
湯
原
王
蟋
蟀
歌
小
考

中

嶋

真

也

は
じ
め
に

『

万
葉
集』

巻
第
八
、
秋
雑
歌
に
、
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

湯
原
王
蟋
蟀
歌
一
首

夕
月
夜

心
も
し
の
に

白
露
の

置
く
こ
の
庭
に

蟋
蟀

こ
ほ
ろ
ぎ

鳴
く
も

(

１)(

⑧
一
五
五
二)

月
の
出
て
い
る
夕
方
に
、
白
露
が
置
く
と
い
う
視
覚
に
よ
る
情
景
と
蟋
蟀
が
鳴
く
と
い
う
聴
覚
に
よ
る
情
景
と
が
描
か
れ
て
い
る
。｢

情

緒
こ
ま
や
か
に
し
て
玲
瓏
た
る
歌
調
、
風
韻
ゆ
た
か
な
作
で
あ
る
。
作
者
の
感
じ
た
秋
の
あ
は
れ
が
、
千
年
の
時
の
隔
た
り
を
超
え
て
、

今
日
の
読
者
の
胸
臆
に
も
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
流
れ
て
沁
み
こ
む
思
が
す
る｣

(
佐
佐
木
評
釈)

、｢

軽
い
歌
で
あ
る
が
、
嫌
味
の
な
い
も
の

��



だ｣
(

土
屋
私
注)

の
よ
う
に
概
し
て
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
し
て
難
解
で
は
な
さ
そ
う
な
歌
だ
が
、
第
二
句｢

心
も
し
の
に｣

が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
ま
た
第
何
句
に
か
か
る
の
か
、
現
在
で

も
説
に
揺
れ
を
見
る
。
漢
籍
と
の
関
わ
り
、
悲
秋
を
詠
ん
だ
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
説
は
絡
み
合
う
こ
と
も
な
く
、
単
発
的
に
紹
介
さ
れ

る
の
み
で
、
整
理
整
頓
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
本
稿
で
は
、
湯
原
王
の
蟋
蟀
歌
を『

万
葉
集』

に
収
め
ら
れ
た
歌
と
し
て
精
読

し
、
そ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

研
究
史

こ
こ
で
は
、
当
該
歌
に
関
し
て
、
多
く
の
注
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、｢

心
も
し
の
に｣

の
問
題
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
と
も
い
え
る｢

悲
秋｣

に
関
す
る
説
を
確
認
し
て
お
く
。

第
二
句｢

心
も
し
の
に｣

の
か
か
り
方
に
関
し
て
は
、
澤
瀉
注
釈
の
整
理
が
現
在
も
強
い
影
響
を
持
つ
。
孫
引
き
と
な
る
が
、
引
用
し

て
お
く
。

新
考
に｢

結
句
の
コ
ホ
ロ
ギ
ナ
ク
モ
に
か
ゝ
れ
る
な
り
。
三
句
に
つ
ゞ
け
て
は
心
得
べ
か
ら
ず

(

２)｣

と
云
ひ
、
佐
佐
木
博
士
評
釈
に
は

｢

こ
の
句
は

『

こ
ほ
ろ
ぎ
鳴
く
も』

に
か
か
る
と
も
と
れ
る
が
、
直
に

『

白
露
の
お
く』

へ
か
か
る
と
見
る
方
が
よ
い｣

と
あ
る
。
古

義
に
は｢

夕
月
の
幽
か
に
て
り
て
、
心
も
靡シ

ナ

ゆ
る
ば
か
り
、
物
あ
は
れ
な
る
夕
暮
に｣

と
訳
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
だ
と｢

夕
月
夜｣

に
か
か
る
事
に
な
る
。
即
ち
こ
の
句
の
か
か
り
方
に
三
つ
の
解
釈
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
こ
の
作
の
姿
が
あ
る
と
見
る

��



べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

秋
風
の
寒
く
吹
く
な
へ
吾
が
や
ど
の
浅
茅
が
本
に
蟋
蟀
鳴
く
も(

十
・
二
一
五
八)

も
秋
風
と
浅
茅
と
蟋
蟀
と
三
つ
の
も
の
を
詠
み
合
せ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
は
解
釈
に
疑
問
は
生
じ
な
い
。
今
も
、
夕
月
夜
と
白
露
と

蟋
蟀
と
三
つ
の
も
の
を
詠
み
あ
は
せ
た
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、｢

心
も
し
の
に｣

の
句
に
よ
つ
て
右
の
如
く
解
釈
が
別
れ
る
に
至
つ
た
。

し
か
も
そ
こ
に
こ
の
作
者
の
新
風
が
あ
る
と
云
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
の
句
は
三
つ
の
も
の
を
結
ん
だ
奥
に
ほ
の
ぼ
の
と
か

か
つ
て
ゐ
る
、
と
も
云
ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

こ
の
整
理
に
よ
る
と
、
第
一
句｢

夕
月
夜｣

に
か
か
る
の
が
古
義
、
第
三
句｢

白
露
の
置
く｣

に
か
か
る
の
が
佐
佐
木
評
釈
、
第
五
句

｢

蟋
蟀
鳴
く
も｣

に
か
か
る
の
が
井
上
新
考
で
あ
る
が
、
澤
瀉
注
釈
は｢

作
者
の
新
風｣

と
し
て｢

三
つ
の
も
の
を
結
ん
だ
奥
に
ほ
の
ぼ
の

と
か
か
つ
て
ゐ
る｣

と｢

夕
月
夜｣

｢
白
露｣

｢

蟋
蟀｣

の
三
者
に
か
か
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
説
は
、
最
近
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
、｢

夕

月
の
光
、
白
露
、
こ
お
ろ
ぎ
の
声
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
か
も
し
だ
す
雰
囲
気
が
作
者
に
心
が
し
お
れ
る
よ
う
な
し
ん
み
り
し
た
気
分
を
起

こ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る｣

(

阿
蘇
全
歌
講
義)

の
よ
う
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、｢

白
露｣

に
か
か
る
と
い
う
解
釈
は
、
つ
と
に
契
沖『

万
葉
代
匠
記』

(

初
稿
本)

に
お
い
て｢

し
の
は
繁
の
字
に
て
、
し
け

き
な
り
。
物
お
も
ふ
心
の
し
け
き
を
、
や
か
て
露
の
し
け
き
に
あ
は
せ
て
い
へ
り｣

と
見
ら
れ
る
。
ま
た｢

白
露｣

へ
の
か
か
り
方
の
説

明
と
し
て
具
体
性
に
か
け
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、｢

シ
ノ
ニ
は
、
隙
間
も
な
い
ほ
ど
に
、
の
意
。
何
か
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
胸
が
い
っ

ぱ
い
に
な
る
こ
と
を
表
す
。
…

(

中
略)

…
こ
こ
は
第
五
句
に
か
か
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
白
露
の
置
い
た
さ
ま
を
見
て
催
さ
れ
た
作
者

の
気
持
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う｣

(

新
編)

と
露
が
び
っ
し
り
置
く
さ
ま
と
の
対
応
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。｢

心
も
し
の
に｣

��



を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
解
釈
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
シ
ノ
を｢

上
か
ら
押
さ
え
る
こ
と
を
言
う
シ
ノ
グ
、
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡

れ
る
さ
ま
を
言
う
シ
ノ
ノ
な
ど
と
同
源｣

と
把
握
し
、｢

直
接
に
は『

こ
ほ
ろ
ぎ
鳴
く
も』

に
か
か
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
露
に
濡
れ

そ
ぼ
っ
た
庭
草
の
質
感
と
も
結
び
付
い
て
い
る
だ
ろ
う

(

３)｣

と
い
う
見
方
も
あ
る
。｢

心
も
し
の
に｣

の
意
味
の
定
位
と
、
そ
の
句
が
ど
こ
と

関
わ
る
の
か
が
密
接
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
一
句｢

夕
月
夜｣

と
の
関
わ
り
と
し
て
例
示
さ
れ
る
古
義
で
あ
る
が
、
澤
瀉
注
釈
の
引
用
は
文
の
中
途
で
あ
り
、
そ
の
後

｢

白
露
の
置
た
る
吾
家

ガ

の
庭
に
て
、
蟋
蟀
の
鳴
に
、
さ
て
も
あ
は
れ
な
る
声
ぞ
、
と
な
り｣

と
あ
る
。
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
ば
に

｢

あ
は
れ｣

が
あ
る
が
、｢
心
も
靡シ

ナ

ゆ
る
ば
か
り
、
物
あ
は
れ
な
る
夕
暮｣

と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
鹿
持
雅
澄
は｢

心
も
し
の
に｣

を

｢

あ
は
れ｣

の
意
味
合
い
で
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の｢

あ
は
れ｣

が｢

蟋
蟀
の
鳴
に
、
さ
て
も
あ
は
れ
な
る
声
ぞ｣

と
も
表
現
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
歌
自
体
に
は｢

蟋
蟀
鳴
く
も｣

と
あ
り
、
詠
嘆｢

も｣

は
あ
る
が
、
明
確
に
情
感
を
示
す
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

古
義
の
理
解
と
し
て
は｢

夕
月
夜｣

―｢
心
も
し
の
に｣

(

あ
は
れ)

―｢

蟋
蟀
鳴
く
も｣

で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
な
い
か
。
こ
の
よ
う

に｢

心
も
し
の
に｣

が｢

夕
月
夜｣

と｢
蟋
蟀｣
と
に
関
わ
る
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
鴻
巣
全
釈
に
見
ら
れ
る
通
解
が
挙
げ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち｢

夕
方
月
ノ
ヨ
イ
頃
ニ
私
ノ
心
ガ
シ
ヲ
シ
ヲ
ト
萎
レ
テ
、
白
露
ガ
置
イ
テ
ヰ
ル
コ
ノ
庭
デ
蟋
蟀
ガ
鳴
ク
ヨ
。
何
ト
云
フ
悲

シ
イ
声
デ
ア
ラ
ウ
。
ア
レ
ヲ
聞
ク
ト
私
ノ
心
ハ
萎
レ
テ
シ
マ
フ｣

と｢

萎
レ
テ｣

を
軸
に｢

夕
月
夜｣

―｢

心
も
し
の
に｣

―｢

蟋
蟀
鳴

く
も｣

と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
澤
瀉
注
釈
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た｢

夕
月
夜｣

｢

白
露｣

｢
蟋
蟀｣

三
者
と
の
関
わ
り
は
、『

万
葉
集
童
蒙
抄』

に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
童
蒙
抄
の｢

心
も
し
の
に｣

の
理
解
は｢

乱
れ｣

に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の｢

乱
れ｣

に
波
線
を
施
し
、
当
該
歌
の
解
釈
を
引

用
し
て
お
こ
う
。

��



夕
月
夜
心
も
し
の
に
と
詠
出
た
る
意
は
、
夕
月
の
か
げ
も
朧
に
も
の
悲
し
き
折
か
ら
、
心
も
一
方
な
ら
ず
し
ほ
れ
乱
れ
て
、
草
葉
の

露
も
同
じ
く
乱
れ
あ
ひ
た
る
に
、
も
の
悲
し
き
蟲
の
音
の
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
乱
れ
聞
ゆ
る
景
色
を
よ
め
る
也
。

夕
月
の
も
の
悲
し
い
折
、
心
も
乱
れ
、
露
も
同
じ
く
乱
れ
、
虫
の
音
も
し
ど
ろ
に
乱
れ
て
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
、｢

心
も
し
の
に｣

の
様
々
な
把
握
の
状
況
を
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
の
表
現
の
意
味
は
さ
て
お
き
、｢

心
も
し
の
に｣

が
、
ど
の

こ
と
ば
と
関
わ
る
か
、
諸
注
の
言
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

��������
代
匠
記

(

初
稿
本
・
精�
本)

、
佐
佐
木
評
釈
、
新
編
、
基
礎
百
科

��������
井
上
新
考
、
茂
吉
秀
歌
、
武
田
全�
釈
、
窪
田
評
釈
、
大
岡
信『

私
の
万
葉
集』

、
新
大
系
、
セ
ミ
ナ
ー
秀
歌
抄

�������������
古
義
、
鴻
巣
全
釈

�����������������
童
蒙
抄
、
澤
瀉
注
釈
、
集
成
、
鑑
賞
日
本
の
古
典
、
名
歌
事
典
、
伊
藤
釈
注
、
和
歌
大
系
、

阿
蘇
講
義

さ
て
、｢

夕
月
夜｣

｢

白
露｣

｢

蟋
蟀｣

と
に
関
わ
る
と
解
し
て
い
る
鑑
賞
日
本
の
古
典
に
お
い
て
、
稲
岡
耕
二
氏
は｢

月
と
露
と
蟋
蟀
と

は
、
潘
岳
の『

秋
興
賦』

に
お
い
て
も
悲
秋
の
景
物
に
な
っ
て
い
る｣

と
指
摘
し
、｢

こ
の

『

秋
興
賦』

は
湯
原
王
も
熟
知
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
秋
の
哀
れ
を
歌
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
新
し
さ
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
湯
原
王
は
最
初
に
悲
秋
を
詠
ん

だ
歌
人
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う

(

４)｣

と
意
味
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
漢
籍
に
見
ら
れ
る
悲
秋
を
詠
ん
だ
歌
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い｢『

万
葉
集』

で
は
、
恋
し
い
人
と
と
も
に
い
ら
れ
ぬ
こ
の
秋
が
悲
し
い
、
ぐ
ら
い
で
あ
っ
て
、
季
節
そ
の
も
の
を
悲
し
い
と

��



す
る
歌
は
み
ら
れ
な
い

(

５)｣

と
い
う
の
は
通
説
と
い
え
よ
う
。
湯
原
王
は
、
は
た
し
て
当
該
歌
で
悲
秋
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

当
該
歌
の
解
釈
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。｢

心
も
し
の
に｣

が
ど
の
句
に
か
か
る
の
か
、
悲
秋
を
詠
ん

だ
も
の
な
の
か
ど
う
か
が
大
き
な
二
つ
の
問
題
と
な
る
が
、｢

心
も
し
の
に｣

と
関
わ
る
候
補
と
さ
れ
る｢

夕
月
夜｣

｢

白
露｣

｢

蟋
蟀｣

、

そ
れ
ら
は
悲
秋
を
考
え
る
契
機
と
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、｢

夕
月
夜｣

｢

心
も
し
の
に｣

｢

白
露｣

｢

蟋
蟀｣

が
ど
の
よ
う
な
表

現
性
を
有
す
る
か
を
探
究
す
る
こ
と
が
、
解
決
の
糸
口
と
な
ろ
う
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
、
表
現
が『

万
葉
集』

中
で
ど
の
よ
う
に

詠
ま
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、
湯
原
王
の
蟋
蟀
歌
の
理
解
に
努
め
た
い
。

二

｢

夕
月
夜｣
の
映
像

｢

夕
月
夜｣

は
辞
書
的
に
い
え
ば
、｢
①
日
暮
れ
に
空
に
か
か
っ
て
い
る
月
。
夕
月
。
②
夕
月
の
出
て
い
る
暮
れ
方｣

(

時
代
別
国
語
大
辞

典

上
代
編)

と
な
る
。
湯
原
王
歌
で
は
②
で
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
が｢

心
も
し
の
に｣

と
関
わ
る
の
か
ど
う
か
は
こ
れ
だ

け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
集
中
の
用
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
当
該
歌
以
外
に
七
首

(

異
伝
含
め
れ
ば
八
例)

あ
る
。

Ａ

玉
垂

た
ま
だ
れ

の

小を

簾す

の
間ま

通と
ほ

し

ひ
と
り
居
て

見
る
験

し
る
し

な
き

夕
月
夜
か
も(

⑦
一
〇
七
三

雑
歌
・
詠
月

作
者
未
詳)

Ｂ

春
か
す
み

た
な
び
く
今
日
の

夕
月
夜

清
く
照
る
ら
む

高
松
の
野
に(

⑩
一
八
七
四

春
雑
歌
・
詠
月

作
者
未
詳)

Ｃ

春
さ
れ
ば

木き

の
木こ

の
暗く

れ

の

夕
月
夜

お
ほ
つ
か
な
し
も

山
陰

や
ま
か
げ

に
し
て

一
に
云
ふ

｢

春
さ
れ
ば

木こ

隠が
く

り
多
み

夕
月
夜｣

(

⑩
一
八
七
五

春
雑
歌
・
詠
月

作
者
未
詳)

Ｄ

夕
月
夜

暁
あ
か
と
き

闇や
み

の

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ

汝な

を
思
ひ
か
ね
に(

⑪
二
六
六
四

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

��



Ｅ

夕
月
夜

暁
闇
の

お
ほ
ほ
し
く

見
し
人
故
に

恋
ひ
渡
る
か
も(

⑫
三
〇
〇
三

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

Ｆ

夕
月
夜

影
立
ち
寄
り
合
ひ

天
の
川

漕
ぐ
舟
人
を

見
る
が
と
も
し
さ(

⑮
三
六
五
八

遣
新
羅
使
人
等)

Ｇ

〜
ま
そ
鏡

二ふ
た

上が
み

山や
ま

に

木
の
暗
の

繁
き
谷
辺
を

呼
び
と
よ
め

朝
飛
び
渡
り

夕
月
夜

か
そ
け
き
野
辺
に

は
ろ
は
ろ

に

鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
〜(

⑲
四
一
九
二

大
伴
家
持)

ち
な
み
に｢
夕
月｣

は
一
例
の
み
で
あ
る
。

Ｈ

あ
し
ひ
き
の

山
を
木
高
み

夕
月
を

い
つ
か
と
君
を

待
つ
が
苦
し
さ(

⑫
三
〇
〇
八

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

多
く
が
作
者
未
詳
の
例
で
、
湯
原
王
以
前
に
詠
ま
れ
た
と
確
実
に
い
え
る
も
の
は
な
い
。
逆
に
湯
原
王
以
降
と
推
測
で
き
る
の
も
、
家

持
の
Ｇ
程
度
で
あ
る
。
集
中
の｢
夕
月
夜｣

の
表
現
性
は
湯
原
王
と
同
時
代
的
な
感
覚
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
・
Ｃ
と
春
雑
歌
の
二
例
が
あ
り
、
一
方
、
湯
原
王
当
該
歌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
秋
の
例
も
あ
る
。
季
節
を
限
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
Ｆ
の
よ
う
に
七
夕
と
も
関
わ
る
よ
う
に
、
七
日
ご
ろ
の
月
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
よ
か
ろ
う
。
夕
方
に
月
が
出
て
い
な
け
れ
ば

｢

夕
月
夜｣

と
い
う
表
現
は
あ
り
え
な
い
し
、
夕
方
に
月
が
出
て
い
る
か
ら
こ
そ｢

暁
闇｣

(

Ｄ
、
Ｅ)

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

｢

夕
月
夜｣

の
視
覚
的
印
象
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
Ｃ｢

お
ほ
つ
か
な
し｣

、
Ｇ｢

か
そ
け
し｣

と
あ
る
。
特
定
の
こ
と
ば
と
の
固
定
的

な
結
び
つ
き
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
、
月
は
弱
い
光
を
放
つ
よ
う
な
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
景
を
感
じ

取
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ｅ｢

夕
月
夜

暁
闇
の

お
ほ
ほ
し
く

見
し
人
故
に｣

と｢

見
し｣

の
状
況
を
形
容
す
る｢

お
ほ

ほ
し｣

は
、
直
接
的
に
は
第
二
句｢

暁
闇｣

か
ら
導
か
れ
る
様
相
で
あ
る
が
、
第
一
句｢

夕
月
夜｣

か
ら
喚
起
さ
れ
る
映
像
と
も
対
応
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
四
句
、
夕
方
か
ら
暁
ま
で
の�
瀬
を
感
じ
さ
せ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
外
の
景
だ
け
で
な
く
心
情
的
に
も

｢

お
ほ
ほ
し
く｣

と
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。�
っ
て
い
る
間
、
ど
こ
か
ぼ
ん
や
り
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
幸
せ
な

��



夢
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
相
手
の
気
の
な
い
感
覚
が
実
感
に
乏
し
い
も
の
と
し
て
悲
し
く
も｢

お
ほ
ほ

し
く｣

と
感
じ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え｢

恋
ひ
渡
る
か
も｣

と
ず
っ
と
恋
し
く
思
っ
て
い
る
と
詠
嘆

す
る
。
Ｅ
に
お
い
て｢

夕
月
夜｣

の
存
す
る
意
味
は
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も｢

夕
月
夜

暁
闇｣

と
助
詞
を
介
在
さ
せ
な
い
述
べ
方
は
月
の
推
移
に
従
っ
た
時
間
表
現
で
あ
る
が
、
Ｄ
に
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
万
葉
時
代
の
慣
用
的
な
表
現
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
Ｄ
は｢

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

と
続
く
。
こ
の
二
句
は
人
麻
呂

歌
集
以
来
の
慣
用
句
と
い
え
、
集
中
重
複
例
も
あ
る
が
、
他
に
三
例
あ
る
。

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ

玉
か
き
る

ほ
の
か
に
見
え
て

去い

に
し
児こ

故
に(

⑪
二
三
九
四

正
述
心
緒

人
麻
呂
歌
集)

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ

韓か
ら

衣
こ
ろ
も

裾
の
あ
は
ず
て

久
し
く
な
れ
ば(

⑪
二
六
一
九

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ

玉
か
ぎ
る

ほ
の
か
に
見
え
て

去
に
し
児
故
に(

⑫
三
〇
八
五

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

｢

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

の
意
味
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、｢『

朝
影
に
な
る』

と
い
う
場
合
の
カ
ゲ
は
、
目
に
は
映
る
が
不
確

か
な
も
の
、
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
を
さ
す
と
思
わ
れ
る｣

(

新
編
、
二
三
九
四
番
歌
頭
注)

と
い
う
の
に
従
い
た
い
。
は
っ
き
り
し
な
い
感
覚
を

｢

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

に
見
る
わ
け
だ
が
、
Ｄ
に
お
い
て
は｢

夕
月
夜

暁
闇
の

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

と
続
け
る
よ

う
に
、
単
に｢

朝｣

を
導
く
た
め
だ
け
の｢

夕
月
夜

暁
闇
の｣

で
は
な
く
、
そ
の
二
句
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
お
ぼ
ろ
げ
な
印
象
を
も
引

き
受
け
る｢

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｢

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

と
い
う
表
現
を
有
す
る
歌
は
、

上
二
句
に
そ
の
句
が
据
え
ら
れ
、
下
三
句
に
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
る
の
を
基
本
と
す
る
よ
う
だ
が
、
Ｄ
は｢

夕
月
夜

暁
闇
の

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

と
四
句
も
費
や
し
、
理
由
よ
り
そ
の
こ
と
が
歌
の
主
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。｢

通
い
や
す
い
夕
月
夜
に
も
来
て

く
れ
な
か
っ
た
相
手
を
、
夜
通
し
思
い
続
け
た
意
を
に
お
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う｣

(

伊
藤
釈
注)

と
い
う
解
は
魅
力
的
で
あ
る
が
、
そ

��



う
い
っ
た
詠
み
手
の
内
的
な
事
情
と
と
も
に
、
外
の
景
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
感
覚
が
、｢

夕
月
夜｣

｢

暁
闇｣

そ
れ
ぞ
れ
か
ら
も
に
じ
み
出

て
、｢

朝
影
に

我
が
身
は
な
り
ぬ｣

に
結
実
す
る
表
現
性
を
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

｢
夕
月
夜｣

は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
、
は
っ
き
り
し
な
い
あ
り
よ
う
を
印
象
付
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
Ｂ
に｢

夕
月
夜

清
く
照
る
ら
む｣

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
様
相
と
は
真
逆
の
よ
う
だ
が
、｢

ら
む｣

を
用
い

る
よ
う
に
、
詠
み
手
に
と
っ
て｢

清
く
照
る｣

は
視
界
外
の
推
量
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、｢

高
松
の
野｣

が
詠
み
手
の
位
置
と
は
異
な
る
遠

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
が
、
第
一
・
二
句
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
お
そ
ら
く
、
日
中
、
か
す
み
が
漂
い
、
視
界
を

遮
る
よ
う
な
映
像
感
覚
が｢
夕
月
夜｣

と
も
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
お
け
る｢

夕
月
夜｣

も
、
詠
み
手
の
目
の
当
た
り
に
し

て
い
る
様
相
は
、
決
し
て
皓
々
と
明
る
く
照
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
映
像
感
覚
を
持
つ｢
夕
月
夜｣

が
、
湯
原
王
の
当
該
歌
で
は
、
助
詞
も
介
在
さ
せ
ず
に｢

心
も
し
の
に｣

と
続
く
の
で
あ
っ

た
。｢

心
も
し
の
に｣

の
意
味
理
解
に
関
わ
る
が
、
決
し
て
明
る
い
気
分
を
示
す
よ
う
で
は
な
い
。
景｢

夕
月
夜｣

が
情｢

心
も
し
の
に｣

に
対
応
す
る
と
ま
ず
は
考
え
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。

先
に
Ｄ
に
即
し
て
伊
藤
釈
注
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、｢

夕
月
夜｣

に
男
性
の
来
訪
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る

(

Ａ
、
Ｅ
、
Ｈ)

。
夕
方
と

い
う
時
間
帯
は
女
性
が
男
性
の
来
訪
を
待
つ
時
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
待
つ
気
分
と
―
―
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
ほ
と
ん
ど�

え
て
い
な
い
、
そ
う
い
っ
た
予
感
を
含
め
た
気
分
と
―
―｢
夕
月
夜｣

と
は
ど
こ
か
対
応
し
よ
う
。
湯
原
王
の
蟋
蟀
歌
に
、
そ
う
い
っ
た

恋
情
を
も
含
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
追
々
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

��



三

｢

心
も
し
の
に｣

の
解

か
つ
て｢
心
も
し
の
に｣

に
関
し
て
は
、
第
一
章
で
引
い
た
童
蒙
抄
で
述
べ
る
よ
う
な｢

心
も
乱
れ
る
ほ
ど
に｣

程
度
で
解
す
べ
き
と

の
試
案
を
呈
し
た

(

６)

。
基
本
的
に
当
該
歌
の
解
に
齟
齬
は
し
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
後
、
公
に
さ
れ
た
論
な
ど
も
踏
ま
え
て
、
当
該
歌
の
理

解
を
深
め
る
た
め
に
考
え
て
お
き
た
い
。

集
中｢

心
も
し
の
に｣
は
九
例
あ
り
、｢

し
の
に｣

の
み
が
一
例
あ
る
。
そ
れ
ら
の
該
当
箇
所
の
み
原
文
表
記
に
し
て
掲
出
し
て
お
く
。

１

近
江
の
海

夕
波
千
鳥

汝な

が
鳴
け
ば� こ

こ
ろ�
も�
し�
の�
に

古
い
に
し
へ

思
ほ
ゆ(

③
二
六
六

雑
歌

柿
本
人
麻
呂)

２

夕
月
夜� こ

こ
ろ�
も�
し�
の�
に

白
露
の

置
く
こ
の
庭
に

蟋
蟀
鳴
く
も(

⑧
一
五
五
二

秋
雑
歌

湯
原
王)

３

海
原
の

沖
つ
縄
の
り

う
ち
な
び
く� こ

こ
ろ�
も�
し�
の�
に

思
ほ
ゆ
る
か
も(

⑪
二
七
七
九

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

４

古
ゆ

言
ひ
継つ

ぎ
け
ら
く

恋
す
れ
ば

苦
し
き
も
の
と

玉
の
緒を

の

継
ぎ
て
は
言
へ
ど

娘
子
ら
が

心
を
知
ら
に

そ
を

知
ら
む

よ
し
の
な
け
れ
ば

夏な
つ

麻そ

引
く

命
か
た
ま
け

刈か

り
薦こ

も

の� こ
こ
ろ�
も�
し�
の�
に

人
知
れ
ず

も
と
な
そ
恋
ふ
る

息
の

緒
に
し
て(

⑬
三
二
五
五

相
聞

作
者
未
詳)

５

あ
ら
た
ま
の

年
反か

へ

る
ま
で

相
見
ね
ば�

こ�
こ�
ろ�
も�
し�
の�
に

思
ほ
ゆ
る
か
も(

⑰
三
九
七
九

大
伴
家
持)

６

藤
波
は

咲
き
て
散
り
に
き

卯
の
花
は

今
そ
盛
り
と

あ
し
ひ
き
の

山
に
も
野
に
も

ほ
と
と
ぎ
す

鳴
き
し
と
よ
め
ば

う
ち
な
び
く�

こ�
こ�
ろ�
も�
し�
の�
に

そ
こ
を
し
も

う
ら
恋
し
み
と

思
ふ
ど
ち

馬
う
ち
群
れ
て

携
は
り

出
で
立
ち
見
れ

ば
〜(

⑰
三
九
九
三

大
伴
池
主)

��



７

〜
朝
さ
ら
ず

霧
立
ち
渡
り

夕
さ
れ
ば

雲く
も

居ゐ

た
な
び
き

雲
居
な
す�

こ�

こ�

ろ�

も�

し�

の�

に

立
つ
霧
の

思
ひ
過
ぐ
さ
ず

行
く
水
の

音
も
さ
や
け
く

万
よ
ろ
づ

代よ

に

言
ひ
継
ぎ
行
か
む

川
し
絶
え
ず
は(

⑰
四
〇
〇
三

大
伴
池
主)

８

夜
ぐ
た
ち
に

寝
覚
め
て
を
れ
ば

川
瀬
尋と

め� こ
こ
ろ�
も�
し�
の�
に

鳴
く
千
鳥
か
も(

⑲
四
一
四
六

大
伴
家
持)

９

梅
の
花

香
を
か
ぐ
は
し
み

遠
け
ど
も�

こ�
こ�
ろ�
も�
し�
の�
に

君
を
し
そ
思
ふ(

⑳
四
五
〇
〇

市
原
王)

10

秋
の
穂
を�

し�
の�
に

押
し
な
べ

置
く
露
の

消け

か
も
死
な
ま
し

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は(

⑩
二
二
五
六

秋
相
聞
・
寄
露

作

者
未
詳)

｢

し
の
に｣

の
表
記
は
、
正
訓
字
主
体
表
記
の
巻
を
含
め
、
い
ず
れ
も
仮
名
書
き
で
、
表
記
か
ら
意
味
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。『

万
葉
集』

の
作
歌
・
筆
録
の
時
点
で
は
、｢

し
の
に｣

が
あ
る
特
定
の
漢
字
で
は
表
わ
し
え
な
い
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
歌
の
表
現
そ
の
も
の
の
分
析
か
ら｢

心
も
し
の
に｣

の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
と
な
る
。

何
か
が｢

鳴
く｣

、
す
な
わ
ち
聴
覚
を
契
機
に
、｢

心
も
し
の
に｣

の
状
態
と
な
り
、
そ
の
状
態
で
何
か
が｢

思
ほ
ゆ｣

、
何
か
に｢

恋
ふ｣

な
ど
と
詠
む
の
が
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
用
例
の
中
で
作
歌
時
期
が
最
古
と
考
え
う
る
１
の
人
麻
呂
作

歌
の
影
響
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
１
の｢
思
ほ
ゆ｣

の
よ
う
な｢

心
も
し
の
に｣

を
受
け
止
め
る
動
作
、｢

心
も
し
の
に｣

が
直

接
修
飾
す
る
こ
と
ば
が
な
い
と
思
わ
れ
る
歌
が
存
在
す
る
点
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
湯
原

王
の
２
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
家
持
の
８
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
と
も
に
、｢

鳴
く｣

と
詠
ま
れ
、
歌
中
に
登
場
す
る
こ
と
ば
の
順
か
ら
、｢

心
も
し
の
に
〜
鳴
く｣

と
解
せ
な
く
も
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
大
浦
誠
士
氏
は
、
８
に
関
し
て｢『

川
瀬
尋
め
〜
鳴
く』

と
い
う
千
鳥
を
主
体
と
す
る
文
脈
に
挿
入
さ
れ
る
形
で

『

心
も
し
の
に』

が
あ
ら
わ
れ
、
し
か
も

『

鳴
く』

の
修
飾
句
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
素
直
に
受
け
取
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
は

『

心』

を
千
鳥
の
心
と
捉
え

��



る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
る
。｢

川
瀬
尋
め

心
も
し
の
に

鳴
く
千
鳥
か
も｣

と
い
う
句
の
あ
り
よ
う
か
ら
し
て
、
こ
の
解
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
１
の
人
麻
呂
歌
と
の｢

千
鳥｣

｢

心
も
し
の
に｣

の
こ
と
ば
、
表
現
の
共
通
性
か
ら
、
作
者
家
持
の｢

心｣

を
第
一
に
考
え

る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
浦
氏
は
、
８
と
一
組
で
詠
ま
れ
た
、｢

夜
く
た
ち
て

鳴
く
川
千
鳥

う
べ
し
こ
そ

昔
の
人
も

し

の
ひ
来
に
け
れ｣

(

⑲
四
一
四
七)

の
内
容
を
踏
ま
え
、
今
の
人
、
す
な
わ
ち
家
持
の｢

し
の
ひ｣

を
読
み
取
り
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、

こ
れ
ら
の
歌
が
望
郷
の
文
脈
を
作
っ
て
い
る
こ
と
、
千
鳥
―
佐
保
川
の
関
係
を
見
出
せ
る
点
を
も
と
に
、｢『

川
瀬
尋
め
心
も
し
の
に
鳴
く

千
鳥』

と
歌
う
こ
と
そ
の
も
の
の
中
で
、
家
持
の
心
は
、
切
実
に
川
瀬
を
求
め
て
鳴
く

『

千
鳥』

へ
と
透
入
し
、
奈
良
の
都
へ
と
引
き
寄

せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る｣
と
結
論
づ
け
る
。｢

心｣

が
千
鳥
の
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
家
持
の｢

心｣

も
示
す
か
の
よ
う
な
読
解

で
あ
る
。
確
か
に
家
持
の｢
心｣
を
無
縁
に
は
し
え
な
い
。
千
鳥
の
擬
人
化
が
集
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
の｢

心｣

を
千
鳥
の
そ
れ

と
す
る
論
理
の
傍
証
と
な
っ
て
い
る
が
、
擬
人
化
す
る
こ
と
と｢

心｣

を
明
示
し
て
表
現
す
る
こ
と
と
は
持
つ
意
味
が
異
な
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
家
持
歌
に
お
い
て
、
第
一
義
と
し
て
千
鳥
の｢

心｣

と
示
さ
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
違
和
感
を
抱
か
せ
る
こ
と

を
承
知
の
上
で
、
千
鳥
と
家
持
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
意
図
と
把
握
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
湯
原
王
の
２
で
あ
る
が
、
大
浦
氏
は
、｢
題
詞
に
は

『

湯
原
王
蟋
蟀
歌
一
首』

と
あ
り
、『

蟋
蟀』

が
一
首
の
主
題
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、『

心
も
し
の
に』

は
第
一
義
と
し
て
は
結
句
の

『

こ
ほ
ろ
ぎ
鳴
く
も』

に
か
か
る
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
る｣

と
す
る
。
題

詞
に
明
示
さ
れ
、
主
題
で
あ
る
こ
と
と｢

心
も
し
の
に｣

の
修
飾
先
と
が
一
致
す
る
と
は
即
断
し
に
く
い
。｢

心
も
し
の
に｣

が
主
題
と
関

わ
る
と
い
う
こ
と
は
決
定
事
項
で
は
な
い
。
た
だ
、
明
ら
か
に
湯
原
王
の
前
に｢

心
も
し
の
に｣

を
詠
ん
だ
、
人
麻
呂
の
１
が
あ
る
よ
う

に
、
鳴
く
も
の
と
の
関
わ
り
は
、
表
現
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
る
の
は
不
自
然
で
な
い
だ
ろ
う
。
題
詞
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
歌
に

お
い
て｢

心
も
し
の
に｣

と｢

蟋
蟀
鳴
く
も｣

は
無
縁
で
な
い
と
解
せ
よ
う
。

��
(

７)



そ
し
て
こ
の
歌
の｢

心｣

に
関
し
て
も
、｢

夕
月
夜
に
置
く
白
露
と
い
う
秋
の
情
景
に
触
発
さ
れ
て
秋
に
心
を
寄
せ
て
鳴
く
蟋
蟀｣

と
い

う
読
み
を
示
す
。
そ
し
て
、
澤
瀉
注
釈
を
援
用
し
、｢

明
確
な
文
脈
を
う
ち
眩
ま
す
か
の
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
る｣

と
し
、
そ
の
構
造

ゆ
え｢『

心
も
し
の
に』

は
、
秋
に
心
寄
せ
る
蟋
蟀
の
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
秋
の
情
景
に
触
発
さ
れ
て
そ
の
情
景
に
心
を
寄
せ
る
作
者
の

心
を
も
映
し
出
す
表
現
性
を
手
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る｣

と
結
論
付
け
る
。
蟋
蟀
の｢

心｣

と
読
む
こ
と
が
新
味
で
あ
る
。
そ
の
根
拠

と
し
て
、
蟋
蟀
が
秋
に
心
寄
せ
る
も
の
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
歌｢

蟋
蟀
の

待
ち
喜
ぶ
る

秋
の
夜
を

寝
る
験
な
し

枕
と
我

と
は｣

(

⑩
二
二
六
四

秋
相
聞
・
寄
蟋
蟀

作
者
未
詳)

を
挙
げ
る
が
、
擬
人
化
す
る
こ
と
と｢

心｣

を
詠
む
こ
と
と
を
直
結
さ
せ
る
の
は

や
は
り
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
し
、｢

千
鳥｣

は
集
中
二
十
二
例
あ
り
、
そ
の
鳴
き
声
が
懐
旧
や
望
郷
そ
し
て
恋
情
と
も
関
わ
る
様
相
が
確
認

で
き
る
の
に
対
し

(

８)

、｢

蟋
蟀｣
は
当
該
歌
含
め
七
例
で
、
こ
の
点
後
述
す
る
が
、
日
本
の
歌
と
し
て
表
現
の
深
化
が
た
ど
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
漢
籍
と
の
関
わ
り
を
ま
ず
は
見
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。｢

鳴
く｣

と
明
記
さ
れ
る
こ
と
で
は
千
鳥
も
蟋
蟀
も
共
通
す
る
が
、
歌
に
お
け

る
表
現
の
深
化
は
小
さ
く
な
い
差
が
あ
る
。
千
鳥
は
日
本
の
歌
に
お
け
る
詠
み
方
は
い
く
つ
か
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
中
で
、
ど
の
よ
う
に
詠

む
か
が
興
味
の
関
心
で
あ
り
、
蟋
蟀
は
中
国
古
典
を
背
後
に
ま
ず
そ
の
も
の
を
詠
む
こ
と
に
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
お
い
て｢

心
も
し
の
に｣

の
か
か
り
方
に
諸
説
が
存
在
す
る
の
は
、｢

心
も
し
の
に｣

が
大
浦
氏
は｢

独
立
的
な
位
置
を
占
め

て
い
る
た
め
で
あ
る｣

と
述
べ
、
毛
利
正
守
氏
の｢
初
句
に

『

夕
月
夜』

を
提
示
し
た
あ
と
、
対
象
が
な
お
絞
り
こ
ま
れ
な
い
二
句
目
に

『

心
も
し
の
に』

を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

心
も
し
の
に』
か
ら
か
も
し
出
さ
れ
る
気
分
が
そ
こ
で
拡
が
り
、
歌
全
体
に
及
ん
で
い
く

観
を
呈
す
る
こ
と
に
も
な
る

(

９)｣

と
い
う
見
方
も
同
趣
で
あ
る
。

し
か
し
、｢

夕
月
夜｣

と
第
一
句
に
示
さ
れ
て
お
り
、
素
直
に
読
め
ば
、｢
夕
月
夜｣

と
い
う
状
況
が｢

心
も
し
の
に｣

と
無
縁
で
な
い

こ
と
が
、
こ
の
歌
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
ま
ず
は
見
る
べ
き
で
な
い
か
。
１
に
お
い
て｢

夕
波
千
鳥

汝
が
鳴
け
ば

心
も

��



し
の
に｣

と
表
現
さ
れ
、
順
接
確
定
条
件
を
用
い
る
よ
う
に
、｢

鳴
く｣

こ
と
を
契
機
と
し
て｢

心
も
し
の
に｣

に
な
る
わ
け
だ
が
、
人
麻

呂
の
造
語
か
と
さ
れ
る｢

夕
波
千
鳥｣

は
夕
方
と
い
う
時
間
帯
、
近
江
の
海
の
波
も
示
し
、
そ
れ
は
視
覚
か
ら
も
聴
覚
か
ら
も
認
識
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。｢

心
も
し
の
に｣

の
契
機
と
し
て
視
覚
的
な｢

夕
月
夜｣

が
選
ば
れ
て
も
不
自
然
で
な
か
ろ
う
。

先
に
集
中
の｢

夕
月
夜｣

が
持
つ
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
は
っ
き
り
し
な
い
様
相
を
確
認
し
た
が
、｢

心
も
し
の
に｣

の
意
味
と
も
か
か
わ

り
あ
る
も
の
と
湯
原
王
は
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
明
瞭
で
な
い
状
況
か
ら
く
る
、
心
の
う
ご
め
き
を｢

夕
月
夜

心
も
し
の
に｣

で

示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

｢

白
露｣
の
様
相

集
中｢

白
露｣

は
当
該
歌
以
外
に
三
十
例
に
及
ぶ
。

ア

我
が
や
ど
の

夕
影
草
の

白
露
の

消け

ぬ
が
に
も
と
な

思
ほ
ゆ
る
か
も(

④
五
九
四

相
聞

笠
女
郎)

イ

我
が
や
ど
の

尾
花
が
上
の

白
露
を

消け

た
ず
て
玉
に

貫ぬ

く
も
の
に
も
が(

⑧
一
五
七
二

秋
雑
歌

大
伴
家
持)

ウ

朝
戸
開
け
て

物
思
ふ
時
に

白
露
の

置
け
る
秋
萩

見
え
つ
つ
も
と
な(

⑧
一
五
七
九

秋
雑
歌

文
馬
養)

エ

さ
雄を

鹿し
か

の

朝
立
つ
野
辺
の

秋
萩
に

玉
と
見
る
ま
で

置
け
る
白
露(

⑧
一
五
九
八

秋
雑
歌

大
伴
家
持)

オ

秋
萩
の

上
に
置
き
た
る

白
露
の

消け

か
も
死
な
ま
し

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は(

⑧
一
六
〇
八

秋
相
聞

弓
削
皇
子)

カ

玉
に
貫
き

消
た
ず
賜た

ば

ら
む

秋
萩
の

末う
れ

わ
わ
ら
ば
に

置
け
る
白
露(

⑧
一
六
一
八

秋
相
聞

湯
原
王)

キ

白
露
の

置
か
ま
く
惜
し
み

秋
萩
を

折
り
の
み
折
り
て

置
き
や
枯
ら
さ
む(

⑩
二
〇
九
九

秋
雑
歌
・
詠
花

作
者
未
詳)

��



ク

こ
の
夕

ゆ
ふ
へ

秋
風
吹
き
ぬ

白
露
に

争
ふ
萩
の

明
日
咲
か
む
見
む(

⑩
二
一
〇
二

秋
雑
歌
・
詠
花

作
者
未
詳)

ケ

手
に
取
れ
ば

袖
さ
へ
に
ほ
ふ

を
み
な
へ
し

こ
の
白
露
に

散
ら
ま
く
惜
し
も(

⑩
二
一
一
五

秋
雑
歌
・
詠
花

作
者
未

詳)
コ

白
露
に

争
ひ
か
ね
て

咲
け
る
萩

散
ら
ば
惜
し
け
む

雨
な
降
り
そ
ね(

⑩
二
一
一
六

秋
雑
歌
・
詠
花

作
者
未
詳)

サ

秋
萩
に

置
け
る
白
露

朝
な
朝
な

玉
と
し
そ
見
る

置
け
る
白
露(

⑩
二
一
六
八

秋
雑
歌
・
詠
露

作
者
未
詳)

シ

夕
立
の

雨
降
る
ご
と
に

一
に
云
ふ

｢

う
ち
降
れ
ば｣

春
日
野
の

尾
花
が
上
の

白
露
思
ほ
ゆ(

⑩
二
一
六
九

秋
雑
歌
・
詠
露

作
者
未
詳)

ス

白
露
と

秋
萩
と
に
は

恋
ひ
乱
れ

別わ

く
こ
と
難
き

我
が
心
か
も(

⑩
二
一
七
一

秋
雑
歌
・
詠
露

作
者
未
詳)

セ

白
露
を

取
ら
ば
消
ぬ
べ
し

い
ざ
子
ど
も

露
に
競き

ほ

ひ
て

萩
の
遊
び
せ
む(

⑩
二
一
七
三

秋
雑
歌
・
詠
露

作
者
未
詳)

ソ

こ
の
こ
ろ
の

秋
風
寒
し

萩
の
花

散
ら
す
白
露

置
き
に
け
ら
し
も(

⑩
二
一
七
五

秋
雑
歌
・
詠
露

作
者
未
詳)

タ

秋
田
刈
る

苫と
ま

手で

動
く
な
り

白
露
し

置
く
穂ほ

田だ

な
し
と

告
げ
に
来き

ぬ
ら
し

一
に
云
ふ

｢

告
げ
に
来
ら
し
も｣

(

⑩
二
一
七
六

秋
雑

歌
・
詠
露

作
者
未
詳)

チ

秋
さ
れ
ば

置
く
白
露
に

我
が
門か

ど

の

浅
茅
が
末う

ら

葉ば

色
付
き
に
け
り(

⑩
二
一
八
六

秋
雑
歌
・
詠
黄
葉

作
者
未
詳)

ツ

九
月

な
が
つ
き

の

白
露
負
ひ
て

あ
し
ひ
き
の

山
の
も
み
た
む

見
ま
く
し
も
良
し(

⑩
二
二
〇
〇

秋
雑
歌
・
詠
黄
葉

作
者
未
詳)

テ

ま
そ
鏡

南み
な

淵ふ
ち

山や
ま

は

今
日
も
か
も

白
露
置
き
て

黄
葉

も
み
ち

散
る
ら
む(

⑩
二
二
〇
六

秋
雑
歌
・
詠
黄
葉

作
者
未
詳)

ト

白
露
を

玉
に
な
し
た
る

九
月
の

有
明
の
月
夜

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も(

⑩
二
二
二
九

秋
雑
歌
・
詠
月

作
者
未
詳)

ナ

秋
の
田
の

穂
の
上
に
置
け
る

白
露
の

消
ぬ
べ
く
も
我
は

思
ほ
ゆ
る
か
も(

⑩
二
二
四
六

秋
相
聞
・
寄
水
田

作
者
未

��



詳)

ニ

秋
萩
の

上
に
置
き
た
る

白
露
の

消
か
も
死
な
ま
し

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は(

⑩
二
二
五
四

秋
相
聞
・
寄
露

作
者
未
詳)

ヌ

秋
萩
の

上
に
白
露

置
く
ご
と
に

見
つ
つ
そ
偲し

の

ふ

君
が
姿
を(

⑩
二
二
五
九

秋
相
聞
・
寄
露

作
者
未
詳)

ネ

も
み
ち
葉
に

置
く
白
露
の

色い
ろ

葉は

に
も

出い

で
じ
と
思
へ
ば

言こ
と

の
繁
け
く(

⑩
二
三
〇
七

秋
相
聞
・
問
答

作
者
未
詳)

ノ

山
ぢ
さ
の

白
露
重
み

う
ら
ぶ
れ
て

心
に
深
く

我
が
恋
止
ま
ず(

⑪
二
四
六
九

寄
物
陳
思

人
麻
呂
歌
集)

ハ

夕ゆ
ふ

占け

問
ふ

我
が
袖
に
置
く

白
露
を

君
に
見
せ
む
と

取
れ
ば
消
に
つ
つ(

⑪
二
六
八
六

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

ヒ

夕
ゆ
ふ
へ

置
き
て

朝
あ
し
た

は
消
ぬ
る

白
露
の

消
ぬ
べ
き
恋
も

我
は
す
る
か
も(

⑫
三
〇
三
九

寄
物
陳
思

作
者
未
詳)

フ

冬
ご
も
り

春
さ
り
来
れ
ば

朝
に
は

白
露
置
き

夕
に
は

か
す
み
た
な
び
く

汗
瑞
能
振

木こ

末ぬ
れ

が
下
に

う
ぐ
ひ
す
鳴

く
も(

⑬
三
二
二
一

雑
歌

作
者
未
詳)

ヘ

夕
立
の

雨
う
ち
降
れ
ば

春
日
野
の

尾
花
が
末
の

白
露
思
ほ
ゆ(

⑯
三
八
一
九

有
由
縁�
雑
歌

小
鯛
王)

ホ

秋
草
に

置
く
白
露
の

飽
か
ず
の
み

相
見
る
も
の
を

月
を
し
待
た
む(

⑳
四
三
一
二

大
伴
家
持)

用
例
の
大
半
が
集
中
し
て
い
る
季
節
歌
巻
の
巻
第
八
・
十
で
は
す
べ
て
秋
の
歌
に
登
場
し
、『

万
葉
集』

に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
秋
の
景
物

の
印
象
で
あ
る
。
フ
の
み
春
の
景
物
と
な
る
。
シ
、
ヌ
、
ヘ
、
ホ
な
ど
か
ら｢

白
露｣

は
美
的
な
鑑
賞
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
と
ば
と
し
て
は｢

歌
語『

し
ら
つ
ゆ』

は
漢
語『

白
露』
の
訓
読
で
あ
ろ
う｣

(

新
大
系
一
五
七
二
番
歌
脚
注)

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

作
歌
時
期
と
し
て
は
オ
の
弓
削
皇
子
、
ノ
の
人
麻
呂
歌
集
が
古
い
部
類
で
あ
る
。

そ
の
弓
削
皇
子
の
オ
は
同
一
の
歌
と
解
さ
れ
る
ニ
も
あ
る
が
、『

万
葉
集』
の｢

白
露｣

の
表
現
性
と
し
て
、
典
型
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、｢

萩｣

と
の
関
わ
り
を
詠
む
こ
と
、
他
に
十
二
例

(

ウ
、
エ
、
カ
、
キ
、
ク
、
コ
、
サ
、
ス
、
セ
、
ソ
、
ニ
、
ヌ)

、｢

消｣

と
結
び

��



つ
く
よ
う
に
詠
む
こ
と
、
他
に
八
例

(

ア
、
イ
、
カ
、
セ
、
ナ
、
ニ
、
ハ
、
ヒ)

と
、｢

萩｣

も｢

消｣

も
両
者
詠
む
例
も
あ
る
が
、｢

白
露｣

を
詠
む
歌
の
過
半
が
、
オ
同
様｢

萩｣
｢

消｣

と
関
わ
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
い
例
も
、
明
確
に
春
の
フ
は
さ
て
お
き
、

｢
黄
葉[

色
付
く
な
ど
含
む]｣

四
例

(

チ
、
ツ
、
テ
、
ネ)

、｢

尾
花｣

二
例

(

シ
、
レ)

、｢

秋
草｣

一
例

(

ホ)

、｢

穂｣

一
例

(

タ)

、｢

山
ぢ

さ｣

一
例

(
ノ)

、｢

を
み
な
へ
し｣

一
例

(

ケ)

と
草
木
を
と
も
に
詠
む
の
を
基
本
と
す
る
。
植
物
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
中
で
は
ト
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は｢

月｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

湯
原
王
も
カ
に
お
い
て
、
秋
萩
に
置
く
、
消
え
る
こ
と
が
当
然
の
よ
う
な｢

白
露｣

を
詠
ん
で
い
る
。『

万
葉
集』

に
お
け
る
一
般
的
な

｢

白
露｣

の
表
現
性
は
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

物
思
い
の
契
機
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
ウ
は
秋
萩
を
詠
み
、
時
間
帯
と
し
て
は
朝
で
あ
る
が
、
物
思
い
の
助
長
の
よ
う
な
表
現
効
果
が

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
心
情
表
現
と
結
び
つ
く
例
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
ウ
の
他
に
は
ノ｢

う
ら
ぶ
れ
て｣

程
度
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の

こ
と
ば
も
白
露
そ
の
も
の
が
喚
起
す
る
心
情
で
は
な
く
、｢

山
ぢ
さ
の

白
露
重
み

う
ら
ぶ
れ
て｣

と
白
露
の
重
み
で｢

山
ぢ
さ｣

が
し

お
れ
た
印
象
を
抱
か
せ
る
わ
け
で
、｢

白
露｣
が｢

う
ら
ぶ
る｣

と
結
び
つ
く
と
は
述
べ
に
く
い
。

本
稿
で
対
象
と
し
て
い
る
湯
原
王
の
歌
で
は
、
秋
の
歌
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
は
動
か
な
い
が
、
萩
や
黄
葉
を
詠
む
わ
け
で
も
、｢

消｣

を
詠
む
わ
け
で
も
な
く
、｢

心
も
し
の
に｣

と
い
う
心
情
表
現
が
明
記
さ
れ
る
稀
な
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
集
中
の
用
例
か
ら
は
、｢

心

も
し
の
に｣

と｢

白
露｣

と
を
直
結
さ
せ
る
と
い
う
の
は
即
断
し
に
く
い
。

な
お｢

白
露｣

の
置
く
場
に
当
該
歌
の
よ
う
に｢

庭｣

と
す
る
例
は
な
い
。
ま
た｢

蟋
蟀｣

が
共
存
す
る
例
は
な
く
、｢

蟋
蟀｣

以
外
に

鳴
く
も
の
を
詠
む
例
も
な
い
。｢

白
露｣

を
軸
に
考
え
る
と
、
当
該
歌
は
異
例
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
独
自
性
が
、
第
一
章

で
見
た
よ
う
に
、
月
、
露
、
蟋
蟀
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
る
悲
秋
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

��



五

｢

蟋
蟀｣

の
響
音

集
中
、
現
在｢

こ
ほ
ろ
ぎ｣

と
訓
ま
れ
る
例
は
、
当
該
歌
を
除
き
六
首
あ
り
、
原
文
表
記
は｢

蟋｣

が
一
例
あ
る
ほ
か
は
す
べ
て｢

蟋

蟀｣

で
あ
る
。
な
お
、
巻
第
十
、
秋
雑
歌
で
は｢

詠
蟋｣

、
秋
相
聞
で
は｢

寄
蟋
蟀｣

と
な
っ
て
い
る
。

ａ

秋
風
の

寒
く
吹
く
な
へ

我
が
や
ど
の

浅
茅
が
本
に��
鳴
く
も(

⑩
二
一
五
八

秋
雑
歌
・
詠
蟋

作
者
未
詳)

ｂ

影
草
の

生
ひ
た
る
や
ど
の

夕
影
に

鳴
く��
は

聞
け
ど
飽
か
ぬ
か
も(

⑩
二
一
五
九

秋
雑
歌
・
詠
蟋

作
者
未
詳)

ｃ

庭
草
に

村
雨

む
ら
さ
め

降
り
て��
の

鳴
く
声
聞
け
ば

秋
付
き
に
け
り(

⑩
二
一
六
〇

秋
雑
歌
・
詠
蟋

作
者
未
詳)

ｄ��
の

待
ち
喜
ぶ
る

秋
の
夜
を

寝ぬ

る
験

し
る
し

な
し

枕
と
我
と
は(

⑩
二
二
六
四

秋
相
聞
・
寄
蟋
蟀

作
者
未
詳)

ｅ

草
深
み�
さ
は
に

鳴
く
や
ど
の

萩
見
に
君
は

い
つ
か
来
ま
さ
む(

⑩
二
二
七
一

秋
相
聞
・
寄
花

作
者
未
詳)

ｆ��
の

我
が
床
の
辺
に

鳴
き
つ
つ
も
と
な

起
き
居
つ
つ

君
に
恋
ふ
る
に

寝い

ね
か
て
な
く
に(

⑩
二
三
一
〇

秋
相
聞
・

旋
頭
歌

作
者
未
詳)

『

倭
名
類
聚
抄』

に｢

蟋
蟀｣

の
和
名
と
し
て｢�
利
々
々
須｣

(

箋
注
倭
名
類
聚
抄)

、｢

木
里
木
里
須｣

(

元
和
古
活
字
本)

と
あ
る
の
に

呼
応
す
る
よ
う
に
、『

万
葉
集』

の
古
写
本
、
版
本
に
至
る
ま
で｢

蟋
蟀｣

は｢

キ
リ
ギ
リ
ス｣

と
訓
ま
れ
て
き
た
が
、
童
蒙
抄
の
当
該
歌

題
詞
の
釈
文
に｢

こ
ふ
ろ
ぎ｣

と
訓
む
案
が
提
示
さ
れ
、
考
、
略
解
を
経
て
字
余
り
を
回
避
す
る
意
味
で
も｢

こ
ほ
ろ
ぎ｣

が
現
在
の
定

訓
と
な
っ
て
い
る
。｢

今
日
の
コ
ホ
ロ
ギ
、
マ
ツ
ム
シ
、
ス
ズ
ム
シ
、
キ
リ
ギ
リ
ス
等
の
秋
の
蟲
の
総
称｣

(

佐
佐
木
評
釈)

の
よ
う
に
解
す

る
の
が
定
説
で
あ
る
。

��



こ
の｢

蟋
蟀｣

は
、
当
該
湯
原
王
の
歌
が
巻
第
八
に
収
め
ら
れ
る
以
外
、
す
べ
て
巻
第
十
の
秋
雑
歌
、
秋
相
聞
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

明
ら
か
な
秋
の
景
物
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
秋
に
関
し
て
も
、
ｃ｢

蟋
蟀
の

鳴
く
声
聞
け
ば

秋
付
き
に
け
り｣

か
ら
す
る
と
秋
の
到

来
を
告
げ
る
意
味
を
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
ａ
で｢

秋
風
の

寒
く
吹
く
な
へ｣

と
秋
風
が
寒
く
吹
く
こ
と
と
同
時
の｢

蟋
蟀｣

に

も
同
じ
感
覚
を
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
当
該
歌
含
め
六
例
に｢

鳴
く｣

も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ｄ
の
み
直
接｢

鳴
く｣

は
示
さ
れ
な
い
が
、

第
二
句｢

待
ち
喜
ぶ
る｣

の
判
断
が
鳴
き
声
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ｄ
で
は
蟋
蟀
の
鳴
き
声
を
喜
ん

で
い
る
よ
う
に
聞
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ｂ｢

鳴
く
蟋
蟀
は

聞
け
ど
飽
か
ぬ
か
も｣

と
鳴
き
声
を
賞
美
す
る
姿
勢
に
も
通
じ
よ
う
。

た
だ
し
、
ｄ
は
詠
み
手
も｢
蟋
蟀｣

と
同
じ
く
喜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。｢

寝
る
験
な
し

枕
と
我
と
は｣

は
、
枕
と
寝
る｢

我｣

が
い

る
わ
け
で
、
独
り
寝
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。｢

蟋
蟀｣

と
我
と
は
一
体
化
す
る
こ
と
な
く
、
別
の
存
在
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
独
り
寝
の
状
況
は
ｆ
も
同
様
で
あ
る
。
ｆ
は｢

君
に
恋
ふ
る
に｣

と
あ
る
よ
う
に｢

我｣

は
女
性
と
な
る
が
、
眠
れ
ぬ
独
り
寝

に
、｢

我
が
床
の
辺
に

鳴
き
つ
つ
も
と
な｣
と
床
の
あ
た
り
で
鳴
く
蟋
蟀
に
迷
惑
を
覚
え
て
い
る
よ
う
だ
。｢

蟋
蟀｣

と
独
り
寝
の
関
係

が
、
そ
の
主
体
を
女
性
の
立
場
で
考
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
ｅ
に
も
そ
う
い
っ
た
独
り
寝
の
女
性
像
を
感
じ
取
っ
て
よ
か
ろ
う
。
単
純
に

萩
を
口
実
に
相
手
の
男
性
の
来
訪
を
願
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
萩
の
花
咲
く
庭
の
情
景
描
写
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な｢

草
深
み

蟋
さ
は
に

鳴
く
や
ど｣

が
、
実
は
独
り
寝
の
自
身
を
感
受
さ
せ
る
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。『

万
葉
集』

に
お
け
る｢

蟋
蟀｣

の
表
現
性
の

一
つ
に
、
独
り
寝
の
女
性
の
暗
示
が
指
摘
で
き
よ
う
。

｢

鳴
く｣

こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
が
、
そ
の
対
比
の
よ
う
に
、
ｂ｢

影
草
の

生
ひ
た
る
や
ど
の

夕
影
に｣

、
ｃ｢

庭
草
に

村
雨
降
り

て｣

、
ｅ｢

草
深
み

蟋
さ
は
に

鳴
く
や
ど
の｣

と
見
え
そ
う
に
な
い｢
蟋
蟀｣

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
視
覚
で
捉
え
る｢

蟋
蟀｣

で
は
な

��



い
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も｢

蟋
蟀｣

は
集
中
、
古
い
用
例
は
な
く
、
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
以
降
素
材
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
背
後
に
は
中
国
古
典
の

存
在
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
鉄
野
昌
弘
氏
は｢

も
と
も
と
は
詩
に
お
け
る

『

悲
秋』

の
景
物
で
、『

玉
台
新
詠』

な
ど
で
は
、
離
れ
て
い
る

男
を
思
う
女
の
情
を
歌
う
詩
に
多
い
。
雄
が
雌
を
呼
ん
で
鳴
く
蟋
蟀
は
、
嬬
問
い
・
嬬
恋
い
の
象
徴
に
も
な
る
の
で
あ
る

(

10)｣

と
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
先
に
ｄ
、
ｅ
、
ｆ
の
例
か
ら
う
か
が
え
た『

万
葉
集』

に
お
け
る｢

蟋
蟀｣

の
表
現
性
に
通
じ
よ
う
。
集
中
の｢

蟋
蟀｣

に
関
し
て
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
も
の
に
大
谷
雅
夫
氏
の
論
考
が
あ
る

(

11)

。
氏
は｢

蟋
蟀｣

が｢

日
本
文
学
に
見
え
る

『

鳴
く
虫』

の
表
現

の
初
め
て
の
例
で
あ
っ
た｣
と
指
摘
し
、
素
材
と
し
て
の
珍
し
さ
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
中
国
古
典
に
お
け
る｢

蟋
蟀｣

に
関
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

詩
に
お
け
る｢

蟋
蟀｣

の
声
は
、
秋
が
到
来
し
、
歳
末
が
近
い
こ
と
を
人
に
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
時
の
推
移
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
聞
い
て
、
女
は
夫
が
今
年
も
帰
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
男
は
旅
の
憂
い
が
続
く
こ
と
を
、
と
も
に
知
っ
て
悲
哀
す
る
。
そ
の

悲
し
み
の
情
か
ら
、｢

蟋
蟀｣

の
声
は｢

夜
悲
し
く
鳴
く｣

な
ど
と
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
で『

万
葉
集』

の｢

蟋
蟀｣

に
関
し
て
は｢『

こ
ほ
ろ
ぎ』

の
声
に
秋
の
訪
れ
を
感
じ
る
と
い
う
気
分
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
悲
哀
の
情
は
乏
し
い｣

や｢『

こ
ほ
ろ
ぎ』

の
歌
の
特
色
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
声
は
耳
に
心
地
よ
い
も
の
と
し
て
聞
か
れ
る
こ
と
で
あ
る｣

と
詩
と
歌
と
の
違
い
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
詩
で
も
歌
で
も
共
通
す
る
秋
の
到
来
は
さ
て
お
き
、
詩
に
見
ら
れ
る
夫
不
在
の
女
性
と
い

う
要
素
は『

万
葉
集』

の｢

蟋
蟀｣

の
表
現
性
を
導
く
も
の
で
は
な
い
か
。
作
者
も
待
ち
望
む
秋
が
到
来
す
る
時
に
は
、
喜
ぶ
よ
う
に
聞

��



こ
え
、
一
方
独
り
寝
を
か
こ
つ
文
脈
で
は
悲
し
い
も
の
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
中
国
古
典
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
約
束
事
を
極
め
て
表
面

的
に
、
あ
る
面
、
器
用
に
受
け
と
め
た
結
果
が
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

湯
原
王
の
蟋
蟀
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
五
句｢

蟋
蟀
鳴
く
も｣

と
、
鳴
く｢

蟋
蟀｣

を
詠
む
。
第
一
句｢

夕
月
夜｣

か
ら
は
季
節

が
ど
れ
な
の
か
は
つ
か
ま
せ
な
い
が
、
月
の
初
旬
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
秋
の
到
来
と
し
て
七
月
上
旬
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ぼ

ん
や
り
し
た
映
像
感
覚
を
伝
え
る｢

夕
月
夜｣

で
あ
る
。
そ
の
は
っ
き
り
見
え
な
い
感
覚
は｢

蟋
蟀｣

の
非
視
覚
的
な
要
素
と
対
応
し
よ

う
。
そ
し
て
夕
方
と
い
う
時
間
帯
で
あ
り
、
誰
か
の
来
訪
を
感
じ
さ
せ
な
く
は
な
い
。
独
り
寝
の
抒
情
は
こ
の
歌
に
も
読
み
取
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
次
章
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

六

恋
歌
の
雰
囲
気

湯
原
王
の
当
該
歌
は
、
特
に｢

蟋
蟀｣
の
表
現
性
か
ら
、
秋
の
到
来
と
独
り
寝
を
わ
び
し
く
思
う
女
性
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な

歌
と
解
さ
れ
た
。｢

夕
月
夜｣

は
毎
月
到
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
夕
方
に
月
が
出
て
い
る
わ
け
で
、
月
の
初
旬
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
こ
の
歌
で
は
秋
と
い
う
季
節
で
、
か
つ｢

蟋
蟀｣
の
集
中
の
様
相
か
ら
、
結
果
と
し
て
秋
の
到
来
を
よ
り
強
く
印
象
さ
せ
る
景
物

と
な
る
。
ま
た
、
恋
し
く
思
う
相
手
の
無
さ
も
ど
こ
か
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が｢

夕
月
夜｣

と
い
う
条
件
で
、
一
層
実
感
を

伴
っ
て
享
受
者
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
絶
妙
な
こ
と
ば
の
配
置
と
い
え
よ
う
。

『

万
葉
集』

に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
見
出
せ
る
が
、
漢
籍
の｢

蟋
蟀｣
か
ら
す
る
と
女
性
の
立
場
と
な
る
。
こ
の
歌
も
そ
の
よ
う
な
側

面
を
見
出
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
湯
原
王
の
歌
に
は
、
女
性
の
立
場
で
詠
む
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。
男
性
歌
人
が
女
性
の
立
場
で

��



詠
む
こ
と
は『

万
葉
集』

に
お
い
て
決
し
て
珍
し
い
状
況
で
は
な
い
が
、
湯
原
王
の
集
中
の
歌
数
十
九
首
、
う
ち｢

娘
子｣

と
の
贈
答
と

し
て
明
確
な
七
首

(

④
六
三
一
〜
六
三
二
、
六
三
五
〜
六
三
六
、
六
三
八
、
六
四
〇
、
⑧
一
六
一
八)

は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
歌
を
見
出
せ
、

女
性
の
立
場
の
よ
う
な
歌
の
割
合
は
少
な
く
な
い
方
で
あ
ろ
う
。

青
山
の

峰
の
白
雲

朝
に
日け

に

常
に
見
れ
ど
も

め
づ
ら
し
我
が
君(

③
三
七
七

雑
歌｢

湯
原
王
宴
席
歌
二
首｣)

月
読

つ
く
よ
み

の

光
に
来
ま
せ

あ
し
ひ
き
の

山
き
へ
な
り
て

遠
か
ら
な
く
に(

④
六
七
〇

相
聞｢

湯
原
王
歌
一
首｣)

は
し
き
や
し

間ま

近ち
か

き
里
の

君
来
む
と

お
ほ
の
び
に
か
も

月
の
照
ら
せ
る(

⑥
九
八
六

雑
歌｢

湯
原
王
月
歌
二
首｣)

宴
と
題
詞
に
明
示
さ
れ
る
三
七
七
番
歌
は
、
三
七
六
番
歌｢

蜻
あ
き
づ

羽は

の

袖
振
る
妹
を

玉
く
し
げ

奥
に
思
ふ
を

見
た
ま
へ
我
が
君｣

と
組
で
収
め
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に｢

妹｣

も｢

君｣

も
い
る
場
で
第
三
者
的
な
視
点
で
は
あ
る
が
、
三
七
七
番
歌
の
み
の
表
現
性
は

女
性
か
ら
男
性
へ
の
恋
歌
の
よ
う
で
あ
る
。
六
七
〇
番
歌
は
作
歌
事
情
は
明
瞭
で
な
い
が
、
月
明
か
り
の
中
で
来
訪
す
る
男
性
を
待
つ
女

性
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
九
八
六
番
歌
で
も
同
様
で
あ
る
。

湯
原
王
と
女
性
の
立
場
と
い
う
視
点
で
見
て
き
た
が
、
恋
情
に
関
し
て
は｢

心
も
し
の
に｣

も
そ
れ
を
感
受
さ
せ
よ
う
。
先
に
第
五
章

で
も
引
用
し
た
が
、
鉄
野
昌
弘
氏
は｢

蟋
蟀｣

が
悲
秋
の
景
物
で
あ
る
こ
と
と
、｢

嬬
問
い
・
嬬
恋
い
の
象
徴｣

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

上
で
、｢

『

心
も
し
の
に』

に
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
も
連
想
さ
れ
よ
う｣

と
述
べ
て
い
る
。｢

心
も
し
の
に｣

は
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、

｢

恋｣

と
直
結
す
る
４
、
６
、
会
え
な
い
相
手
へ
の
思
い
と
関
わ
る
３
、
５
、
９
が
あ
り
、
恋
情
と
響
き
う
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
当
該
歌
に
も
ほ
の
か
に
感
じ
さ
せ
る
恋
情
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

��
(
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お
わ
り
に
―
―
湯
原
王
論
へ
―
―

湯
原
王
の
一
五
五
二
番
歌
は
、｢

夕
月
夜｣

｢

白
露｣

｢

蟋
蟀｣

と
い
う
三
つ
の
こ
と
ば
を
軸
に｢

心
も
し
の
に｣

を
関
わ
ら
せ
た
歌
で
あ

る
。
景
物
の
取
り
合
わ
せ
か
ら
す
る
と
、
集
中
で
は
珍
し
い
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
の
独
自
性
か
ら
し
て
漢
籍
の｢

悲
秋｣

を
感
じ
さ

せ
、
一
方
で｢

夕
月
夜｣

｢

蟋
蟀｣

｢

心
も
し
の
に｣

か
ら『

万
葉
集』

で
も
培
わ
れ
た
恋
情
を
ほ
の
か
に
感
じ
さ
せ
る
歌
で
あ
っ
た
と
結

論
づ
け
ら
れ
る
。
湯
原
王
の｢

抒
情
詩
人
と
し
て
の
細
み
あ
る
感
性

(

13)｣

の
表
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
湯
原
王
の
感
覚
は
、
こ
の
歌
の
み
に
発
露
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
当
該
歌
で
も
重
要
な
景
物
と
な
る｢

月｣

を
好
ん

で
い
た
こ
と
は
、

目
に
は
見
て

手
に
は
取
ら
え
ぬ

月
の
内
の

楓
か
つ
ら

の
ご
と
き

妹
を
い
か
に
せ
む(

④
六
三
二

相
聞)

月
読

つ
く
よ
み

の

光
に
来
ま
せ

あ
し
ひ
き
の

山
き
へ
な
り
て

遠
か
ら
な
く
に(

④
六
七
〇

相
聞)

天あ
め

に
ま
す

月
読
を
と
こ

賂ま
ひ

は
せ
む

今
夜
の
長
さ

五い

百ほ

夜よ

継
ぎ
こ
そ(

⑥
九
八
五

雑
歌)

は
し
き
や
し

間ま

近ち
か

き
里
の

君
来
む
と

お
ほ
の
び
に
か
も

月
の
照
ら
せ
る(

⑥
九
八
六

雑
歌)

と
他
に
四
首
の
月
を
詠
ん
だ
歌
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
月
は
皓
々
と
照
る
印
象
で
あ
り
、
視
覚
的
に
明
確
に
捉
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
覚
的
な
印
象
の
強
さ
を
詠
む
一
方
で
、
聴
覚
に
鋭
敏
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
湯
原
王
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
そ
の

作
十
九
首
の
中
か
ら｢

蟋
蟀｣

同
様
、｢

鳴
く｣

も
の
を
詠
ん
だ
も
の
に
次
の
三
首
が
あ
る
。

吉
野
な
る

夏
実
の
川
の

川
淀
に

鴨
そ
鳴
く
な
る

山
陰
に
し
て(
③
三
七
五

雑
歌｢

湯
原
王
芳
野
作
歌
一
首｣)

��



織
女

た
な
ば
た

の

袖
つ
ぐ
夕よ

ひ

の

暁
あ
か
と
き

は

川
瀬
の
鶴た

づ

は

鳴
か
ず
と
も
よ
し(

⑧
一
五
四
五

秋
雑
歌｢

湯
原
王
七
夕
歌
二
首｣)

秋
萩
の

散
り
の
ま
が
ひ
に

呼
び
立
て
て

鳴
く
な
る
鹿
の

声
の
遙
け
さ(

⑧
一
五
五
〇

秋
雑
歌｢

湯
原
王
鳴
鹿
歌
一
首｣)

一
五
四
五
番
歌
は
、
七
夕
歌
と
い
う
こ
と
で
想
像
の
景
で
あ
り
、
今
回
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。
三
七
五
番
歌
は
吉
野
に
て
作
っ
た

歌
だ
が
、｢
吉
野
な
る

夏
実
の
川
の

川
淀
に

鴨｣

と
焦
点
を
徐
々
に
絞
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、｢

鴨
そ
鳴
く
な
る｣

と
聴

覚
に
よ
る
推
定｢
な
り｣

を
用
い
る
こ
と
で
鴨
自
体
は
鳴
き
声
に
よ
る
存
在
認
識
と
な
る
。
そ
の
点
を
確
認
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
第
五
句

｢

山
陰
に
し
て｣
で
あ
ろ
う
。
一
五
五
〇
番
歌
は
、
萩
と
鹿
と
い
う『

万
葉
集』

の
秋
を
代
表
す
る
取
り
合
わ
せ
だ
が
、｢

鳴
く
な
る
鹿
の

声
の
遙
け
さ｣

と｢
な
り｣

と｢

遙
け
さ｣

を
用
い
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
鹿
の
鳴
き
声
が
印
象
的
で
あ
る
。
作
者
の
近
景
と
し

て
は｢

秋
萩
の

散
り
の
ま
が
ひ
に｣

と
萩
が
散
り
乱
れ
る
映
像
美
が
示
さ
れ
る
。
萩
の
花
散
る
先
に
鹿
が
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
現
実
的

に
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
視
覚
の
遮
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
聴
覚
が
響
い
て
く
る
と
い
う
湯
原
王
の
感
性
が
立
ち
表
わ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
本
稿
で
読
み
進
め
た
蟋
蟀
歌
に
お
い
て
も
視
覚
が
遮
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
の
聴
覚
へ
の
集
中
が
感
じ
取
れ
る
。
見
え
な
い
声
を

詠
む
、
そ
れ
は
湯
原
王
の
歌
の
一
つ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

こ
の
一
首
は
、｢

夕
月
夜｣

｢

白
露｣

｢

蟋
蟀｣
と
取
り
合
わ
せ
と
し
て
珍
し
い
景
物
を
詠
む
こ
と
で
、
ば
ら
ば
ら
に
な
り
そ
う
な
趣
向
が
、

結
句｢

蟋
蟀
鳴
く
も｣

で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
取
り
合
わ
せ
か
ら
悲
秋
が
読
み
取
れ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。｢

心
も
し
の
に｣

と
い
う
情
感
も
そ
の
三
つ
の
景
物
と
結
果
と
し
て
関
わ
る
よ
う
に
読
ま
せ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
悲
秋
を
主
題

に
詠
を
な
し
た
か
は
定
か
に
し
え
な
い
。
中
国
古
典
を
意
識
し
、
そ
の
素
材
の
醸
し
出
す
あ
り
よ
う
に
揺
れ
動
く
心
の
あ
り
さ
ま
、
ほ
の

か
な
恋
情
を
詠
出
し
た
、
そ
れ
が
湯
原
王
の
蟋
蟀
歌
で
あ
ろ
う
。｢

蟋
蟀｣
の
表
現
の
上
で
の
可
能
性
を
存
分
に
生
か
し
、｢

心
も
し
の
に｣

を
巧
み
に
用
い
た
名
歌
と
い
え
よ
う
。
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注

(

１)

本
稿
で
の

『

万
葉
集』

の
引
用
は
基
本
的
に
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
っ
た
が
、
表
記
な
ど
変
更
し
た
場
合
も
あ
る
。

(
２)

井
上
通
泰

『

万
葉
集
新
考』

は
、
当
初
は
大
正
四
年
か
ら
非
売
品
と
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
後
に
国
民
図
書
よ
り
公
刊
さ
れ
る
。
そ
の
国
民
図
書

版
に
は

｢

第
三
句
に
つ
づ
け
て
は
心
得
べ
か
ら
ず｣

と
あ
る
。

(

３)
神
野
志
隆
光
・
鉄
野
昌
弘

｢

万
葉
百
五
十
首
を
読
む｣

『

別
冊
国
文
学
五
十
五

[

必
携]

万
葉
集
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科』

(

学
燈
社

二
〇
〇

二
年
十
一
月)

。
当
該
歌
は
鉄
野
氏
執
筆
。

(

４)

稲
岡
耕
二

『
鑑
賞
日
本
の
古
典
二

万
葉
集』

(

尚
学
図
書

一
九
八
〇
年
四
月)

。

(

５)

鈴
木
日
出
男

｢
悲
秋
の
詩
歌
―
―
漢
詩
と
和
歌｣
『

古
代
和
歌
史
論』

(

東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
〇
年
十
月
、
初
出

『

上
代
文
学』

四
十
、
一

九
七
八
年
四
月)

。

(

６)

拙
稿

｢『

心
も
し
の
に』
考｣

『

国
語
と
国
文
学』

第
八
十
巻
第
八
号

(

二
〇
〇
三
年
八
月)

。

(

７)

大
浦
誠
士

｢『

心
も
し
の
に』
考
究｣
『

万
葉
語
文
研
究』

第
三
集

(

和
泉
書
院

二
〇
〇
七
年
六
月)

。
大
浦
氏
は

｢

心
も
し
の
に｣

の
意
味
は

｢

あ
る
方
向
性
を
も
っ
て
心
を
寄
せ
る

(

心
が
引
き
寄
せ
ら
れ
る)｣

と
捉
え
て
い
る
。

(

８)

拙
稿

｢『

ち
ど
り』

と

『

か
は
づ』｣

『
駒
澤
國
文』

第
四
十
三
号

(

二
〇
〇
六
年
二
月)

。

(

９)

稲
岡
耕
二
選

｢

万
葉
集
名
歌
事
典
―
―
万
葉
名
歌
百
首｣

『

別
冊
国
文
学
四
十
六

万
葉
集
事
典』

(

学
燈
社

一
九
九
三
年
八
月)

に
お
け
る
当

該
歌
の
解
釈

(

毛
利
正
守
氏
執
筆)

。

(

10)

注

(

３)

参
照
。

(

11)

大
谷
雅
夫

｢

歌
と
詩
の
あ
い
だ｣

『

歌
と
詩
の
あ
い
だ
―
―
和
漢
比
較
文
学
論
攷』

(

岩
波
書
店

二
〇
〇
八
年
三
月
、
初
出

『

列
島
の
古
代
史
６

言
語
と
文
字』

岩
波
書
店

二
〇
〇
六
年
三
月)

。

(

12)

万
葉
第
三
期
、
大
伴
旅
人
と
歌
の
上
で
も
深
い
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
沙
弥
満
誓
は
、
集
中
七
首
の
歌
を
残
す
が
、
う
ち
三
首
は
女
性
の

立
場
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る(

参
照

拙
稿｢

月
と
譬
喩
―
―
満
誓『
月
歌』

を
中
心
に
―
―｣

『

美
夫
君
志』

第
七
十
二
号

二
〇
〇
六
年
三
月)

。

(

13)

大
岡
信

『

私
の
万
葉
集』

三

(

講
談
社
現
代
新
書

一
九
九
五
年
十
月)
。

(

な
か
じ
ま
・
し
ん
や
／
本
学
准
教
授)

��


