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春
は
聞
え
　
夏
は
緑
に

輔
の
　
踪
笛
に
鬼
ゆ
る
ー
秋
の
山
か
も

作
者
未
詳
（
巻
十
二
二
七
七
）

こ
の
歌
は
作
者
不
明
の

歌
を
季
節
ご
と
に
分
類
し

た
巻
十
に
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
さ
て
、
ど
の
季
節

の
歌
で
し
ょ
う
が
。
春
、

夏
、
秋
と
入
っ
て
い
る
の

で
季
節
を
超
越
し
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
が
、

こ
の
歌
の
主
眼
は
秋
の
山

護
り
に
あ
り
、
「
秋
の

雑
歌
」
に
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
わ
か
り
や
す
い
歌

な
が
ら
、
実
は
い
ろ
い
ろ

と
独
特
な
要
素
が
あ
り
ま

す。
景
物
ご
と
に
ま
と
め
て

配
列
さ
れ
る
中
、
こ
の
歌

は
「
山
を
詠
め
る
一
首
」

と
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
続

き
に
「
黄
葉
を
詠
め
る
四

十
一
首
」
が
あ
る
の
で
す

が
、
こ
の
歌
は
黄
葉
で
は

な
く
、
山
全
体
を
詠
ん
だ

も
の
と
し
て
、
一
首
の
み

別
技
い
に
な
っ
て
い
ま

す。

2
旬
日
に
は
「
夏
は
緑
」

と
あ
り
ま
す
。
『
万
葉
集
』

中
、
緑
は
こ
の
歌
と
、
「
浅

緑
染
め
掛
け
た
り
と
見

る
ま
で
に
春
の
柳
は
蘭
え

に
け
る
か
も
」
　
（
巻
十
・

一
八
四
七
）
に
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
他
に
は
赤
子
、

幼
子
を
意
味
す
る
「
み

ど
り
子
」
の
例
を
見
る

ば
か
り
で
す
。
緑
は
も
と

も
と
色
の
名
で
は
な
く
、

新
芽
、
若
芽
を
い
う
語

だ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り

ます。古
く
か
ら
日
本
に
あ
っ

た
色
の
名
は
、
光
の
感
覚

に
由
来
す
る
赤
、
黒
、
白
、

青
（
明
、
晴
、
顕
、
漠
）

の
四
つ
で
あ
っ
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
青
ば

黒
と
白
と
の
闇
を
広
く

意
味
し
、
青
柳
や
青
山

な
ど
の
例
か
ら
、
緑
も
含

ん
で
い
る
と
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
歌
で
あ
え
て

「
緑
」
を
使
っ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
新
緑
の
明

る
さ
を
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
『
万
葉
集
』
に

は
「
冬
ご
も
り
蕃
さ
り
来

れ
ば
」
の
よ
う
に
次
の
季

節
の
到
来
を
詠
む
例
や
、

春
と
秋
を
対
比
的
に
詠
む

例
が
多
く
、
今
回
の
歌
の

よ
う
に
季
節
を
順
に
詠
み

込
む
例
は
珍
し
い
と
い
え

ます。こ
の
歌
は
春
、
夏
を
ふ

ま
え
て
秋
の
山
を
詠
み
ま

す
。
そ
れ
ば
、
や
が
て
冬

の
山
に
な
る
の
で
し
ょ

う
。
山
々
に
囲
ま
れ
て
過

ご
す
奈
良
県
民
は
、
万
葉

の
時
代
か
ら
山
の
景
色
に

季
節
の
推
移
を
感
じ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
阪
口
由
佳
）

【
訳
】
春
は
若
芽
が
萌
え
出
し
、
夏
は
緑
と
な
り
、
さ

て
今
や
紅
葉
を
ま
じ
え
て
美
し
く
見
え
る
秋
の
山
よ
。
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娘
子
ら
が
　
袖
存
留
曲
の

久
し
き
時
ゆ

瑞
垣
の

思
ひ
き
あ
れ
は

（
柿
本
人
麻
呂
　
巻
四
・
五
〇
一
）

日
月
2
2
日
は
、
い
彊
市

布
留
町
に
あ
る
石
上
神

宮
で
鎮
魂
祭
が
執
り
行
わ

れ
る
目
で
す
。

鎮
魂
祭
と
は
宮
廷
薬
禍

の
一
つ
で
あ
り
、
『
先
代

旧
事
本
緯
』
で
は
物
部
氏

の
相
補
が
十
種
の
禅
室
を

使
っ
て
神
武
天
童
と
星
后

の
長
寿
を
祈
っ
た
こ
と
が

起
源
と
さ
れ
ま
語
頭
魂

祭
で
行
わ
れ
る
宇
気
樺
を

撞
く
行
為
や
神
楽
舞
な
ど

は
、
天
童
戸
神
話
に
お
け

る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ

ト
の
所
作
と
共
通
す
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

諸
説
猛
り
ま
す
が
、
鎮
魂

祭
は
冬
至
の
際
に
太
陽
の

復
活
の
た
め
の
「
た
ま
ふ

り
」
を
行
う
祭
神
で
あ
っ

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
『
日

本
書
紀
』
に
お
い
て
伊
勢

神
宮
と
石
上
神
宮
だ
け
が

「
神
宮
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
両
社
が
い

日
日
l
／
　
∴

▲
，
＿
〇
〇
〇
〇
－
1

か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か

が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
歌
は
二
重
の
序
詞

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
地
名
の
「
存
留
山
」

に
か
け
て
袖
フ
ル
と
表
現

し
て
い
ま
す
。
補
を
振
る

こ
と
は
神
を
招
く
所
作
で

あ
り
、
「
娘
子
」
と
は
巫

女
を
想
定
し
て
い
た
と
み

ら
れ
ま
す
。

「
石
上
存
留
」
（
拳
三
四

二
二
）
な
ど
と
も
表
現
さ

れ
る
「
布
留
山
」
の
「
瑞
垣
」

と
は
、
「
瑞
山
」
（
巻
二
五

二
）
や
「
瑞
穂
」
（
巻
二
・
一

六
七
）
と
同
様
に
「
垣
」
を

誉
め
た
た
え
た
表
現
で
、

神
聖
な
垣
根
の
こ
と
で
す

が
、
こ
こ
で
は
石
上
神
宮

そ
の
も
の
を
指
し
ま
す
。

同
社
の
禁
足
地
は
「
布
留

社
」
と
刻
ま
れ
た
剣
先
状

の
石
垣
で
囲
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
。

以
上
3
旬
が
「
久
し
き
」

に
か
か
る
序
詞
と
な
っ
て

お
り
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ

た
当
時
、
石
上
神
宮
は
す

で
に
古
社
と
し
て
名
高
か

っ
た
よ
う
で
す
。
古
き
社

の
瑞
垣
が
神
々
し
く
年
月

を
経
て
き
た
よ
う
に
、
長

い
間
ず
っ
と
あ
な
た
を
思

い
続
け
て
き
た
、
と
恋
情

の
深
さ
、
強
さ
を
表
現
し

て
い
ま
す
。

ほ
ぼ
同
じ
歌
が
、
柿
本

人
麻
呂
歌
集
歌
と
し
て
巻

十
二
二
四
一
五
に
も
採

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
古

今
和
歌
六
帖
』
や
『
拾
遺

和
歌
集
』
『
夫
木
和
歌
抄
』

な
ど
後
世
の
歌
集
に
も
大

柴
し
ま
し
た
。
（
県
立
万

葉
文
化
館
企
画
・
研
究
係

長
・
井
上
さ
や
か
）

【
訳
】
神
お
と
め
た
ち
が
神
を
迎
え
る
袖
を
振
る
、

布
留
山
の
社
の
瑞
垣
が
年
久
し
い
よ
う
に
、
長
い
月

日
を
ず
っ
と
恋
い
つ
づ
け
て
来
た
。
わ
た
し
は
。


