ま
を
舟
か
す
み
の
底
に
こ
ぎ
ぞ
入
り
ぬ
る

に
み
え
、
こ
れ
ら
は
「
霞
の
中
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

「
底
」
を
詠
み
込
む
も
の
に
「
郭
公
声
幽
」
の
、

６９
か
ざ
こ
し
を
ゆ
ふ
こ
え
く
れ
ば
時
鳥
ふ
も
と
の
雲
の
底
に
鳴
く
な
り

の
「
雲
の
底
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
『
詞
花
集
』
雑
下
の
、

し
な
の
の
か
み
に
て
く
だ
り
け
る
に
か
ざ
こ
し
の
み
ね
に
て

藤
原
家
経
朝
臣

３８９
か
ざ
こ
し
の
み
ね
の
う
へ
に
て
み
る
時
は
雲
は
ふ
も
と
の
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

に
倣
っ
た
思
し
く
、
こ
の
「
底
」
は
辺
り
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
「
霞
の
底
」「
雲
の
底
」
は
『
朗
詠
集
』
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
が
、『
本
朝
文
粋
』『
法
性
寺
殿
御
集
』『
本
朝
無
題
詩
』
に

（
７
）

頻
出
す
る
措
辞
で
あ
る
。

『
清
輔
集
』
で
「
底
」
を
含
む
歌
題
と
し
て
は
、

風
底
荻

１１２
荻
原
と
よ
そ
に
き
き
つ
る
風
の
音
の
袂
に
ち
か
く
吹
き
す
ぐ
る
か
な

が
あ
る
。「
風
底
」
は
『
朗
詠
集
』
上
「
擣
衣
」
の
具
平
親
王
作
に
、

３４９
風
底
香
飛
双
袖
挙

月
前
杵
怨
両
眉
低

後
中
書
王

か
ぜ
の
そ
こ
に
か
と
ん
で
さ
う
し
う
あ
が
る

つ
き
の
ま
へ
に
し
ょ
う
ら
ん
で
り
ゃ
う
び
た
れ
り

と
み
え
る
。
前
の
句
に
お
い
て
、
衣
に
た
き
し
め
た
芳
香
が
漂
い
、
両
方
の
袖
が
上
下
し
て
い
る
砧
を
う
つ
女
を
述
べ
、
後
の
句
で
、
月
光

の
も
と
両
眉
を
た
れ
て
遠
方
の
夫
を
思
っ
て
う
ち
沈
ん
で
い
る
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
。

清
輔
詠
も
含
め
て
考
え
る
と
、「
風
底
」
は
風
の
吹
い
て
く
る
辺
り
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
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清
輔
詠
に
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、「
露
の
底
」
と
い
う
表
現
も
『
朗
詠
集
』
に
あ
り
、
上
「
藤
」
の
源
相
規
作
に
、

１３４
紫
藤
露
底
残
花
色

翠
竹
煙
中
暮
鳥
声

相
規

し
と
う
の
つ
ゆ
の
そ
こ
の
さ
ん
く
わ
の
い
ろ

す
い
ち
く
の
け
ぶ
り
の
う
ち
の
ぼ
て
う
の
こ
ゑ

と
み
え
る
。
歌
で
は
、
た
と
え
ば
『
新
古
今
集
』
秋
下
の
、

百
首
歌
中
に

式
子
内
親
王

４７４
あ
と
も
な
き
庭
の
あ
さ
ぢ
に
む
す
ぼ
ほ
れ
露
の
そ
こ
な
る
松
虫
の
声

の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
こ
の
措
辞
は
露
の
降
り
て
い
る
辺
り
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
「
〇
〇
の
底
」
型
の
表
現
は
院
政
期
か
ら
新
古
今
時
代
に
か
け
て
多
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
石
川
泰
水
氏
は

（
８
）

「
本
朝
詩
に
お
け
る
流
行
表
現
の
和
語
化
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
清
輔
は
こ
れ
ら
が
『
朗
詠
集
』
に
も
見
出

さ
れ
る
表
現
で
あ
る
の
で
、
こ
と
さ
ら
に
こ
の
流
行
に
従
う
べ
く
自
詠
に
多
く
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
９
）

当
の
一
一
番
歌
に
つ
い
て
、『
朗
詠
集
』
と
の
関
係
で
い
え
ば
「
む
せ
ぶ
」
に
よ
り
注
目
し
た
い
。

上
「
鶯
」
の
元
�
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

６５
咽
霧
山
鶯
啼
尚
少

穿
沙
蘆
筍
葉
纔
分

元

き
り
に
む
せ
ぶ
さ
ん
あ
う
は
な
く
こ
と
な
ほ
わ
か
し

い
さ
ご
を
う
が
つ
ろ
し
ゅ
ん
は
は
わ
づ
か
に
わ
か
れ
た
り

が
あ
る
。
こ
の
前
の
句
を
題
と
し
て
『
句
題
和
歌
』
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
著
名
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。

清
輔
詠
に
「
む
せ
ぶ
う
ぐ
ひ
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
当
詩
に
依
拠
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
む
せ
ぶ
」
は
清
輔
の
『
和
歌
初
学
抄
』
に

「
嗚
咽
也
ト
ヾ
コ
ホ
リ
ユ
カ
ヌ
也
」
と
あ
る
。
霧
の
中
で
む
せ
ぶ
よ
う
に
鳴
く
鶯
は
ま
だ
季
節
に
は
早
い
の
で
上
手
で
は
な
い
と
い
う
詩
に

対
し
て
、
霞
の
底
で
鶯
が
む
せ
び
鳴
く
の
を
聞
い
て
春
の
一
日
中
何
を
思
っ
て
鳴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
擬
人
化
し
て
詠
ん
で
い
る
。
霧

を
春
の
景
に
相
応
し
く
霞
に
詠
み
か
え
て
「
霞
の
底
」
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
鶯
の
姿
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
霞
の
立
ち

込
め
て
い
る
中
あ
る
い
は
辺
り
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
む
せ
ぶ
」
は
『
朗
詠
集
』
の
他
の
詩
に
も
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

下
「
仙
家
」
の
紀
長
谷
雄
作
に
、

５５１
虚
�
有
声
寒
溜
咽

故
山
無
主
晩
雲
孤

山
無
隠
紀

き
ょ
か
ん
に
こ
ゑ
あ
て
か
ん
り
う
む
せ
ぶ

こ
さ
ん
に
ぬ
し
な
く
し
て
ば
ん
う
ん
こ
な
り

と
あ
り
、
冷
た
い
泉
の
音
が
む
せ
ぶ
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
い
う
。
ま
た
、
下
「
行
旅
」
の
慶
滋
為
雅
作
の
、

６４３
暁
入
長
松
之
洞

巌
泉
咽
嶺
猿
吟
（
以
下
二
句
省
略
）
為
雅

あ
か
つ
き
ち
ゃ
う
し
ょ
う
の
ほ
ら
に
い
れ
ば

が
ん
せ
ん
む
せ
ん
で
れ
い
ゑ
ん
ぎ
ん
ず

が
あ
り
、
岩
間
を
流
れ
る
水
音
が
む
せ
ぶ
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
詠
む
。
そ
し
て
、
下
「
管
絃
」
の
白
居
易
作
の
、

４６３
（
前
四
句
省
略
）
第
五
絃
声
尤
掩
抑

隴
水
凍
咽
流
不
得

五
絃
弾

だ
い
ご
の
く
ゑ
ん
の
こ
ゑ
は
も
と
も
え
ん
よ
く
せ
り

り
ょ
う
す
い
こ
ほ
り
む
せ
ん
で
な
が
る
る
こ
と
を
え
ず

が
あ
り
、
隴
山
の
川
の
水
が
氷
に
閉
ざ
さ
れ
て
流
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
む
せ
ぶ
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
は
水
流
を
対
象
と
す
る
点
で
『
朗
詠
集
』
の
六
五
番
詠
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
語
は
『
朗
詠
集
』
当
時
の
流
行
表
現
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
む
せ
ぶ
」
は
和
歌
に
お
い
て
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

新
古
今
時
代
か
ら
は
増
え
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
は
そ
れ
ほ
ど
多
用
さ
れ
た
表
現
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
『
後
拾
遺
集
』
恋
二

の
藤
原
実
方
作
の
、

（
詞
書
省
略
）

７０７
わ
す
れ
ず
よ
ま
た
わ
す
れ
ず
よ
か
は
ら
や
の
し
た
た
く
け
ぶ
り
し
た
む
せ
び
つ
つ

が
あ
る
。「
し
た
む
せ
ぶ
」
と
表
現
さ
れ
、
煙
に
む
せ
る
よ
う
に
心
の
中
で
む
せ
び
泣
く
と
い
う
。
そ
し
て
清
輔
に
近
く
は
源
俊
頼
の
『
散

木
奇
歌
集
』
春
に
、

霞
の
歌
と
て
よ
め
る

１５
春
き
ぬ
と
聞
き
だ
に
あ
へ
ぬ
あ
け
く
れ
に
か
す
み
に
む
せ
ぶ
ま
の
の
は
ぎ
原

一
〇

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

一
一



と
み
え
、
早
春
の
霞
に
込
め
ら
れ
て
む
せ
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
真
野
の
萩
原
を
詠
ん
で
い
る
。
清
輔
詠
と
同
じ
よ
う
に
「
霞
に
む
せ
ぶ
」

と
あ
る
が
、
鶯
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。

な
お
、『
清
輔
集
』
に
は
他
に
「
む
せ
ぶ
」
を
詠
み
込
む
三
首
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
詞
書
や
歌
題
は
省
略
に
従
う
が
、

７８
雲
ゐ
ま
で
ふ
じ
の
煙
の
の
ぼ
ら
ず
は
む
せ
ぶ
お
も
ひ
も
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し

２６２
ひ
と
り
ね
て
床
の
う
ら
わ
に
夜
も
す
が
ら
む
せ
ぶ
け
ぶ
り
は
海
士
の
た
く
火
か

２８７
し
の
ぶ
山
し
た
ゆ
く
水
の
た
へ
か
ね
て
む
せ
ぶ
お
も
ひ
を
も
ら
し
つ
る
か
な

と
あ
り
、
好
み
の
歌
詞
で
あ
っ
た
。

次
に
「
月
」
の
、

１２６
ゆ
く
こ
ま
の
つ
め
の
か
く
れ
ぬ
白
雪
や
千
里
の
外
に
す
め
る
月
影

を
み
よ
う
。
積
雪
で
も
馬
の
爪
が
隠
れ
な
い
よ
う
に
思
え
た
の
は
実
は
遠
く
ま
で
澄
み
渡
っ
て
い
る
月
の
光
で
あ
っ
た
と
い
う
歌
意
で
、
見

立
て
の
歌
で
あ
る
。
月
が
千
里
の
彼
方
ま
で
照
ら
す
と
い
う
の
は
『
朗
詠
集
』
に
散
見
さ
れ
る
が
、
特
に
次
の
詩
句
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

だ
ろ
う
か
。

上
「
雪
」
の
謝
観
（
あ
る
い
は
賈
嵩
と
も
）
作
の
、

３７４
暁
入
梁
王
之
苑

雪
満
群
山

夜
登
�
公
之
楼

月
明
千
里

白
賦

あ
か
つ
き
り
ゃ
う
わ
う
の
そ
の
に
い
れ
ば

ゆ
き
く
ん
さ
ん
に
み
て
り

よ
る
ゆ
う
こ
う
が
ろ
う
に
の
ぼ
れ
ば

つ
き
せ
ん
り
に
あ
き

ら
か
な
り

で
あ
り
、『
江
談
抄
』
六
に
入
る
。
天
地
す
べ
て
が
純
白
な
景
観
を
詠
む
清
輔
詠
と
同
じ
く
「
雪
」「
月
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
周

知
の
ご
と
く
『
枕
草
子
』「
雪
の
い
と
た
か
う
は
あ
ら
で
」
に
、

あ
け
ぐ
れ
の
ほ
ど
に
返
と
て
、「
雪
な
に
の
や
ま
に
み
て
り
」
と
誦
し
た
る
は
、
い
と
を
か
し
き
物
也
。

と
み
え
る
。「
な
に
の
や
ま
」
は
「
群
山
」
を
ぼ
か
し
て
言
っ
た
も
の
。
六
条
藤
家
は
『
枕
草
子
』
を
歌
学
書
の
よ
う
な
意
識
で
読
ん
で
い

た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
お（
１０
）り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
思
し
い
歌
が
清
輔
詠
に
幾
首
か
存
し
て
い（
１１
）る
。
こ
れ
も
『
枕
草
子
』
に
ヒ

ン
ト
を
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
以
外
に
も
、「
千
里
の
外
」
の
参
考
と
な
る
も
の
に
、
上
「
十
五
夜
付
月
」
の
白
居
易
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

２４２
三
五
夜
中
新
月
色

二
千
里
外
故
人
心

白

さ
ん
ご
や
ち
う
の
し
ん
ぐ
ゑ
つ
の
い
ろ

じ
せ
ん
り
の
ほ
か
の
こ
じ
ん
の
こ
こ
ろ

が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
日
本
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
清
輔
詠
の
よ
う
に
は
「
二
千
里
外
」
が
月
光
と
直
接
結
び
つ
く
わ
け

で
は
な
い
。

ま
た
、
同
じ
「
十
五
夜
付
月
」
の
紀
長
谷
雄
作
の
、

２４４
（
前
二
句
省
略
）
千
万
里
外

皆
争
於
吾
家
之
光

紀

せ
ん
ば
ん
り
の
ほ
か
に

み
な
わ
が
い
へ
の
ひ
か
り
を
あ
ら
そ
ふ

が
あ
り
、
十
五
夜
の
月
が
千
万
里
の
遠
く
ま
で
明
る
く
さ
え
わ
た
り
、
皆
自
分
の
家
の
月
が
最
も
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

三
七
四
番
詠
は
雪
と
月
が
詠
ま
れ
て
い
た
が
、
清
輔
詠
の
よ
う
に
見
立
て
で
は
な
く
、
後
の
二
例
は
雪
の
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
月

光
を
雪
に
見
立
て
る
と
い
う
発
想
は
同
じ
く
「
十
五
夜
付
月
」
の
白
居
易
作
で
『
千
載
佳
句
』
に
も
収
め
ら
れ
る
、

２４３
嵩
山
表
裏
千
重
雪

洛
水
高
低
両
顆
珠

白

す
う
さ
ん
へ
う
り
せ
ん
ち
ょ
う
の
ゆ
き

ら
く
す
い
か
う
て
い
り
ゃ
う
く
わ
の
た
ま

に
あ
る
。
こ
の
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
六
五
で
「
八
月
十
五
日
夜
、
同
二

諸
客
一

翫
レ

月
」
の
も
と
に
作
ら
れ
た
。
月
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
嵩

山
は
山
全
体
が
千
重
の
雪
を
か
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
詠
む
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
清
輔
は
『
朗
詠
集
』
の
三
七
四
番
詠
や
「
十
五
夜
付
月
」
の
二
四
二
〜
四
番
詠
に
学
ん
だ
と
考
え
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

次
は
「
こ
ま
の
つ
め
」
を
問
題
に
し
よ
う
。

一
二

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

一
三



こ
の
表
現
は
頻
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
古
く
は
『
万
葉
集
』
一
八
の
大
伴
家
持
作
の
長
歌
に
、

４１４６
す
め
ろ
き
の

し
き
ま
す
く
に
の

あ
め
の
し
た

よ
も
の
み
ち
に
は

う
ま
の
つ
め

い
つ
く
す
き
は
み
（
以
下
省
略
）

と
「
う
ま
の
つ
め
」
が
み
え
、
こ
こ
は
馬
の
蹄
が
す
り
減
っ
て
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
『
江
帥
集
』
に
、

ま
か
で
音
声
、
ふ
な
せ
の
は
し

３４６
み
つ
ぎ
も
の
は
こ
ぶ
ふ
な
せ
の
か
け
は
し
に
こ
ま
の
ひ
づ
め
の
お
と
ぞ
た
え
せ
ぬ

と
あ
り
、
馬
蹄
の
音
を
詠
む
。

蹄
が
隠
れ
る
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
下
「
草
」
の
慶
滋
保
胤
作
の
、

４３９
華
山
有
馬
蹄
猶
露

傅
野
無
人
路
漸
滋

保
胤

く
わ
さ
ん
に
む
ま
あ
て
ひ
づ
め
な
ほ
あ
ら
は
な
り

ふ
や
に
ひ
と
な
く
し
て
み
ち
や
う
や
く
に
し
げ
し

に
倣
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
華
山
は
春
の
草
が
若
く
て
馬
蹄
を
隠
す
ほ
ど
に
は
生
長
し
て
い
な
い
と
詠
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

「
紅
葉
」
に
、

１７７
も
み
ぢ
す
る
お
な
じ
み
山
の
梢
に
て
ひ
と
り
さ
め
た
る
岩
ね
松
か
な

が
あ
る
。
こ
の
「
紅
葉
」
歌
群
（
一
七
五
番
―
八
〇
）
は
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
三
―
五
月
こ
ろ
に
披
講
さ
れ
た
『
師
光
百
首
』
の
歌
と

推
察
さ
れ（
１２
）る

。『
類
題
鈔
』
に
「
十
座
百
首
」
と
し
て
上
が
る
一
〇
題
各
一
〇
首
の
一
に
「
紅
葉
」
題
が
み
え
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

当
歌
は
上
「
紅
葉
」
の
大
江
以
言
作
の
、

３０４
外
物
独
醒
松
�
色

余
波
合
力
錦
江
声

以
言

ぐ
わ
い
ぶ
つ
の
ひ
と
り
さ
め
た
る
は
し
ょ
う
か
ん
の
い
ろ

よ
は
の
か
ふ
り
ょ
く
す
る
は
き
ん
か
う
の
こ
ゑ

に
拠
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。『
江
談
抄
』
四
に
入
る
。
山
全
体
が
紅
葉
し
て
い
る
の
に
ひ
と
り
醒
め
た
よ
う
に
み
え
る
の
は
溪
間
の
緑
色
を
し

て
い
る
松
だ
け
だ
と
前
の
句
に
詠
ん
で
お
り
、
清
輔
が
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

清
輔
詠
と
同
趣
の
歌
に
次
の
二
首
が
あ
る
。

一
首
は
「
太
皇
太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
」
の
「
紅
葉
」
八
番
左
の
源
伊
行
作
の
、

８７
紅
葉
ば
は
紅
ふ
か
く
成
り
ゆ
け
ど
独
さ
め
た
る
松
の
色
か
な

で
あ
る
。
小
侍
従
作
の
、

８８
は
は
そ
原
し
ぐ
る
る
ま
ま
に
と
き
は
木
の
ま
れ
な
り
け
る
も
今
ぞ
み
え
け
る

と
番
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
八
月
に
催
行
さ
れ
て
い
る
。
判
者
の
清
輔
は
、

左
右
と
も
に
紅
葉
を
ば
お
き
て
と
き
は
木
を
よ
ま
れ
た
れ
ば
題
の
ほ
い
な
く
や
、
右
は
す
が
た
は
ま
さ
り
た
れ
ど
む
げ
に
も
み
ぢ
み
え

ず
、
又
あ
や
し
く
、
つ
ひ
に
も
み
ぢ
ぬ
松
も
み
え
け
れ
、
と
云
ふ
歌
も
思
ひ
い
で
ら
る
れ
ば
た
だ
持
に
て
侍
る
べ
し

と
判
じ
る
。
清
輔
は
右
詠
に
判
詞
の
多
く
を
費
や
し
て
お
り
、『
古
今
集
』
冬
の
、

寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た

よ
み
人
し
ら
ず

３４０
雪
ふ
り
て
年
の
く
れ
ぬ
る
時
に
こ
そ
つ
ひ
に
も
み
ぢ
ぬ
松
も
見
え
け
れ

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
伊
行
詠
に
対
し
て
は
、
清
輔
は
自
ら
の
七
年
前
の
一
七
七
番
歌
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
せ
ず
、
ま
た
、
冒
頭

で
述
べ
た
よ
う
な
相
応
し
い
『
朗
詠
集
』
の
漢
詩
（
三
〇
四
番
）
で
も
っ
て
判
じ
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。

伊
行
と
し
て
は
、
清
輔
詠
の
「
ひ
と
り
さ
め
た
る
」
と
い
う
表
現
―
清
輔
は
そ
の
新
奇
さ
に
興
趣
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
―
に
魅
力
を
感

じ
て
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
判
詞
で
指
摘
す
る
よ
う
に
清
輔
詠
と
同
じ
く
「
紅
葉
」
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
松
」
の
方
に
ポ
イ
ン

ト
が
置
か
れ
て
い
る
。

い
ま
一
首
は
藤
原
公
重
（
？
―
一
一
七
八
）
の
『
風
情
集
』
に
「
紅
葉
十
首

付
落
葉
御
室
に
て
」
と
し
て
入
る
、

２７２
ま
つ
の
み
ぞ
ひ
と
り
さ
め
た
る
し
ら
つ
ゆ
の
ゑ
ひ
を
す
す
む
る
木
木
の
あ
た
り
に

で
あ
る
。「
ひ
と
り
さ
め
た
る
」
は
今
ま
で
と
同
じ
だ
が
、
紅
葉
が
進
む
の
を
「
ゑ
ひ
を
す
す
む
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
が
目
新
し
く
て

眼
目
で
あ
ろ
う
。
詠
作
年
時
に
つ
い
て
は
、「
御
室
に
て
」
と
あ
る
の
で
覚
性
法
親
王
（
一
一
二
九
―
六
九
）
の
許
で
催
行
さ
れ
た
歌
会
か

一
四

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

一
五



と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
な
ら
ば
法
親
王
の
薨
年
以
前
の
こ
と
と
な
る
。
公
重
と
清
輔
は
活
躍
時
期
が
ほ
ぼ
重
な
り
、
か
つ
親
交
の
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
両
歌
の
影
響
関
係
を
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
と
あ
り
、
後
に
『
千
載
集
』
秋
上
に
も
「
題
し
ら
ず
」
と
し
て
入
る
、

１５７
ふ
け
に
け
る
わ
が
よ
の
ほ
ど
ぞ
あ
は
れ
な
る
か
た
ぶ
く
月
は
又
も
い
で
な
む

菊

お
よ
び
「
老
思
残
花
」
の
、

１９０
す
ぎ
に
け
る
わ
が
さ
か
り
を
ぞ
思
ふ
べ
き
う
つ
ろ
ふ
菊
は
又
も
さ
き
な
ん

を
上
げ
よ
う
。
歌
体
の
酷
似
す
る
二
首
で
あ
る
が
、
前
者
は
沈
ん
だ
月
は
ま
た
昇
る
が
人
生
の
秋
は
一
度
限
り
だ
、
後
者
は
色
あ
せ
た
菊
は

ま
た
翌
年
花
を
咲
か
せ
る
が
人
生
の
盛
年
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
と
い
う
歌
意
で
あ
り
、
と
も
に
人
生
の
無
常
を
詠
ん
で
い
る
。
さ
ほ
ど

珍
し
く
も
な
い
発
想
で
は
あ
る
が
、
二
首
の
詩
句
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
首
は
下
「
懐
旧
」
の
菅
原
文
時
作
の
、

７４５
金
谷
酔
花
之
地

花
毎
春
匂
而
主
不
帰

南
楼
嘲
月
之
人

月
与
秋
期
而
身
何
去

菅
三
品

き
ん
こ
く
に
は
な
に
ゑ
う
し
ち

は
な
は
る
ご
と
に
に
ほ
う
て
し
ゅ
か
へ
ら
ず

な
ん
ろ
う
に
つ
き
を
あ
ざ
け
し
ひ
と

つ
き
あ
き
と

ご
し
て
み
い
づ
く
ん
か
さ
る

で
あ
り
、
花
や
月
は
毎
年
同
じ
よ
う
に
戻
っ
て
く
る
け
れ
ど
も
人
間
は
い
っ
た
ん
世
を
去
れ
ば
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
詠
む
。『
枕
草

子
』「
故
殿
の
御
た
め
に
」
に
、
頭
中
将
藤
原
斉
信
が
「
月
秋
と
期
し
て
身
い
づ
く
か
」
と
第
四
句
を
誦
じ
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。

い
ま
一
首
は
下
「
無
常
」
の
宋
之
問
作
の
古
来
有
名
な
、

７９１
年
年
歳
歳
花
相
似

歳
歳
年
年
人
不
同

宋
之
問

ね
ん
ね
ん
せ
い
せ
い
は
な
あ
ひ
に
た
り

せ
い
せ
い
ね
ん
ね
ん
に
ひ
と
お
な
じ
か
ら
ず

で
あ
り
、
花
と
人
間
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
は
七
四
五
番
詠
と
は
違
っ
て
い
る
。
清
輔
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
七
四
五
番
詠
を
ヒ
ン
ト

に
月
と
花
と
に
分
け
て
お
の
お
の
一
首
ず
つ
作
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
七
四
五
番
詠
は
花
は
春
の
景
と
し
て
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
菊
を
対
象
と
す
る
清
輔
詠
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
清
輔
が
秋
の
悲
哀
感
を
加
味
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

な
お
、『
久
安
百
首
』
に
お
い
て
も
清
輔
は
、

９１５
年
を
へ
て
我
が
身
は
あ
ら
ず
な
り
ゆ
け
ど
花
の
す
が
た
は
か
は
ら
ざ
り
け
り

と
同
趣
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

「
竜
門
廿
五
名
所
中
」
の
、

３６２
あ
ま
人
の
む
か
し
の
跡
を
き
て
み
れ
ば
む
な
し
き
ゆ
か
を
は
ら
ふ
谷
風

を
検
討
し
よ
う
。「
竜
門
」
は
仙
僧
が
竜
門
滝
で
修
行
し
庵
室
を
構
え
た
地
と
さ
れ
る
。
初
句
「
あ
ま
人
」
は
も
と
も
と
天
女
の
こ
と
で
あ

や
歟

り
、
こ
こ
は
仙
人
の
意
の
「
や
ま
人
」
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
げ
ん
に
『
清
輔
集
』
に
「
や
ま
人
」
や
「
あ
ま
人
」
と
み
え

る
本
が
あ
り
、
こ
れ
を
入
集
す
る
『
千
載
集
』
雑
上
（
一
〇
三
九
番
）
は
「
山
人
」
と
あ
る
。

「
む
な
し
き
ゆ
か
」
は
『
大
弐
高
遠
集
』
に
、

一
生
遂
向
空
床
宿

２６６
う
ち
は
へ
て
む
な
し
き
ゆ
か
の
さ
び
し
さ
に
し
ば
し
ま
ど
ろ
む
と
き
ぞ
す
く
な
き

と
詠
ま
れ
、
独
居
生
活
の
寂
し
い
寝
床
を
い
う
。

「
風
が
払
ふ
」
と
い
う
措
辞
は
『
久
安
百
首
』
の
藤
原
季
通
詠
に
、

４３６
秋
の
夜
は
松
を
は
ら
は
ぬ
風
だ
に
も
か
な
し
き
こ
と
の
ね
を
な
か
ず
や
は

と
み
え
、『
千
載
集
』
秋
下
に
も
「
崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
秋
の
う
た
と
て
よ
め
る
」（
三
〇
四
番
）
の
詞
書
で
入
っ
て
い

る
。
こ
の
措
辞
は
『
和
漢
朗
詠
集
考
證
』
等
の
諸
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
下
「
管
絃
」
の
白
居
易
作
の
、

４６３
第
一
第
二
絃
索
索

秋
風
払
松
疎
韻
落
（
以
下
四
句
省
略
）

五
絃
弾

だ
い
い
ち
だ
い
に
の
く
ゑ
ん
は
さ
く
さ
く
た
り

あ
き
の
か
ぜ
ま
つ
を
は
ら
て
そ
ゐ
ん
お
つ
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に
拠
る
。
先
の
清
輔
詠
一
一
番
歌
の
「
む
せ
ぶ
」
で
当
詩
の
第
五
、
六
句
を
引
い
て
い
る
。
詩
が
琵
琶
の
絃
を
鳴
ら
す
と
も
の
寂
し
げ
な
音

が
し
、
秋
風
が
松
の
枝
を
通
っ
て
ざ
わ
ざ
わ
と
音
を
立
て
る
と
い
う
の
に
対
し
て
、
季
通
詠
は
秋
の
夜
は
松
を
吹
か
な
い
風
で
さ
え
も
悲
し

い
こ�

と�

を
思
わ
せ
る
琴�

の
音
を
た
て
て
い
る
と
詠
む
。
共
通
す
る
の
は
「
松
を
払
う
風
」「
琴
（
琵
琶
）」
で
あ
り
、
季
通
詠
は
当
詩
を
意
識

し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
清
輔
詠
は
風
が
松
を
払
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
楽
器
と
も
な
ん
ら
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、『
和
漢
朗
詠
集
考
證
』

等
が
指
摘
す
る
よ
う
に
下
「
仙
家
」
の
菅
原
文
時
作
の
、

５４７
石
床
留
洞
嵐
空
払

玉
案
抛
林
鳥
独
啼

せ
き
し
ゃ
う
ほ
ら
に
と
ど
ま
て
あ
ら
し
む
な
し
く
は
ら
ふ

ぎ
ょ
く
あ
ん
は
や
し
に
な
げ
う
て
と
り
ひ
と
り
な
く

の
前
の
句
に
従
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
洞
穴
の
中
に
残
る
仙
人
の
石
の
寝
台
を
嵐
が
空
し
く
吹
く
ば
か
り
、
林
の
中
に
捨
て
ら

れ
た
玉
の
机
を
鳥
が
訪
れ
て
悲
し
げ
に
鳴
く
の
み
だ
と
い
う
。
清
輔
詠
の
「
む
な
し
き
ゆ
か
」
は
こ
こ
は
洞
穴
の
中
の
石
床
で
あ
る
。

な
お
、
当
詩
は
引
用
部
分
を
含
む
五
四
六
―
九
番
の
四
連
で
も
っ
て
一
つ
の
詩
を
成
し
て
お
り
、
仙
人
が
昇
天
し
た
あ
と
の
景
物
を
主
に

詠
む
最
初
は
、

５４６
丹
竈
道
成
仙
室
静

山
中
景
色
月
華
低

菅
三
品

た
ん
さ
う
み
ち
な
て
せ
ん
し
つ
し
づ
か
な
り

さ
ん
ち
う
の
け
い
そ
く
は
ぐ
ゑ
つ
く
わ
た
れ
り

で
あ
り
、
こ
の
仙
人
は
丹
薬
を
か
ま
ど
で
練
っ
て
仙
道
を
修
め
た
と
い
う
。
清
輔
は
二
人
の
仙
人
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
意
図
で
も
っ

て
こ
の
歌
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、「
月
三
十
五
首
の
な
か
に
」
の
、

１４６
し
き
た
へ
の
枕
に
お
つ
る
月
み
れ
ば
あ
れ
た
る
宿
も
う
れ
し
か
り
け
り

を
上
げ
よ
う
。
こ
れ
は
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ（
１３
）る
が
、
清
輔
詠
に
は
他
に
も
、

森
間
寒
月

２１８
冬
が
れ
の
森
の
朽
葉
の
霜
の
う
へ
に
お
ち
た
る
月
の
影
の
さ
む
け
さ

と
「
お
ち
た
る
月
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
意
味
か
ら
し
て
「
も
れ
た
る
月
」
で
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
の
は
『
古

今
集
』
秋
上
の
、

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

１８４
こ
の
ま
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば
心
づ
く
し
の
秋
は
き
に
け
り

の
「
も
り
く
る
月
」
が
清
輔
本
『
古
今
集
』
で
は
「
お
（
を
）
ち
た
る
月
」
と
あ
り
、
こ
の
本
文
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
た
め
の
営
為
で
あ

る
と
述
べ
て
お
い
た
。

し
か
し
、
当
歌
を
「
お
つ
る
月
」
で
は
な
く
「
枕
に
お
つ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
佐
藤
恒
雄
氏

は
こ
の
表
現
は
和
歌
の
独
創
で
は
な
く
、
平
安
中
末
期
の
漢
詩
の
中
に
数
多
く
見
出
せ
る
「
落
枕
」
の
和
語
表
現
で
あ
る
と
論
じ
て
い（
１４
）る
。

こ
れ
は
『
朗
詠
集
』
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
成
立
の
『
江
吏
部
集
』
や
清
輔
晩
年
期
の
『
本
朝
無
題
詩
』
か
ら
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
今

ま
で
の
例
か
ら
も
清
輔
は
『
朗
詠
集
』
に
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
。
当
歌
の
用
例
が
最
も
早
く
、
他
を
介
し
て
で
は
な
い
と

推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
該
当
す
る
の
は
下
「
隣
家
」
の
菅
原
文
時
作
の
、

５７５
落
枕
波
声
分
岸
夢

当
廉
柳
色
両
家
春

菅
三
品

ま
く
ら
に
お
つ
る
な
み
の
こ
ゑ
は
き
し
を
わ
か
つ
ゆ
め

す
だ
れ
に
あ
た
れ
る
や
な
ぎ
の
い
ろ
は
り
ゃ
う
か
の
は
る

で
あ
る
。
枕
許
に
近
く
聞
こ
え
る
波
音
は
岸
を
隔
て
た
両
家
の
人
の
夢
の
中
に
入
る
と
い
う
の
が
前
の
句
の
意
味
で
あ
り
、
清
輔
は
荒
廃
し

た
家
の
枕
許
近
く
に
差
し
込
ん
で
く
る
月
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
家
証
本
の
本
文
の
優
秀
さ
の
誇
示
、『
朗
詠
集
』
の
摂
取
の
ど
ち
ら
が
積
極
的
に
清
輔
を
し
て
当
歌
を
詠
ま
し
め

た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
（
多
分
両
方
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
清
輔
に
と
っ
て
は
「
枕
に
お
つ
る
月
」
と

い
う
措
辞
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
う
。
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五

以
上
、
藤
原
清
輔
と
『
朗
詠
集
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
据
え
て
論
述
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
『
朗
詠
集
』

は
必
須
の
知
識
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
清
輔
も
そ
う
い
う
情
況
の
中
に
い
た
わ
け

で
あ
る
が
、
清
輔
の
『
朗
詠
集
』
へ
の
態
度
は
先
の
い
く
ら
か
の
点
お
よ
び
清
輔
の
性
格
か
ら
鑑
み
て
、
人
の
歌
に
倣
う
こ
と
で
間
接
的
に

知
っ
た
の
で
は
な
く
、
直
接
学
ん
だ
上
で
詠
歌
に
生
か
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、
清
輔
と
親
交
の
あ
っ
た
教
長
、
頼
政
、
公
重
が
清
輔
と
同
じ
漢
詩
を
用
い
て
詠
歌
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
当
時
の

情
況
が
前
述
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
看
過
で
き
な
い
事
実
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、ま
っ
た
く
の
臆
測
だ
が
、気
の
合
っ
た
歌
人
グ
ル
ー

プ
の
中
で
勉
強
会
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
場
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
拙
著
『
六
条
藤
家
清
輔
の
研
究
』
所
収
「
第
二
章

藤
原
清
輔
の
詠
歌
」

（
２
）
日
比
野
浩
信
氏
「『
清
輔
集
』
の
一
性
格
―
歌
合
歌
の
入
集
を
中
心
に
―
」（
樋
口
芳
麻
呂
氏
編
『
王
朝
和
歌
と
史
的
展
開
』）

（
３
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
解
説
」

（
４
）
柳
澤
良
一
氏
「
院
政
期
和
歌
と
白
居
易
―
藤
原
俊
成
の
歌
論
・
和
歌
に
つ
い
て
―
」（『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
三
巻
）

（
５
）
『
久
安
百
首
全
釈
』

（
６
）
『
平
安
詩
歌
の
展
開
と
中
国
文
学
』
所
収
「
雨
後
の
爽
涼
―
白
氏
文
集
詩
句
の
改
変
と
新
し
い
自
然
詠
の
誕
生
―
」

（
７
）
藤
平
泉
氏
「「
霞
」
題
歌
の
変
遷
（
３
）
―
西
行
・
歌
林
苑
歌
人
を
中
心
に
―
」（「
神
戸
女
子
大
学
紀
要
」
二
七
巻
文
学
部
篇
（
国
文
学
）
平

六
年
三
月
）、
お
よ
び
北
山
円
正
氏
の
ご
教
示
に
拠
る
。

（
８
）
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
底
」
の
項

（
９
）
佐
藤
恒
雄
氏
「
新
古
今
的
表
現
の
基
盤
と
し
て
の
平
安
朝
漢
詩
―
「
霞
に
お
つ
る
」「
岩
間
に
む
せ
ぶ
」「
は
ら
ひ
は
て
た
る
」
の
場
合
―
」（「
日

本
文
学
」
昭
五
十
四
年
六
月
。
の
ち
『
藤
原
定
家
研
究
』
に
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
１０
）
久
保
田
淳
氏
『
藤
原
定
家
』（『
王
朝
の
歌
人
』
９
）

（
１１
）
久
保
田
氏
「
枕
草
子
の
影
響

中
世
文
学
」（『
枕
草
子
講
座
』
第
四
巻
）、
お
よ
び
（
１
）
の
拙
著
所
収
「
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
」

（
１２
）
詳
し
く
は
（
１
）
の
拙
著
所
収
「『
清
輔
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
１３
）
（
１
）
の
拙
著
所
収
「
清
輔
の
詠
歌
と
清
輔
本
『
古
今
集
』」

（
１４
）
（
９
）
に
同
じ
。

（
付
記
）
和
歌
お
よ
び
『
和
漢
朗
詠
集
』
は
『
新
編
国
歌
大
観
』、『
奥
義
抄
』
は
『
日
本
歌
学
大
系
』、『
枕
草
子
』『
袋
草
紙
』
は
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
』
に
拠
る
。
た
だ
し
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
訓
み
は
漢
詩
の
あ
と
に
付
し
た
。

二
〇

藤
原
清
輔
詠
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
漢
詩
摂
取

二
一




