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本
能
寺
本
『
芝
草
句
内
岩
橋
上
』
訳
注
（
四
）

伊
藤
伸
江
・
奥
田　

勲

　

心
敬
に
は
、
和
歌
と
連
歌
の
自
作
を
お
さ
め
た
全
八
冊
か
ら
な
る
集
『
芝
草
』
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
『
芝
草
』
所
収
の
自
句
、
自
歌

に
み
ず
か
ら
注
を
つ
け
、
弟
子
た
ち
に
適
宜
与
え
て
い
た
。『
芝
草
句
内
岩
橋
』
も
そ
の
よ
う
な
心
敬
の
営
為
に
よ
る
一
作
品
で
あ
り
、
現

在
京
都
の
古
刹
本
能
寺
に
上
下
二
冊
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
と
奥
田
は
、
こ
の
作
品
の
重
要
性
に
鑑
み
、
翻
刻
と
注
釈
を
試
み
る
こ
と

と
し
た
。

【
凡
例
】

一
、
底
本
は
本
能
寺
蔵
『
芝
草
句
内
岩
橋
上
』
で
あ
る
。
対
校
本
は
、
太
田
武
夫
氏
蔵
文
明
十
一
年
古
写
本
（
文
明
本
）、
同
じ
く
太
田
武

夫
氏
蔵
明
応
十
年
古
写
本
（
明
応
本
）
の
二
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
両
本
の
閲
覧
が
困
難
な
状
況
に
あ
り
、
両
本
と
の
対
校
は
原

本
に
よ
っ
て
は
な
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
本
は
横
山
重
・
野
口
英
一
校
訂
『
心
敬
集　

論
集
』（
吉
昌
社
・
昭
和
二
一
）
の
翻

刻
に
依
っ
た
の
で
、
不
審
な
点
は
そ
の
旨
を
注
記
し
た
。
略
称
と
し
て
文
明
本
は
「
文
」、
明
応
本
は
「
明
」
と
す
る
。

一
、
翻
字
本
文
は
、
本
能
寺
本
を
厳
密
に
翻
刻
し
、
原
文
の
表
記
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
は
、
校
注
者
が
〈　

〉
書
き
で
「
マ
マ
」

と
注
し
た
。
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一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
改
め
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
、
句
読
点
を
補
っ

た
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢

字
表
記
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読
語
句
に
は
、
校
注
者
が
（　

）
書
き

で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開
い
た
。
翻
字
本
文
と
の
相
違
箇
所
に
つ
い
て
は
、
翻
字
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
注
釈
本
文
の
各
句
に
は
、
便
宜
上
、
校
注
者
に
よ
る
通
し
番
号
を
付
し
た
。

一
、
訳
注
に
お
い
て
は
、【
校
異
】、【
他
出
文
献
】、【
語
釈
】、【
現
代
語
訳
】
の
項
目
を
設
け
、
必
要
な
場
合
に
は
【
考
察
】【
補
説
】
等
の

項
目
も
設
け
た
。

一
、【
他
出
文
献
】
に
あ
げ
た
心
敬
の
作
品
集
の
略
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

心
玉
集
（
野
坂
氏
本
）
↓
心
玉
集
（
野
）　

心
玉
集
（
静
嘉
堂
文
庫
本
）
↓
心
玉
集
（
静
）

心
玉
集
拾
遺
（
静
嘉
堂
文
庫
本
）
↓
心
玉
集
拾
遺
（
静
）

芝
草
内
連
歌
合
（
天
理
本
）
↓
芝
草
内
連
歌
合
（
天
）　

芝
草
内
連
歌
合
（
松
平
文
庫
本
）
↓
芝
草
内
連
歌
合
（
松
）

ま
た
、
芝
草
句
内
発
句
の
う
ち
、
吾
妻
下
向
発
句
草
に
お
さ
め
ら
れ
た
句
は
（
吾
妻
下
向
発
句
草
）
と
記
し
た
。

一
、【
語
釈
】
に
あ
げ
た
和
歌
、
連
歌
、
歌
論
、
連
歌
論
な
ど
の
引
用
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
読
解
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、

先
例
の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
私
に
濁
点
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文

字
は
必
要
に
応
じ
平
仮
名
、
漢
字
等
に
改
め
た
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

雨
あ
を
し
五
月
の
雲
の
む
ら
柏

　
　
　

な
か
雨
の
や
ゝ
晴
の
ほ
る
こ
ろ
の
風
情
也
雲
の
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む
ら
か
れ
る
と
い
へ
る
は
か
り
也
こ
れ
も
景
曲
の
躰

　
　
　

と
て
今
み
る
こ
と
く
の
風
躰
に
ゆ
つ
り
侍
る
は
か
り
也

【
校
異
】

あ
を
し
―
青
し
（
明
）　

む
ら
柏
―
む
ら
か
し
は
（
文
）、
村
柏
（
明
）　

な
か
雨
―
長
雨
（
文
・
明
）　

や
や
―
や
う
〳
〵
（
明
）　

こ
ろ
の

風
情
也
―
比
の
風
情
也
（
文
）、
比
（
明
）　

む
ら
か
れ
る
―
む
ら
か
れ
た
る
（
文
）、
む
ら
か
る
（
明
）　

は
か
り
也
―
計
也
（
文
・
明
）　

こ
れ
も
―
是
も
（
文
・
明
）　

景
曲
の
躰
―
景
曲
躰
（
明
）　

今
―
只
今
（
文
・
明
）　

み
る
こ
と
く
―
見
る
如
く
（
文
）　

風
躰
に
―
風
情
に

（
文
）　

侍
る
は
か
り
也
―
侍
な
り
（
文
）、
侍
計
也
（
明
）

※ 

自
注
一
行
目
の
「
雲
の
」
を
『
心
敬
集　

論
集
』
は
「
雪
の
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、誤
り
。
ま
た
『
連
歌
大
観
』
の
「
芝
草
句
内
岩
橋
」

は
、
句
中
の
「
五
月
の
雲
」
を
「
五
月
の
雪
」、
自
注
一
行
目
の
「
雲
の
」
を
「
雪
の
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、
誤
り
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

43
、
雨
青
し
五
月
の
雲
の
む
ら
柏

　
　
　

長
雨
の
や
や
晴
れ
の
ぼ
る
こ
ろ
の
風
情
な
り
。
雲
の

　
　
　

む
ら
が
れ
る
と
い
へ
る
ば
か
り
な
り
。
こ
れ
も
景
曲
の
躰

　
　
　

と
て
、
今
見
る
ご
と
く
の
風
躰
に
ゆ
づ
り
侍
る
ば
か
り
な
り
。

【
語
釈
】
◯
雨
青
し
…
降
る
雨
ま
で
も
青
く
見
え
る
と
い
う
表
現
。
非
常
に
印
象
的
な
表
現
で
、
心
敬
の
句
以
外
で
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

◯
五
月
の
雲
…
五
月
雨
時
の
空
の
雲
。「
郭
公
あ
り
明
の
月
に
か
へ
て
き
か
む
さ
月
の
雲
に
も
る
る
一
こ
ゑ
」（
拾
玉
集
・
暁
聞
郭
公
・

4107
）。

◯
む
ら
柏
…
群
が
っ
て
生
え
て
い
る
柏
。
柏
は
ブ
ナ
科
の
落
葉
樹
。
こ
こ
は
自
注
に
い
う
よ
う
に
雲
が
群
が
る
様
子
と
柏
の
群
生
を
重
ね
合

わ
せ
て
い
る
。「
う
づ
も
る
る
遠
山
も
と
の
む
ら
が
し
は
た
が
軒
ば
よ
り
雪
は
ら
ふ
ら
ん
」（
壬
二
集
・
遠
村
雪
・

2598
、
後
に
初
句
「
嵐
吹
く
」

で
、『
愚
見
抄
』、『
桐
火
桶
』、『
二
言
抄
』
に
入
っ
て
い
る
）。「
む
ら
が
し
は
し
げ
る
ば
か
り
の
神
も
う
し
木
の
間
ゆ
る
さ
ぬ
森
の
月
影
」（
心
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敬
僧
都
十
躰
和
歌
・
面
白
躰
・
杜
夏
月
・
131
）。
◯
長
雨
…
陰
暦
五
月
の
、
梅
雨
の
長
雨
。
◯
晴
れ
の
ぼ
る
…
空
が
晴
れ
、
低
く
た
れ
こ
め

て
い
た
雲
が
高
く
あ
が
っ
て
い
く
さ
ま
。「
は
れ
の
ぼ
る
あ
さ
ゐ
の
雲
の
し
た
ご
と
に
は
つ
雪
ふ
ぶ
く
ひ
ら
の
た
か
山
」（
出
観
集
・
冬
・
578
）。

◯
景
曲
の
躰
…
景
色
が
目
の
前
に
あ
る
か
の
よ
う
に
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
風
体
。「
お
も
て
は
見
様
を
先
と
し
て
、
底
に
面
白
体
を
兼
ね

た
ら
ん
歌
を
景
曲
と
は
申
す
べ
き
に
こ
そ
」
と
『
愚
秘
抄
』
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

【
他
出
文
献
】
竹
林
抄

1687　

芝
草
内
連
歌
合
（
天
）

2578　

吾
妻
下
向
発
句
草
559　

大
発
句
帳

3313

【
補
説
】
こ
の
句
の
よ
う
な
、
自
然
の
持
つ
色
あ
い
が
、
天
空
か
ら
降
り
落
ち
か
か
る
降
物
に
う
つ
る
と
い
う
発
想
の
句
と
し
て
、
心
敬
に

は
「
雪
青
し
梢
や
春
に
な
り
ぬ
ら
む
」（
芝
草
句
内
発
句
・
5
）、「
露
青
し
さ
ら
に
手
染
め
の
会
津
山
」（
芝
草
句
内
発
句
（
吾
妻
下
向
発
句

草
）・
567
）「
露
青
し
草
葉
の
松
や
染
め
ぬ
ら
む
」（
芝
草
句
内
発
句
（
吾
妻
下
向
発
句
草
）・
609
）
が
あ
る
。
ま
た
、
44
句
も
同
じ
発
想
で
あ

る
し
、
49
句
も
風
へ
の
色
の
転
移
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

雨
ま
で
も
青
く
見
え
る
こ
と
だ
、五
月
雨
の
空
が
少
し
晴
れ
て
、雲
が
む
ら
が
り
の
ぼ
っ
て
い
き
、群
生
す
る
柏
の
木
々
の
青
さ
が
雨
に
映
っ

て
い
て
。長

雨
が
次
第
に
晴
れ
て
き
て
、
垂
れ
込
め
て
い
た
雲
が
昇
っ
て
い
く
頃
の
様
子
で
あ
る
。
雲
が
む
ら
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
だ

け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
景
曲
の
躰
と
い
っ
て
、
現
在
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
様
子
の
歌
の
姿
に
ま
か
せ
て
、
詠
ん
だ
だ
け
な
の
で

す
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

ゆ
ふ
た
ち
は
杉
む
ら
青
き
山
へ
か
な

　
　
　

か
や
う
の
句
を
か
ふ
り
は
か
り
に
夕
立
を
い
ひ
出
し
て

　
　
　

所
詮
な
し
な
と
見
給
へ
る
好
士
あ
り
此
等
の
句
は
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は
し
め
よ
り
は
て
ま
て
夕
立
の
こ
と
を
い
へ
る
な
り

　
　
　

夕
立
は
過
て
跡
青
し
と
云
山
邊
は
雨
の
め
く
る

　
　
　

所
を
を
け
り
は
て
ま
て
雨
の
こ
と
を
い
へ
る
也

　
　
　

定
家
卿
哥
あ
さ
明
に
行
か
ふ
船
の
け
し
き
ま
て

　
　
　
　
　
　
　
　

春
を
う
か
ふ
る
浪
の
う
へ
か
な

　
　
　

は
し
め
よ
り
は
て
ま
て
春
の
心
あ
ま
れ
る
哥
な
る
へ
し

【
校
異
】

ゆ
ふ
た
ち
は
―
夕
立
は
（
文
・
明
）　

杉
む
ら
青
き
―
杉
む
ら
あ
を
き
（
文
）、
杉
村
青
き
（
明
）　

山
へ
か
な
―
山
邊
哉
（
明
）　

か
や
う
の

句
を
―
加
様
の
句
を
（
明
）　

は
か
り
に
―
計
に
（
明
）　

所
詮
な
し
な
と
―
所
詮
な
し
と
（
文
）　

は
し
め
よ
り
は
て
ま
て
―
初
よ
り
は
て

ま
て
（
文
）、
始
よ
り
果
ま
て
（
明
）　

こ
と
を
い
へ
る
な
り
―
事
を
い
へ
る
也
（
文
・
明
）　

跡
青
し
と
云
―
跡
の
あ
を
し
と
云
（
文
）、
跡

青
と
い
ふ
（
明
）　

山
邊
は
―
山
邊
と
は
（
明
）　

を
け
り
は
て
ま
て
―
終
ま
て
（
文
）、
お
は
り
ま
て
（
明
）　

雨
の
こ
と
を
い
へ
る
也
〜
雨

の
事
を
い
へ
る
（
文
）、雨
の
事
を
い
へ
る
か
（
明
）　

定
家
卿
哥
―
定
家
卿
哥
に
（
文
・
明
）　

あ
さ
明
に
―
朝
あ
け
に
（
文
）、朝
明
に
（
明
）

　

舟
の
―
船
の
（
文
）　

け
し
き
ま
て
―
気
色
ま
て
（
明
）　

う
か
ふ
る
―
う
か
へ
る
（
文
）　

浪
の
う
へ
か
な
―
浪
の
上
か
な
（
文
）、
波
の

上
哉
（
明
）　

は
し
め
よ
り
は
て
ま
て
―
初
よ
り
終
ま
て
（
文
）、始
果
ま
て
（
明
）　

春
の
心
あ
ま
れ
る
哥
な
る
へ
し
―
春
の
心
の
詞
也
（
明
）

※ 

六
行
目
「
を
け
り
」
を
『
心
敬
集　

論
集
』
は
「
を
は
り
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、
誤
り
。
ま
た
、『
連
歌
大
観
』
の
「
芝
草
句
内
岩
橋
」

は
、
三
行
目
「
此
等
」
を
「
此
末
」、
六
行
目
「
を
け
り
」
を
「
を
は
り
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、
誤
り
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

44
、
夕
立
は
杉
む
ら
青
き
山
辺
か
な

　
　
　

か
や
う
の
句
を
か
ぶ
り
ば
か
り
に
夕
立
を
い
ひ
出
し
て
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所
詮
な
し
な
ど
見
給
へ
る
好
士
あ
り
。
此
等
の
句
は
、

　
　
　

は
じ
め
よ
り
は
て
ま
で
夕
立
の
こ
と
を
言
へ
る
な
り
。

　
　
　

夕
立
は
過
ぎ
て
跡
青
し
と
言
ふ
。
山
辺
は
雨
の
め
ぐ
る

　
　
　

所
を
置
け
り
。
は
て
ま
で
雨
の
こ
と
を
言
へ
る
な
り
。

　
　
　

定
家
卿
哥
あ
さ
明
け
に
行
き
か
ふ
船
の
け
し
き
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

春
を
う
か
ぶ
る
浪
の
う
へ
か
な

　
　
　

は
じ
め
よ
り
は
て
ま
で
春
の
心
あ
ま
れ
る
哥
な
る
べ
し
。

【
語
釈
】
◯
夕
立
…
夏
の
午
後
か
ら
夕
方
に
か
け
て
よ
く
見
ら
れ
る
、
激
し
い
雨
。「
夏
の
末
の
心
、
…
晩
（
ゆ
ふ
だ
ち
）
立
」（
連
珠
合
璧
集
）。
◯
杉
む

ら
…
杉
が
群
生
し
て
い
る
所
。「
夕
立
や
雨
も
ふ
る
の
の
末
に
見
て
急
ぐ
た
の
み
は
三
輪
の
杉
む
ら
」（
拾
玉
集
・
野
径
夕
立
・

4310
）。「
ち
か

く
見
え
た
る
杉
の
む
ら
だ
ち
／
あ
さ
ま
だ
き
山
も
と
青
き
雨
は
れ
て
」（
連
歌
百
句
付

2494
／

2495
）。
◯
か
ぶ
り
…
か
む
り
に
同
じ
。
句
の
最
初

の
五
文
字
を
い
う
。
◯
所
詮
な
し
…
そ
の
結
果
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
（
後
の
句
に
は
）
な
い
。
は
じ
め
の
五
文
字
に
夕
立
を
言
い
出
し
て

も
、
そ
こ
で
夕
立
の
景
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
後
の
句
に
は
そ
の
景
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
◯
好
士
…
風
雅
の
道
を
好
み
、
そ
れ

を
よ
く
す
る
人
。
歌
人
、
連
歌
師
な
ど
を
い
う
。
◯
め
ぐ
る
…
雨
が
山
な
ど
の
周
り
を
沿
う
よ
う
に
し
て
降
っ
て
移
動
し
て
い
く
こ
と
。
夕

立
が
降
り
す
ぎ
て
い
く
時
に
使
う
語
句
で
あ
り
、
専
順
や
親
当
に
も
用
例
が
あ
る
。「
霧
か
く
れ
と
を
り
の
村
や
隔
つ
ら
ん
／
葛
城
山
を
め

ぐ
る
夕
立
」（
宝
徳
四
年
千
句
第
五
百
韻
・
57
／
58
・
金
阿
／
梁
心
）。「
涼
し
き
風
ぞ
空
に
知
ら
る
る
／
夕
立
は
麓
を
め
ぐ
る
峰
の
松
」（
新

撰
菟
玖
波
集
・
551
／
552
・
能
阿
法
師
）。
◯
定
家
卿
哥
…
「
あ
さ
な
ぎ
に
行
き
か
ふ
舟
の
気
色
ま
で
春
を
う
か
ぶ
る
浪
の
上
か
な
」（
拾
遺
愚

草
・
二
見
浦
百
首
・
109
）。『
玉
葉
集
』（
春
上
119
）
に
入
集
し
て
お
り
、
ま
た
『
井
蛙
抄
』
に
も
「
け
し
き
」
の
例
歌
と
し
て
入
っ
て
い
る
。

「
春
」
と
い
う
言
葉
は
四
句
目
に
し
か
な
い
が
、
そ
れ
が
一
首
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
作
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
。『
兼
載
雑

談
』
に
は
、「
朝
明
に
行
か
ふ
舟
の
け
し
き
迄
春
を
う
か
ぶ
る
波
の
上
か
な
」
に
つ
い
て
、「
定
家
の
此
歌
は
、
前
後
春
の
詞
も
な
け
れ
ど
も
、

全
体
春
の
景
気
な
る
ゆ
ゑ
に
相
応
す
。
秋
を
う
か
ぶ
る
な
ど
に
て
は
不
レ
可
二
相
応
一
。」
と
あ
り
、
歌
全
体
に
春
の
イ
メ
ー
ジ
が
た
た
え
ら
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れ
て
い
る
歌
と
述
べ
る
。
初
句
が
「
朝
明
に
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
心
敬
の
教
え
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
他
出
文
献
】
芝
草
句
内
発
句
（
吾
妻
下
向
発
句
草
）
566

【
現
代
語
訳
】

夕
立
が
降
り
、
杉
の
林
が
青
々
と
し
て
い
る
山
辺
で
は
、
降
る
雨
も
青
く
見
え
な
が
ら
め
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
だ
。

こ
う
い
う
句
を
、
は
じ
め
の
五
文
字
だ
け
に
夕
立
を
詠
ん
で
い
て
、
後
の
句
に
は
夕
立
の
景
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
思
っ
て
お
ら

れ
る
好
士
が
い
る
。（
そ
う
で
は
な
く
）
こ
う
し
た
句
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
夕
立
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夕
立
は
、

降
り
過
ぎ
る
と
、
そ
の
濡
れ
た
跡
が
青
々
と
す
る
と
い
う
。「
山
辺
」
と
い
う
の
は
雨
が
降
り
な
が
ら
め
ぐ
っ
て
移
動
し
て
い
く
あ

た
り
を
表
現
し
て
句
に
置
い
て
い
る
。
句
の
最
後
ま
で
雨
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
同
様
に
）
定
家
卿
の
「
朝
明
に
行

き
か
ふ
船
の
け
し
き
ま
で
春
を
浮
か
ぶ
る
浪
の
上
か
な
」
と
い
う
歌
は
、
歌
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
春
の
気
持
ち
が
横
溢
し
て
い
る

歌
な
の
で
あ
る
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

散
そ
は
て
か
さ
な
る
水
の
一
葉
か
な

　
　
　

い
ま
た
た
ゝ
一
葉
な
れ
と
も
わ
か
影
を
水
に
か
さ
ね

　
　
　

侍
れ
は
ち
り
そ
へ
る
か
と
見
え
た
る
と
は
か
り
也

【
校
異
】

散
そ
は
て
―
ち
り
そ
は
て
（
文
）　

い
ま
た
た
ゝ
―
い
ま
た
（
明
）　

わ
か
影
を
―
我
影
を
（
文
・
明
）　

侍
れ
は
―
侍
は
（
明
）　

ち
り
そ
へ

る
か
―
散
そ
へ
る
か
（
文
・
明
）　

見
え
た
る
と
は
か
り
也
―
見
え
侍
る
計
也
（
文
）、
見
え
侍
る
と
也
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】
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45
、
散
り
そ
は
で
重
な
る
水
の
一
葉
か
な

　
　
　

い
ま
だ
た
だ
一
葉
な
れ
ど
も
、
わ
が
影
を
水
に
重
ね

　
　
　

侍
れ
ば
、
散
り
そ
へ
る
か
と
見
え
た
る
と
ば
か
り
な
り
。

【
語
釈
】
◯
散
り
そ
は
で
…
散
り
添
わ
な
い
で
。「
散
り
そ
は
ば
一
葉
や
秋
の
み
な
と
舟
」（
宇
良
葉
・
越
後
府
に
て
人
の
万
句
し
侍
し
に
・
239
）。

◯
一
葉
…
一
枚
の
葉
。
七
月
一
日
な
ど
、
立
秋
の
時
に
、
桐
や
柳
の
葉
が
落
ち
る
光
景
を
詠
む
こ
と
が
多
い
。「
秋
の
始
め
の
心
ナ
ラ
バ
、
…

一
葉
散
」、「
桐
ト
ア
ラ
バ
、
一
葉
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
七
月
渡
の
発
句
に
は
、
一
葉
散
る
は
木
枯
を
ま
た
ぬ
体
」（
梅
春
抄
）。
宗
祇
が
多

く
用
い
た
語
句
で
も
あ
る
。「
ち
る
や
い
つ
風
も
吹
き
あ
へ
ぬ
一
葉
か
な
」（
宇
良
葉
・
秋
の
は
じ
め
の
発
句
に
・
237
・
宗
祇
）。

【
他
出
文
献
】
芝
草
句
内
発
句
246

【
現
代
語
訳
】

他
の
葉
と
共
に
散
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
影
と
重
な
っ
て
二
枚
に
見
え
て
い
る
、
水
上
の
た
っ
た
一
枚
の
葉
で
あ
る
こ

と
よ
。

い
ま
は
ま
だ
、
た
っ
た
一
枚
の
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
影
を
水
に
重
ね
て
い
ま
す
の
で
、
他
の
葉
と
一
緒
に
散
っ
て
い
る
の

か
と
見
え
て
い
る
、
と
詠
ん
だ
だ
け
で
あ
る
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

※
こ
こ
か
ら
四
句
は
本
能
寺
本
と
、
文
明
本
、
明
応
本
そ
れ
ぞ
れ
に
句
順
が
異
な
る
。
本
能
寺
本
の
句
順
46
句
〜
49
句
は
、
文
明
本
で
は
、

46
・
47
・
49
・
48
句
の
順
に
な
り
、
明
応
本
は
、
47
・
46
・
48
・
49
句
の
順
と
な
る
。
語
順
は
異
な
る
が
、
校
異
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
本
能
寺
本
の
該
当
箇
所
に
記
す
。

【
翻
刻
】

日
を
い
た
む
一
葉
ゝ
お
と
す
風
も
な
し



75

　
　
　

病
葉
な
と
ゝ
て
夏
よ
り
色
こ
き
葉
は
わ
れ
と

　
　
　

風
よ
り
さ
き
に
落
侍
れ
は
な
り

【
校
異
】

一
葉
ゝ
―
一
葉
は
（
文
・
明
）　

お
と
す
―
落
す
（
明
）　

病
葉
な
と
ゝ
て
―
い
た
む
葉
と
て
（
文
）　

色
こ
き
葉
は
―
い
た
み
て
色
こ
き
葉

は
（
明
）　

わ
れ
と
―
我
と
（
文
・
明
）　

さ
き
に
―
先
に
（
明
）　

落
侍
れ
は
な
り
―
お
ち
侍
れ
は
な
り
（
文
）、
落
侍
れ
は
也
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

46
、
日
を
い
た
む
一
葉
は
落
と
す
風
も
な
し

　
　
　

病
葉
な
ど
と
て
、
夏
よ
り
色
濃
き
葉
は
わ
れ
と

　
　
　

風
よ
り
先
に
落
ち
侍
れ
ば
な
り
。

【
語
釈
】◯
日
を
…
照
る
日
の
光
を
。「
あ
か
ね
さ
す
あ
を
み
な
月
の
日
を
い
た
み
あ
ふ
ぎ
の
て
風
ぬ
る
く
も
あ
る
か
な
」（
恵
慶
法
師
集
・
夏
・

224
）。「
日
を
い
た
み
堤
の
草
は
色
も
な
し
さ
き
な
ほ
こ
り
そ
お
も
だ
か
の
花
」（
柿
園
詠
草
・
夏
花
・
217
）。
◯
い
た
む
…
苦
痛
を
感
じ
る
。

嘆
く
。
傷
つ
き
悪
く
な
る
。「
一
事
を
必
ず
成
さ
む
と
思
は
ば
、
他
の
事
の
破
る
る
を
も
い
た
む
べ
か
ら
ず
」（
徒
然
草
一
八
八
段
）。「
車
の

牛
は
暑
気
を
い
た
む
物
と
か
や
」（
俳
諧
類
船
集
・
蓋ヲ
ヲ
イ）。
◯
一
葉
…
一
枚
の
葉
。「
こ
が
く
れ
に
秋
風
見
ゆ
る
一
葉
か
な
」（
菟
玖
波
集
・
七

月
一
日
・
順
覚
法
師
・

2103
）。「
露
な
が
ら
ち
る
は
風
な
き
一
葉
か
な
」（
竹
林
抄
・
秋
立
ち
け
る
日
・
行
助
・

1705
）。
◯
風
も
な
し
…
風
も
吹

か
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。「
秋
は
け
さ
一
葉
に
見
え
て
風
も
な
し
」（
大
発
句
帳
・
秋
・

4328
・
昌
休
）。
和
歌
に
お
い
て
は
、
風
も

な
い
の
に
、
花
が
散
る
、
梅
が
薫
る
と
い
っ
た
風
情
を
詠
む
こ
と
が
多
い
。「
比
し
も
あ
れ
風
も
さ
そ
は
ず
風
も
な
し
こ
こ
ろ
づ
か
ら
や
今

に
ほ
ふ
ら
ん
」（
草
根
集
（
類
題
本
）・
落
花
・

1412
）。
連
歌
に
お
い
て
は
、
春
の
み
な
ら
ず
、
秋
の
風
の
様
、
酷
暑
の
頃
の
様
な
ど
さ
ま
ざ

ま
自
由
な
詠
ま
れ
方
を
す
る
。「
な
が
る
る
汗
の
む
つ
か
し
の
身
や
／
こ
の
暮
の
蚊
の
声
満
ち
て
風
も
な
し
」（
行
助
句
集
・
823
／
824
）。
な
お
、

「
風
も
な
し
」
は
心
敬
も
好
ん
で
つ
か
う
表
現
。『
芝
草
句
内
岩
橋
』
に
も
、「
梅
咲
け
ば
松
か
う
ば
し
き
風
も
な
し
」（
10
）、「
散
る
花
に
あ
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す
は
う
ら
み
ん
風
も
な
し
」（
20
）
が
既
に
見
え
る
。
◯
病
葉
…
夏
に
、
虫
食
い
や
病
気
の
た
め
に
変
色
し
、
青
葉
に
ま
じ
っ
て
い
る
朽
葉

の
こ
と
。「
わ
く
ら
葉
に
そ
め
し
梢
を
初
に
て
時
雨
に
つ
く
す
秋
の
色
か
な
」（
松
下
集
・
秋
・
792
）。「
わ
く
ら
葉
は
秋
風
ま
た
ぬ
木
の
間
か

な
」（
大
発
句
帳
・
夏
・
三
井
寺
に
て
最
上
里
見
尾
張
守
追
善
に
・
紹
巴
）。
◯
色
濃
き
…
色
濃
く
変
色
し
て
い
る
さ
ま
。
病
葉
の
赤
や
黄
に

変
わ
っ
た
葉
の
様
子
は
、
正
広
が
し
ば
し
ば
歌
に
詠
ん
で
い
る
。「
わ
く
ら
葉
も
と
も
に
千
し
ほ
の
梅
の
雨
時
雨
と
な
り
て
紅
葉
し
ぬ
ら
ん
」

（
松
下
集
・
梅
雨
・

1424
・
長
享
三
年
五
月
十
日
詠
）。「
わ
く
ら
ば
は
蝉
を
時
雨
の
紅
葉
哉
」（
染
田
天
神
法
楽
千
句
（
応
永
卅
三
年
六
月
八
日
）

第
九
百
韻
・
発
句
・
康
）。「
わ
く
ら
ば
や
も
み
ぢ
し
げ
み
の
ゆ
う
ひ
か
げ
」（
梵
燈
日
発
句
・
420
）。

【
他
出
文
献
】
心
玉
集
（
野
）
306
、
心
玉
集
拾
遺
（
静
）

1740
、
芝
草
内
連
歌
合
（
天
）

2591
、
芝
草
内
連
歌
合
（
松
）
56
、
芝
草
句
内
発
句
（
吾

妻
下
向
発
句
草
）
434

【
考
察
】「
日
を
い
た
む
一
葉
」
は
、「
を
…
み
」
と
い
う
伝
統
的
な
語
法
、
た
と
え
ば
「
風
を
い
た
み
」
や
「
瀬
を
は
や
み
」
な
ど
か
ら
心

敬
が
発
想
し
た
語
法
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
「
い
た
む
」
は
四
段
活
用
の
動
詞
で
あ
り
、
苦
痛
を
感
じ
る
、
嘆
く
の
意
で
あ
る
。
心
敬

は
日
光
に
さ
ら
さ
れ
た
病
葉
を
擬
人
化
し
、
あ
た
か
も
木
の
葉
に
心
が
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
た
め
に
、
動
詞
「
い
た
む
」
を
選
ん
だ

の
で
は
な
い
か
。
釈
に
お
い
て
も
「
わ
れ
と
風
よ
り
先
に
落
ち
侍
れ
ば
」
と
説
明
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

夏
の
強
い
日
差
し
を
苦
に
し
た
一
枚
の
葉
は
、
そ
れ
を
吹
き
落
と
そ
う
と
す
る
風
も
な
い
の
に
、
自
分
か
ら
落
ち
て
い
く
こ
と
よ
。

病
葉
な
ど
と
い
っ
て
、
夏
の
内
か
ら
色
の
濃
く
な
っ
て
い
る
葉
は
、
自
分
か
ら
風
よ
り
も
先
に
落
ち
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ

の
で
す
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

天
河
た
か
う
た
か
た
も
よ
る
瀬
か
な
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あ
わ
を
哥
と
い
ひ
な
し
た
る
万
人
の
手
向
哥
は

　
　
　

天
川
瀬
に
こ
そ
よ
り
侍
ら
め
と
な
り

【
校
異
】

天
河
―
天
川
（
明
）　

よ
る
瀬
か
な
―
よ
る
せ
哉
（
明
）　

あ
わ
を
―
あ
は
せ
（
明
）　

い
ひ
な
し
た
る
―
云
な
し
た
る
（
文
）、
い
ひ
な
し
た

り
（
明
）　

万
人
の
手
向
哥
は
―
万
人
の
平
句
哥
は
（
文
）、
万
の
人
の
手
向
の
哥
（
明
）　

天
川
瀬
に
こ
そ
―
天
川
に
こ
そ
（
文
）、
今
日
は

彼（
マ
マ
）瀬

を
こ
そ
（
明
）　

よ
り
侍
ら
め
と
な
り
―
よ
り
侍
ら
め
と
也
（
文
）、
せ
く
は
か
り
な
る
ら
め
と
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

47
、
天
の
河
た
が
う
た
か
た
も
よ
る
瀬
か
な

　
　
　

あ
わ
を
哥
と
い
ひ
な
し
た
る
、
万
人
の
手
向
け
哥
は

　
　
　

天
の
川
瀬
に
こ
そ
よ
り
侍
る
ら
め
と
な
り
。

【
語
釈
】
◯
う
た
か
た
…
水
面
に
浮
か
ぶ
泡
。「
泡
ト
ア
ラ
バ
、
み
な
わ
共
、
う
た
か
た
と
も
い
ふ
。」（
連
珠
合
壁
集
）。
こ
こ
で
は
「
う
た

か
た
」
に
「
歌
」
を
掛
け
る
。「
よ
る
」
は
「
う
た
か
た
」
の
縁
語
。「
か
た
ば
か
り
書
き
て
手
向
く
る
う
た
か
た
を
二
つ
の
星
の
い
か
が
見

る
ら
む
」（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
314
）。
◯
よ
る
瀬
か
な
…
寄
る
瀬
で
あ
る
こ
と
よ
。「
神
風
や
い
せ
き
は
花
の
よ
る
瀬
か
な
」（
連
歌
愚

句
・
文
安
六
年
三
月
太
神
宮
に
而
或
人
興
行
の
千
句
の
う
ち
・
宗
砌
・
243
）。
◯
手
向
け
歌
…
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
る
歌
。「
手
向
歌
天
津
国

津
の
社
よ
り
か
ず
を
つ
く
し
て
神
や
う
く
ら
ん
」（
草
根
集
・
神
社
・

8738
・
享
徳
三
年
十
二
月
二
十
日
詠
）。
七
夕
の
日
に
は
、
梶
の
葉
に
歌

を
書
き
、
二
星
に
手
向
け
る
。「
手
向
け
歌
つ
み
ぬ
る
梶
の
七
葉
か
な
」（
染
田
天
神
法
楽
千
句
（
応
永
卅
四
年
七
月
七
日
）
第
一
百
韻
・
発

句
・
如
一
）。
◯
天
の
川
瀬
…
天
の
川
の
瀬
。
瀬
は
流
れ
の
速
く
な
っ
て
い
る
所
。「
忍
び
あ
ま
り
天
の
川
瀬
に
こ
と
よ
せ
ん
せ
め
て
は
秋
を

忘
れ
だ
に
す
な
」（
新
古
今
集
・
隔
河
忍
恋
と
い
ふ
こ
と
を
・

1129
・
正
三
位
経
家
）。「
よ
も
す
が
ら
そ
ら
ゆ
く
月
の
か
げ
さ
え
て
天
の
川
瀬

や
秋
こ
ほ
る
ら
む
」（
兼
好
法
師
家
集
・
秋
天
象
・
172
）。
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【
他
出
文
献
】
心
玉
集
（
静
）
788
、
心
玉
集
（
野
）
223
、
芝
草
句
内
発
句
248

【
現
代
語
訳
】

天
の
川
の
川
瀬
に
は
、
ど
ん
な
水
泡
も
漂
っ
て
近
づ
く
も
の
で
、
ま
た
誰
が
手
向
け
た
歌
で
あ
ろ
う
か
、
泡
の
よ
う
に
は
か
な
い
歌
も
流
れ

て
近
づ
く
こ
と
よ
。

泡
、
す
な
わ
ち
う
た
か
た
を
歌
と
い
い
な
し
て
い
る
。
七
夕
の
日
に
、
万
人
が
二
星
に
手
向
け
る
、
手
向
け
歌
は
、
天
の
川
の
川
瀬

に
流
れ
寄
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

お
り
姫
は
月
に
か
す
み
の
こ
ろ
も
か
な

　
　
　

世
人
は
七
夕
に
こ
そ
か
し
侍
る
に
星
の
霞
の
衣
は

　
　
　

月
に
お
ほ
へ
は
な
り
七
夕
の
霞
の
衣
本
文
侍
れ
は

　
　
　

い
へ
り

【
校
異
】

お
り
姫
は
―
を
り
姫
は
（
文
）、
織
姫
は
（
明
）　

か
す
み
の
こ
ろ
も
か
な
―
霞
の
衣
か
な
（
明
）　

世
人
は
―
世
の
人
は
（
文
）　

七
夕
に
こ

そ
―
星
に
こ
そ
（
明
）　

星
の
霞
の
衣
は
―
七
夕
の
霞
衣
は
（
明
）　

お
ほ
へ
は
な
り
―
お
ほ
へ
は
也
（
明
）　

七
夕
の
霞
の
衣
―
七
夕
霞
衣

の
事
（
明
）　

侍
れ
は
い
へ
り
―
に
侍
れ
は
也
（
文
）、
に
侍
万
葉
な
と
に
も
見
え
侍
り
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

48
、
織
姫
は
月
に
霞
の
衣
か
な

　
　
　

世
の
人
は
、
七
夕
に
こ
そ
か
し
侍
る
に
、
星
の
霞
の
衣
は
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月
に
お
ほ
へ
ば
な
り
。
七
夕
の
霞
の
衣
、
本
文
侍
れ
ば

　
　
　

言
へ
り
。

【
語
釈
】
◯
織
姫
は
…
こ
の
語
は
、
心
玉
集
で
は
「
た
な
ば
た
は
」
と
な
っ
て
お
り
、
自
注
の
文
章
も
「
た
な
ば
た
は
」
が
初
句
で
あ
る
方

が
自
然
で
あ
る
。
◯
霞
の
衣
…
霞
を
織
姫
の
衣
に
み
た
て
て
言
っ
た
も
の
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
「
去
衣
曳
波
霞
応
湿　

行
燭
浸
流
月
欲
消
」

（
七
夕
・
菅
三
品
・
216
）
と
二
星
が
会
い
に
行
く
際
の
衣
を
霞
に
見
立
て
ら
れ
て
お
り
、
和
歌
に
も
「
ほ
ど
も
な
く
た
ち
や
か
へ
ら
む
た
な

ば
た
の
霞
の
衣
な
み
に
ひ
か
れ
て
」（
相
模
集
・
22
）
と
表
現
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、「
霞
」
に
「
か
す
」
を
掛
け
て
い
る
。
こ
の
掛
詞
は
他

句
に
例
を
み
な
い
。「
あ
ら
れ
ば
し
り
の
玉
し
き
の
庭
／
い
さ
よ
ひ
の
月
に
霞
の
色
さ
え
て
」（
小
鴨
千
句
第
五
百
韻
・
宗
砌
／
之
基
・
70
／

71
）。
◯
七
夕
に
こ
そ
か
し
侍
る
…
七
夕
に
か
し
ま
す
の
に
。『
貫
之
集
』
に
「
七
夕
に
脱
ぎ
て
か
し
つ
る
唐
衣
い
と
ど
涙
に
袖
や
く
ち
な
ん
」

（
七
月
七
日
・
12
）
の
例
が
見
え
る
。「
か
す
」
は
「
主
な
く
て
さ
ら
せ
る
布
を
た
な
ば
た
に
わ
が
心
と
や
今
日
は
か
さ
ま
し
」（
古
今
集
・

雑
上
・
橘
長
盛
・
927
）
な
ど
か
ら
、
供
え
る
の
意
か
。「
架
す
」「
竿
す
」
と
考
え
る
説
も
あ
る
（
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
註
釈
』

一
八
〇
番
歌
【
鑑
賞
と
評
論
】）。「
七
夕
ト
ア
ラ
バ
、
衣
か
す
」（
連
珠
合
璧
集
）。
◯
月
に
お
ほ
ふ
…
月
に
対
し
て
、
お
お
っ
て
包
み
か
く

す
こ
と
。
◯
七
夕
の
霞
の
衣
…
『
相
模
集
』
に
「
ほ
ど
も
な
く
た
ち
や
か
へ
ら
む
た
な
ば
た
の
か
す
み
の
こ
ろ
も
な
み
に
ひ
か
れ
て
」（
22
）

と
い
う
歌
が
あ
る
。

【
他
出
文
献
】
心
玉
集
（
静
）
790
、
心
玉
集
拾
遺
（
静
）

1690
、
芝
草
句
内
発
句
249
、
心
玉
集
（
野
）
132
（
初
句
「
た
な
は
た
は
」）

【
現
代
語
訳
】

月
に
霞
が
か
か
り
、
ま
る
で
織
姫
が
月
に
霞
の
衣
を
か
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

世
間
の
人
は
、
七
夕
に
衣
を
か
し
ま
す
の
に
、
織
女
星
の
霞
の
衣
は
、
月
に
お
お
い
を
し
て
い
る
の
で
、（
こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
）

の
で
あ
る
。
七
夕
の
霞
の
衣
と
い
う
の
は
、
典
拠
と
な
る
本
文
が
あ
り
ま
す
の
で
、
言
い
ま
し
た
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】
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ち
ら
し
か
ね
柳
に
あ
を
し
秋
の
か
せ

　
　
　

い
ま
た
初
秋
の
か
せ
な
れ
は
柳
を
も
は
ら
ひ
か
ね

　
　
　

つ
よ
か
ら
す
と
也
秋
の
風
の
青
き
と
い
へ
る
こ
と
葉
を

　
　
　

う
ら
や
み
侍
る
斗
也
本
哥
柳
に
青
き
庭
の
春
風
な
と

　
　
　

え
ん
に
面
白
侍
れ
は
也

【
校
異
】

ち
ら
し
か
ね
―
散
し
か
ね
（
明
）　

あ
を
し
秋
の
か
せ
―
青
し
秋
の
か
せ
（
文
）、青
し
秋
の
風
（
明
）　

か
せ
な
れ
は
―
風
な
れ
は
（
文
・
明
）

は
ら
ひ
か
ね
―
拂
か
ね
（
明
）　

秋
の
風
の
青
き
と
い
へ
る
こ
と
葉
を
―
秋
の
か
せ
青
と
い
へ
る
こ
と
は
を
（
文
）、
秋
の
風
の
青
き
と
い
へ

る
事
を
（
明
）　

侍
る
斗
也
―
侍
計
也
（
文
・
明
）、本
哥
―
本
哥
に
も
（
文
・
明
）　

え
ん
に
面
白
侍
れ
は
也
―
え
ん
に
面
白
く
侍
れ
は
也
（
文
）、

お
も
し
ろ
く
や
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

49
、
散
ら
し
か
ね
柳
に
青
し
秋
の
風

　
　
　

い
ま
だ
初
秋
の
風
な
れ
ば
、
柳
を
も
払
ひ
か
ね
、

　
　
　

強
か
ら
ず
と
な
り
。
秋
の
風
の
青
き
と
い
へ
る
言
葉
を

　
　
　

う
ら
や
み
侍
る
ば
か
り
な
り
。
本
歌
柳
に
青
き
庭
の
春
風
な
ど

　
　
　

艶
に
面
白
く
侍
れ
ば
な
り
。

【
語
釈
】
◯
ち
ら
し
か
ね
…
散
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
。
◯
柳
に
青
し
…
柳
を
吹
く
こ
と
で
、
青
く
感
じ
ら
れ
。
本
歌
は
「
つ
ば
め
な
く
軒
ば

の
夕
日
か
げ
き
え
て
柳
に
あ
を
き
庭
の
は
る
か
ぜ
」（
風
雅
集
・
釈
教
・「
薬
王
品
、
是
真
精
進
、
是
名
真
法
供
養
如
来
と
い
へ
る
心
を
よ
ま

せ
た
ま
ひ
け
る
」・

2056
・
花
園
院
）
で
あ
る
。
◯
秋
の
風
…
本
歌
は
春
風
が
柳
の
葉
の
色
を
う
つ
し
て
青
く
感
じ
ら
れ
る
、
春
の
歌
で
あ
る
が
、



81

心
敬
は
、
初
秋
に
季
節
を
変
え
て
い
る
。
柳
に
秋
風
が
吹
く
光
景
は
、
勅
撰
集
で
は
『
玉
葉
集
』
に
初
出
、『
風
雅
集
』
に
は
夕
日
に
な
び

く
柳
の
姿
な
ど
の
歌
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
柳
の
下
葉
が
散
る
時
期
の
詠
が
、「
下
葉
ち
る
柳
の
梢
う
ち
な
び
き
秋
風
た
か
し
初
か
り

の
こ
ゑ
」（
玉
葉
集
・
秋
上
・
581
・
宗
尊
親
王
）
で
あ
る
が
、
心
敬
の
句
は
、
秋
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
風
も
ご
く
弱
い
初
秋
の
頃
の
造
形
で

あ
り
、
柳
の
下
葉
も
枯
れ
て
散
り
落
ち
る
よ
う
な
時
期
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
京
極
派
和
歌
が
新
た
に
注
目
し
た
、
秋
の
夕
日

に
照
ら
さ
れ
、
風
に
ゆ
れ
る
柳
と
い
う
静
か
な
風
景
に
近
い
感
覚
を
持
っ
た
上
で
、
そ
の
中
で
も
さ
ら
に
「
風
」
に
着
目
し
て
の
句
作
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
夕
づ
く
ひ
い
は
ね
の
苔
に
か
げ
き
え
て
を
か
の
柳
は
秋
か
ぜ
ぞ
ふ
く
」（
風
雅
集
・
秋
上
・
508
・
永
福
門
院
）。「
秋
か

ぜ
に
う
き
雲
た
か
く
空
す
み
て
夕
日
に
な
び
く
き
し
の
青
柳
」（
風
雅
集
・
秋
上
・
509
・
前
大
納
言
為
兼
）。

【
他
出
文
献
】
芝
草
句
内
発
句
277
、
何
船
百
韻
（
成
立
不
詳
心
敬
以
前
・
初
句
「
ち
り
し
え
ぬ
」）

【
現
代
語
訳
】

い
ま
だ
弱
々
し
い
た
め
に
、
柳
の
葉
を
散
ら
す
こ
と
も
で
き
ず
、
青
く
吹
き
す
ぎ
て
い
く
こ
と
だ
、
秋
の
風
は
。

ま
だ
初
秋
の
頃
の
風
で
あ
る
の
で
、
柳
を
払
う
こ
と
も
で
き
か
ね
、
強
く
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
秋
の
風
が
「
青
き
」
と
詠
ん

で
い
る
言
葉
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
（
使
っ
た
）
だ
け
な
の
で
す
。
本
歌
の
「
柳
に
青
き
庭
の
春
風
」
な
ど
と
い
う
句
が
、
優
美
で

趣
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
（
使
っ
た
）
の
で
す
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

さ
し
て
け
り
櫛
の
は
山
の
ゆ
ふ
月
夜

　
　
　

五
節
の
舞
の
雲
の
上
人
な
と
は
さ
し
く
し
と
て
か
な
ら
す

　
　
　

黒
か
み
に
く
し
を
さ
し
侍
れ
は
な
り
夕
月
く
し
に
似
た
れ

　
　
　

は
い
へ
り
祇
薗
法
楽
な
れ
は
稲
田
姫
の
ゆ
つ
の
つ
ま
く
し

　
　
　

な
と
の
こ
と
に
そ
へ
て
申
侍
り
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【
校
異
】

ゆ
ふ
月
夜
―
夕
月
夜
（
明
）　

舞
の
雲
の
上
人
な
と
は
―
舞
の
雲
上
人
な
と
は
（
文
）、舞
人
は
（
明
）　

さ
し
く
し
と
て
―
さ
し
く
し
な
と
ゝ

て
（
明
）　

か
な
ら
す
黒
か
み
に
―
か
な
ら
す
黒
髪
に
（
文
）、女
人
黒
髪
に
（
明
）　

く
し
を
さ
し
侍
れ
は
な
り
―
櫛
を
さ
し
侍
れ
は
也
（
文
）、

く
し
を
さ
し
侍
也
（
明
）　

夕
月
―
夕
月
夜
（
明
）　

く
し
に
似
た
れ
は
い
へ
り
―
櫛
に
似
た
れ
は
い
へ
り
（
文
）、
く
し
に
似
た
る
に
た
と

へ
（
明
）　

祇
薗
―
祇
園
（
文
）　

ゆ
つ
の
つ
ま
く
し
―
ゆ
す
の
つ
ま
く
し
（
明
）　

な
と
の
こ
と
に
そ
へ
て
―
な
と
の
事
に
そ
へ
て
（
文
）、

な
と
に
そ
へ
て
（
明
）　

申
侍
り
―
申
侍
る
也
（
文
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

50
、
さ
し
て
け
り
櫛
の
は
山
の
夕
月
夜

　
　
　

五
節
の
舞
の
雲
の
上
人
な
ど
は
さ
し
ぐ
し
と
て
、
必
ず

　
　
　

黒
髪
に
櫛
を
さ
し
侍
れ
ば
な
り
。
夕
月
、
櫛
に
似
た
れ

　
　
　

ば
い
へ
り
。
祇
園
法
楽
な
れ
ば
、
稲
田
姫
の
ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ
し

　
　
　

な
ど
の
こ
と
に
添
へ
て
申
し
侍
り
。

【
語
釈
】
◯
さ
し
て
け
り
…
さ
し
て
い
る
こ
と
よ
。
月
の
光
が
射
す
こ
と
と
、櫛
を
髪
に
差
す
こ
と
を
掛
け
る
。
◯
櫛
の
は
山
…
「
櫛
の
歯
」

と
「
端
山
」
を
掛
け
て
い
る
語
。「
櫛
の
歯
」
は
正
徹
、正
広
が
和
歌
に
詠
み
、心
敬
も
、連
歌
に
詠
ん
で
い
る
。「
く
ろ
か
み
も
と
り
て
（
類

題
本
系
統
「
と
か
で
」）
日
ぞ
ふ
る
櫛
の
歯
を
ひ
く
よ
り
し
げ
き
恋
の
み
だ
れ
に
」（
草
根
集
・
寄
櫛
恋
・

6321
）。「
櫛
の
歯
を
心
に
引
き
て
か

よ
へ
ど
も
わ
が
手
に
か
く
る
黒
髪
も
な
し
」（
松
下
集
・
寄
櫛
恋
・

3053
）。「
霜
の
色
そ
ふ
髪
の
あ
は
れ
さ
／
櫛
の
は
に
風
も
音
す
る
冬
の
空
」

（
落
葉
百
韻
・
毘
親
／
心
敬
・
22
／
23
）。
◯
夕
月
夜
…
月
が
の
ぼ
り
は
じ
め
た
夕
暮
れ
時
。
ま
た
夕
方
の
月
。
こ
こ
は
月
。「
浦
よ
り
霞
む

志
賀
の
唐
崎
／
山
越
え
て
見
れ
ば
向
ひ
の
夕
月
夜
」（
竹
林
抄
・
秋
・
404
・
専
順
）。「
太
山
が
く
れ
の
春
の
し
づ
け
さ
／
ゆ
ふ
月
夜
か
す
め

る
峯
に
猿
啼
て
」（
吾
妻
邊
云
捨
・
29
／
30
）。
◯
五
節
の
舞
…
十
一
月
の
新
嘗
会
の
際
に
行
わ
れ
る
童
女
の
舞
。
十
一
月
の
中
の
丑
の
日
に
、



83

帳
台
の
試
、
寅
の
日
に
御
前
の
試
、
卯
の
日
に
御
覧
、
辰
の
日
に
豊
の
明
の
節
会
が
あ
る
。
◯
さ
し
ぐ
し
…
髪
の
か
ざ
り
と
し
て
さ
す
櫛
。

五
節
の
舞
に
際
し
て
、
舞
姫
は
髪
に
櫛
を
さ
す
。
ま
た
、
御
前
の
試
の
際
に
は
、
舞
姫
は
御
前
に
櫛
を
奉
る
。
そ
の
他
、
五
節
所
に
棚
を
設

け
て
櫛
を
飾
る
な
ど
し
、
親
し
い
間
柄
で
は
櫛
を
送
り
あ
う
。「
た
れ
こ
め
て
豊
の
明
も
知
ら
ざ
り
き
君
こ
そ
見
せ
め
夜
半
の
挿
櫛
」（
弁
内

侍
日
記
・
大
納
言
）。
◯
夕
月
…
夕
方
に
出
る
月
。
そ
の
形
か
ら
、
心
敬
は
櫛
と
の
形
の
類
似
を
い
う
が
、
行
助
は
鎌
と
の
類
似
を
詠
ん
で

い
る
。「
い
ね
ぞ
か
す
め
る
ま
き
出
し
の
駒
／
夕
月
は
初
草
刈
り
の
鎌
に
似
て
」（
行
助
句
集
・
635
／
636
）。
◯
祇
園
法
楽
…
祇
園
社
に
奉
納

す
る
法
楽
連
歌
。
祇
園
社
の
祭
神
は
牛
頭
天
王
（
素
戔
嗚
尊
）
で
あ
っ
た
。
◯
稲
田
姫
…
奇
稲
田
姫
。
素
戔
嗚
尊
は
、
出
雲
国
に
お
い
て
、

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
し
、
奇
稲
田
姫
を
妻
と
し
た
。
姫
の
姿
を
湯
津
爪
櫛
に
し
、
鬟
に
さ
し
た
こ
と
が
日
本
書
紀
に
見
え
る
。「
故か
れ

、

素
戔
嗚
尊
、
立
た
ち
ど
こ
ろに
奇
稲
田
姫
を
化と
り
なし
て
湯ゆ

津つ

爪つ
ま

櫛く
し

に
し
、
御み
み

鬟づ
ら

に
挿
し
た
ま
ふ
」（
日
本
書
紀
・
神
代
上
）。「
わ
ぎ
も
こ
が
ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ

し
さ
し
も
や
は
つ
れ
な
き
人
を
思
ひ
わ
た
ら
ん
」（
後
鳥
羽
院
御
集
・
恋
百
首
・
967
）。「
く
ろ
か
み
に
た
れ
と
る
な
ら
で
わ
ぎ
も
こ
が
ゆ
つ

の
つ
ま
櫛
さ
し
か
へ
す
ら
ん
」（
草
根
集
・
寄
櫛
恋
・

4774
）。
◯
ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ
し
…
清
め
ら
れ
た
櫛
。『
袖
中
抄
』
に
は
、
顕
昭
説
と
し
て
、

清
め
ら
れ
た
爪
の
よ
う
な
形
を
し
た
櫛
と
い
う
。「
湯
者
、
是
伊イ

波ハ

比ヒ

支キ

与ヨ

麻マ

波ハ

留ル

辞コ
ト
バ

也
。
津
者
是
語
コ
ト
バ
ノ

助タ
ス
ケ

也
。
〜
爪
櫛
者
其
形
、
如
レ

爪
也
」（
袖
中
抄
・
第
七
・
ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ
し
）。「
か
つ
見
れ
ど
猶
ぞ
こ
ひ
し
き
わ
ぎ
も
こ
が
ゆ
つ
の
つ
ま
ぐ
し
い
か
が
さ
さ
ま
し
」（
新
勅

撰
集
・
恋
三
・
法
性
寺
入
道
前
関
白
家
歌
合
に
・
藤
原
基
俊
）。

【
他
出
文
献
】
心
玉
集
（
静
）
810
、
心
玉
集
（
野
）
241
、
芝
草
句
内
発
句
251

【
現
代
語
訳
】

月
の
光
が
、
櫛
の
歯
を
さ
す
よ
う
に
さ
し
こ
ん
で
き
て
い
る
こ
と
だ
。
低
い
山
の
あ
た
り
に
ま
る
で
櫛
の
よ
う
な
形
の
月
が
見
え
る
夕
暮
れ

時
は
。

五
節
の
舞
に
お
い
て
、
舞
を
舞
う
雲
の
上
人
な
ど
は
、
さ
し
ぐ
し
と
い
っ
て
、
必
ず
黒
髪
に
櫛
を
さ
し
ま
す
か
ら
、「
さ
す
」
と
い

い
ま
し
た
。
夕
暮
れ
時
の
月
は
、
櫛
の
形
に
似
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。
祇
園
法
楽
の
連
歌
な
の
で
、
奇
稲

田
姫
の
湯
津
爪
櫛
な
ど
の
こ
と
に
添
え
て
申
し
ま
し
た
。
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〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

雨
も
し
れ
五
日
を
ち
き
る
秋
の
か
せ

　
　
　

お
り
し
も
五
日
に
侍
れ
は
五
日
の
風
十
日
の
雨
の
こ
と

　
　
　

を
申
い
た
し
侍
り
何
と
な
く
祝
な
と
の
席
な
れ
は
也

【
校
異
】

ち
き
る
秋
の
か
せ
―
ち
き
る
秋
の
風
（
文
）、
契
る
秋
の
風
（
明
）　

お
り
し
も
―
時
し
も
（
明
）、
五
日
―
秋
の
五
日
（
文
）、
初
秋
の
五
日

（
明
）　

五
日
の
風
十
日
の
雨
の
こ
と
―
五
日
の
風
十
日
の
雨
の
事
（
文
）、
五
日
風
十
日
雨
（
明
）　

申
い
た
し
侍
り
―
申
也
（
文
）、
思
ひ

出
し
侍
り
（
明
）　

何
と
な
く
祝
な
と
の
席
な
れ
は
也
―
何
と
な
く
祝
な
と
の
席
な
れ
は
な
り
（
文
）、
祝
な
と
の
席
な
れ
は
也
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

51
、
雨
も
知
れ
五
日
を
ち
ぎ
る
秋
の
風

　
　
　

折
り
し
も
五
日
に
侍
れ
ば
、
五
日
の
風
十
日
の
雨
の
こ
と

　
　
　

を
申
し
い
だ
し
侍
り
。
何
と
な
く
祝
な
ど
の
席
な
れ
ば
な
り
。

【
語
釈
】
◯
雨
も
し
れ
…
雨
も
わ
か
っ
て
く
れ
。
こ
う
し
た
呼
び
か
け
は
、「
月
」
や
「
人
」
に
対
す
る
句
が
多
く
、「
雨
」
に
呼
び
か
け
た

句
は
、
こ
の
句
以
外
に
は
管
見
に
入
ら
な
い
。「
な
げ
く
心
よ
天
地
も
知
れ
／
国
と
な
り
世
と
な
る
よ
り
の
恋
も
う
し
」（
心
敬
句
集
苔
莚
・

1848
／

1849
）。
◯
五
日
…
『
論
衡
』
に
見
ら
れ
る
「
五
日
の
風
十
日
の
雨
」
を
使
っ
た
表
現
。「
五
日
の
風
十
日
の
雨
」
は
、
五
日
に
一
度
風
が

吹
き
、
十
日
に
一
度
雨
が
振
る
こ
と
で
、
気
候
が
順
調
に
推
移
す
る
さ
ま
を
い
う
。「
儒
者
論
二
太
平
瑞
應
一
…
又
言
下
…
風
不
レ
鳴
レ
條
、
雨

不
レ
破
レ
塊
、
五
日
一
風
、
十
日
一
雨
上
。」（
論
衡
・
是
応
）。「
そ
れ
賢
王
の
御
代
の
し
る
し
、
五
日
の
風
や
十
日
の
雨
、
潤
ふ
四
方
の
草
木

ま
で
、
靡
き
従
ふ
こ
の
時
に
、
生
ま
れ
あ
ふ
身
は
あ
り
が
た
や
」（
謡
曲
・
東
方
朔
）。
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【
他
出
文
献
】
芝
草
句
内
発
句
（
吾
妻
下
向
発
句
草
）
569

※
日
文
研
連
歌
Ｄ
Ｂ
の
芝
草
句
内
岩
橋
（
本
能
寺
本
）
は
「
さ
つ
き
を
ち
き
る
」
と
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
誤
り

【
現
代
語
訳
】

雨
も
わ
か
っ
て
お
い
て
お
く
れ
。
五
日
の
風
が
、
よ
い
天
候
を
約
束
す
る
か
の
よ
う
に
ち
ょ
う
ど
五
日
に
吹
い
て
い
る
の
だ
。

折
し
も
五
日
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
五
日
の
風
、
十
日
の
雨
と
い
う
こ
と
を
申
し
出
し
ま
し
た
。　
　
　

特
に
ど
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
祝
い
な
ど
の
席
で
し
た
の
で
、
こ
う
詠
ん
だ
の
で
す
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

山
ふ
か
し
心
に
お
つ
る
秋
の
水

　
　
　

山
閑
の
秋
の
水
の
冷

と
し
た
る
に
心
を
す
ま
し

　
　
　

侍
れ
は
む
ね
の
う
ち
と
水
と
ひ
と
し
く
清
ゝ
た
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
へ
り

【
校
異
】

山
ふ
か
し
―
山
深
し
（
明
）　

秋
の
水
―
あ
き
の
水
（
文
）　

し
た
る
に
―
し
た
る
に
む
か
ひ
て
（
明
）　

む
ね
の
う
ち
と
水
と
―
胸
の
う
ち

水
と
（
明
）　

た
り
と
い
へ
り
―
た
る
事
を
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

52
、
山
深
し
心
に
落
つ
る
秋
の
水

　
　
　

山
閑
の
秋
の
水
の
冷
え
冷
え
と
し
た
る
に
、
心
を
澄
ま
し

　
　
　

侍
れ
ば
、
胸
の
う
ち
と
水
と
等
し
く
清
々
た
り
と
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言
へ
り
。

【
語
釈
】
◯
山
深
し
…
深
い
山
の
様
子
。「
雪
深
し
こ
こ
ろ
も
ふ
か
し
山
深
し
と
ひ
く
る
人
の
な
き
ぞ
う
れ
し
き
」（
拾
玉
集
・
厭
離
欣
求
百

首
・

3207
）。
◯
心
に
お
つ
る
…
心
の
中
に
落
ち
る
。
心
の
中
が
、山
中
を
流
れ
る
澄
み
切
っ
た
水
を
た
た
え
る
よ
う
な
境
地
に
な
る
さ
ま
。「
た

え
ま
な
く
誘
ふ
風
よ
り
た
だ
一
葉
心
に
落
つ
る
山
ぞ
静
け
き
」（
心
敬
僧
都
十
躰
和
歌
・
一
節
体
・
落
葉
・
277
、
心
敬
集
で
は
第
四
句
は
「
心

と
落
つ
る
」）。
◯
秋
の
水
…
こ
こ
は
山
奥
の
川
の
水
。「
奥
山
に
夏
を
ば
遠
く
離
れ
き
て
秋
の
水
澄
む
谷
の
声
か
な
」（
秋
篠
月
清
集
・
納
涼
・

122
）。
心
敬
は
『
ひ
と
り
ご
と
』
に
お
い
て
、「
げ
に
も
水
ほ
ど
感
情
深
く
清
涼
な
る
物
な
し
。
春
の
水
と
い
へ
ば
心
も
の
び
ら
か
に
面
影
も

浮
か
び
て
、
何
と
な
く
不
便
な
り
。
夏
は
清
水
の
も
と
、
泉
の
辺
、
ま
た
冷
え
寒
し
。
秋
の
水
と
聞
け
ば
、
心
も
冷
々
清
々
た
り
。」
と
述

べ
て
い
る
。
◯
山
閑
…
山
の
静
け
さ
の
中
に
あ
る
こ
と
。「
閑
」
の
境
地
は
、
心
敬
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
た
だ
数
寄

と
道
心
と
閑
人
と
の
三
の
み
大
切
の
好
士
な
る
べ
く
哉
」（
老
の
く
り
ご
と
）。
◯
清
々
た
り
…
大
変
清
ら
か
で
す
が
す
が
し
い
。 

【
他
出
文
献
】
心
玉
集
（
静
）
798
、
心
玉
集
（
野
）
232
、
芝
草
句
内
発
句
272
、
芝
草
内
連
歌
合
（
天
）

2592
、
芝
草
内
連
歌
合
（
松
）
57

【
現
代
語
訳
】

山
深
く
、
清
ら
か
な
秋
の
水
が
流
れ
落
ち
て
い
る
。
私
の
心
に
も
、
そ
の
水
が
流
れ
入
る
か
の
よ
う
に
澄
み
切
っ
た
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く

こ
と
よ
。静

か
な
山
の
秋
の
水
が
冷
え
冷
え
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
心
を
澄
ま
せ
ば
、
胸
の
う
ち
と
水
と
が
、
同
じ
よ
う
に
清
ら
か
で
あ

る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

花
と
を
く
鳫
な
く
萩
か
は
山
か
な

　
　
　

籬
な
と
の
萩
の
さ
け
る
比
を
ち
き
り
て
遠
山
の
鳫

　
　
　

の
一
こ
ゑ
を
き
ゝ
た
る
は
か
り
也
萩
か
は
山
な
と
は
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こ
と
は
の
え
ん
に
ひ
か
れ
て
い
へ
る
也
ひ
と
へ
に
景
曲
躰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斗
也

【
校
異
】

と
を
く
―
遠
く
（
明
）　

な
く
―
鳴
（
明
）　

は
山
か
な
―
は
山
哉
（
明
）　

籬
―
深
山
（
明
）　

ち
き
り
て
―
契
て
（
文
・
明
）　

遠
山
の
鳫

の
一
こ
ゑ
―
遠
山
の
鴈
の
一
聲
（
文
）、
と
を
山
の
鴈
の
一
聲
（
明
）　

き
ゝ
た
る
は
か
り
也
―
き
ゝ
て
（
文
）、
聞
た
る
計
也
（
明
）　

な
と

は
―
な
と
（
文
、
明
）　

こ
と
は
の
え
ん
に
ひ
か
れ
て
―
詞
の
え
ん
に
ひ
か
れ
て
（
文
）、
言
葉
の
え
ん
に
ひ
か
れ
て
（
明
）　

ひ
と
へ
に
景

曲
躰
斗
也
―
一
重
に
景
曲
の
躰
な
り
（
文
）、
ひ
と
へ
に
景
曲
の
躰
、
見
る
こ
と
く
の
み
也
（
明
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】

53
、
花
遠
く
雁
鳴
く
萩
が
は
山
か
な

　
　
　

籬
な
ど
の
萩
の
咲
け
る
頃
を
ち
ぎ
り
て
、
遠
山
の
雁

　
　
　

の
一
声
を
聞
き
た
る
ば
か
り
な
り
。
萩
が
は
山
な
ど
は

　
　
　

言
葉
の
縁
に
引
か
れ
て
言
へ
る
な
り
。
ひ
と
へ
に
景
曲
躰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば
か
り
な
り
。

【
語
釈
】
◯
花
遠
く
…
花
か
ら
遠
く
。
自
注
に
あ
る
よ
う
に
こ
の
場
合
の
花
は
萩
。
花
か
ら
の
距
離
が
遠
い
こ
と
を
「
花
遠
し
」
と
詠
ん
だ

発
句
に
「
花
と
ほ
し
に
ほ
ひ
に
か
す
む
軒
の
梅
」（
竹
林
抄
・
心
敬
・

1577
）
が
あ
る
。
◯
は
山
…
端
山
。
人
里
に
近
い
、
低
い
山
。「
端
」
に

は
「
葉
」
を
掛
け
て
い
る
。
遠
山
で
は
雁
が
鳴
き
、端
山
で
は
籬
に
萩
が
咲
い
て
い
る
光
景
で
あ
る
。
ま
た
、「
萩
が
は
山
」
と
い
う
こ
と
で
、

句
全
体
に
「
は
」
音
が
三
度
反
復
す
る
形
と
な
り
、
音
の
縁
が
あ
る
。
◯
籬
な
ど
の
萩
…
垣
根
の
あ
た
り
の
萩
。「
籬
」
は
竹
な
ど
を
荒
く

編
ん
で
作
っ
た
垣
根
。「
ま
つ
は
雨
風
は
秋
な
る
夕
べ
か
な
／
籬
の
萩
に
重
き
上
露
」（
看
聞
日
記
紙
背
連
歌
（
応
永
三
十
二
年
七
月
二
十
五

日
片
何
百
韻
・ 

栄
仁
親
王
／
庭
田
重
有
・
発
句
／
脇
）。
◯
ち
ぎ
り
て
…
約
束
し
た
か
の
よ
う
に
、
同
じ
頃
に
。
◯
景
曲
躰
…
景
色
を
そ
の
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ま
ま
に
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
姿
を
い
う
。
↓
43
語
釈
参
照
。

【
他
出
文
献
】
心
玉
集
（
静
）
801
、
心
玉
集
（
野
）
234
、
芝
草
句
内
発
句
275

【
現
代
語
訳
】

花
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
雁
が
鳴
い
て
い
る
、
そ
ん
な
萩
の
花
咲
く
端
山
で
あ
る
こ
と
よ
。

籬
な
ど
に
萩
の
花
が
咲
い
て
い
る
頃
に
、
約
束
し
た
か
の
よ
う
に
遠
く
の
山
の
方
で
雁
が
鳴
く
、
そ
の
一
声
を
聞
い
て
い
る
、
と
い

う
だ
け
な
の
で
あ
る
。「
萩
が
端
山
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
縁
に
引
か
れ
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
も
う
全
く
景
曲

躰
の
句
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
翻
刻
】

花
と
を
く
霧
に
か
す
み
の
木
す
ゑ
哉

　
　
　

此
遠
き
は
秋
よ
り
春
の
比
を
い
へ
り
霧
に
か
す
め
る

　
　
　

木
す
ゑ
は
さ
な
か
ら
春
の
色
な
か
ら
花
を
み
し
比
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
し

【
校
異
】

花
と
を
く
―
花
遠
く
（
明
）　

霧
に
か
す
み
の
―
霧
に
か
す
め
る
（
文
）、霧
に
霞
の
（
明
）　

木
す
ゑ
哉
―
こ
す
ゑ
か
な
（
文
）、梢
か
な
（
明
）

　

遠
き
は
―
と
を
き
は
（
文
）　

春
の
比
―
春
の
心
（
文
）　

か
す
め
る
―
霞
め
る
（
明
）　

木
す
ゑ
―
梢
（
文
・
明
）　

春
の
色
な
か
ら
―
春

の
こ
と
く
に
は
侍
と
（
明
）　

遠
し
―
遠
し
と
也
（
明
）

※
『
連
歌
大
観
』
の
「
芝
草
句
内
岩
橋
」
は
、
三
行
目
「
花
を
」
を
「
花
と
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、
誤
り
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
本
文
】
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54
、
花
遠
く
霧
に
霞
の
梢
か
な

　
　
　

此
の
遠
き
は
、
秋
よ
り
春
の
頃
を
い
へ
り
。
霧
に
霞
め
る

　
　
　

木
ず
ゑ
は
さ
な
が
ら
春
の
色
な
が
ら
、
花
を
見
し
比
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
し
。

【
語
釈
】
◯
花
遠
く
…
花
の
頃
は
も
う
遠
く
過
ぎ
て
。
◯
霧
に
霞
の
…
霧
に
よ
っ
て
霞
ん
で
い
て
。
自
注
に
い
う
「
霧
に
霞
め
る
」
の
意
。

心
玉
集
の
二
伝
本
は
い
ず
れ
も
「
霧
に
か
す
め
る
」
で
あ
る
。「
里
遠
き
梢
に
影
は
か
た
ぶ
き
て
霧
に
か
す
め
る
在
明
の
月
」（
夫
木
抄
・
秋

四
・
正
応
三
年
内
裏
御
会
、
暁
月
・
二
条
為
世
・

5417
）。

【
他
出
文
献
】
芝
草
句
内
発
句
304
、
心
玉
集
（
静
）
850
（
第
二
句
「
霧
に
か
す
め
る
」）、
心
玉
集
（
野
）
280
（
第
二
句
「
霧
に
か
す
め
る
」）

【
現
代
語
訳
】

花
の
頃
は
も
う
遠
く
、
今
は
霧
に
よ
っ
て
ま
る
で
霞
の
頃
の
よ
う
に
霞
ん
で
い
る
、
そ
ん
な
梢
で
あ
る
こ
と
よ
。

こ
の
「
遠
き
」
は
、
秋
か
ら
見
て
春
の
頃
が
遠
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
霧
に
霞
ん
で
い
る
梢
は
、
ま
る
で
春
の
頃
そ
の
ま
ま
の
よ

う
な
様
子
な
の
だ
が
、
春
に
花
を
見
た
頃
は
遠
い
（
昔
で
あ
る
）。

【
補
説
】
二
つ
の
「
花
遠
く
」
と
い
う
初
句
を
持
つ
句
を
並
べ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
花
」
の
意
味
が
違
う
こ
と
を
自
注
で
示
し
て
い
る
。

弟
子
へ
の
指
導
書
と
い
う
に
相
応
し
い
文
言
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
典
拠
一
覧
】

和
歌
の
引
用
は
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、『
草
根
集
』
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
本
に
よ
っ
た
（『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ

た
場
合
に
は
、（
類
題
本
）
と
注
し
て
い
る
）。
ま
た
、『
万
葉
集
』
の
歌
番
号
は
西
本
願
寺
本
（
旧
国
歌
大
観
番
号
）
に
よ
り
、引
用
は
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
て
い
る
。
連
歌
関
係
そ
の
他
、
引
用
は
左
記
に
記
す
が
、『
連
歌
大
観
』
第
一
巻
（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・

平
成
二
八
）
を
適
宜
参
照
し
て
い
る
。
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芝
草
句
内
発
句
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
5
『
心
敬
作
品
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
四
七
）

吾
妻
邊
云
捨
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
5
『
心
敬
作
品
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
四
七
）

心
玉
集
・
心
玉
集
拾
遺
（
静
嘉
堂
文
庫
本
） 

…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
5
『
心
敬
作
品
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
四
七
）

心
敬
句
集
苔
莚
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
5
『
心
敬
作
品
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
四
七
）

行
助
句
集
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
11
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
〇
）

連
歌
愚
句
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
11
『
七
賢
時
代
連
歌
句
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
〇
）

愚
秘
抄
…
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻
（
風
間
書
房
・
昭
和
三
一
）

連
珠
合
璧
集
…
中
世
の
文
学
『
連
歌
論
集
一
』（
三
弥
井
書
店
・
昭
和
四
七
）

連
歌
百
句
付
…
貴
重
古
典
籍
叢
刊
5
『
心
敬
作
品
集
』（
角
川
書
店
・
昭
和
四
七
）

宝
徳
四
年
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
三
』（
昭
和
五
六
）

新
撰
菟
玖
波
集
…
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
新
撰
菟
玖
波
集
実
隆
本
』（
天
理
大
学
出
版
部
・
昭
和
五
〇
）

兼
載
雑
談
…
『
歌
論
歌
学
集
成
第
十
二
巻
』（
三
弥
井
書
店
・
平
成
一
五
）

徒
然
草
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
方
丈
記  

徒
然
草
』（
岩
波
書
店
・
平
成
元
）

梅
春
抄
…
中
世
の
文
学
『
連
歌
論
集
四
』（
三
弥
井
書
店
・
平
成
二
）

宇
良
葉
…
日
文
研
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
桜
井
氏
蔵
本
（
深
井
一
郎
氏
に
よ
る
翻
刻
「
宗
祗
連
歌
発
句
集 

宇
良
葉
」（『
金
沢
大
学
教
育
学
部

紀
要
8
』（

1960
）
も
参
照
）

菟
玖
波
集
…
金
子
金
治
郎
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』（
風
間
書
房
・
昭
和
四
〇
）

竹
林
抄
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
林
抄
』（
岩
波
書
店
・
平
成
三
）

大
発
句
帳
…
古
典
俳
文
学
大
系
C
D
―

R
O
M
所
収
鈴
木
本

染
田
天
神
法
楽
連
歌
…
日
文
研
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
谷
嶋
美
智
子
「【
翻
刻
】
染
田
天
神
法
楽
連
歌
（
応
永
期
）」（「
奈
良
教
育
大
学
国
文 
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研
究
と
教
育
」
第
三
号
・

1979
）

小
鴨
千
句
…
古
典
文
庫
『
千
句
連
歌
集
三
』（
昭
和
五
六
）

日
本
書
紀
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
（
一
）』（
小
学
館
・
平
成
六
）

袖
中
抄
…
『
歌
論
歌
学
集
成
第
四
巻
』（
三
弥
井
書
店
・
平
成
一
二
）

論
衡
…
新
釈
漢
文
大
系
『
論
衡
中
』（
明
治
書
院
・
昭
和
五
四
）

東
方
朔
…
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
（
一
）』（
小
学
館
・
昭
和
四
八
）

ひ
と
り
ご
と
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集 

能
楽
論
集 

俳
論
集
』（
小
学
館
・
平
成
一
三
）

老
い
の
く
り
ご
と
…
中
世
の
文
学
『
連
歌
論
集
三
』（
三
弥
井
書
店
・
昭
和
六
〇
）

看
聞
日
記
紙
背
連
歌
…
図
書
寮
叢
刊
『
看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
別
記
』（
養
徳
社
・
昭
和
四
〇
）

【
参
考
文
献
】

岡
見
正
雄
「
心
敬
覚
書
―
青
と
景
曲
と
見
ぬ
俤
―
」（『
室
町
文
学
の
世
界
―
面
白
の
花
の
都
や
―
』（
岩
波
書
店
・
平
成
八
）

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
註
釈
（
上
）』（
講
談
社
・
平
成
一
〇
）

鹿
目
俊
彦
「
風
雅
集
の
一
考
察
〜
特
に
秋
部
の
歌
材
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
語
文
（
日
本
大
学
）」
第
十
九
号
・
昭
和
39
・
10
）

こ
の
訳
注
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
C
「
中
世
歌
学
の
享
受
か
ら
見
た
心
敬
の
文
学
作
品
の
創
造
と
新
撰
菟
玖
波
文
学
圏
へ
の
影
響
に
関
す

る
研
究
」
の
成
果
で
あ
る
。


