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天
下
人
の
豊
臣
秀
吉
が
詠
ん
だ
さ

ら
し
な
の
月
の
和
歌
「
さ
ら
し
な
や

雄お

し

ま島
の
月
も
よ
そ
な
ら
ん
た
だ
伏
見

江
の
秋
の
夕
ぐ
れ
」。
自
分
の
城
下
に

広
が
る
月
の
景
色
は
さ
ら
し
な
の
里

の
月
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
美
し
い
と
、

さ
ら
し
な
の
月
を
ラ
イ
バ
ル
視
し
た

歌
で
、
秀
吉
も
さ
ら
し
な
の
月
に
大

き
な
憧
れ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
歌
で
も
あ
り
ま
す
。
２
０
０
７
年

に
こ
の
和
歌
の
存
在
を
知
り
、
更
級

へ
の
旅
49
号
で
紹
介
し
ま
し
た
。
そ

の
あ
と
も
調
べ
を
続
け
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
た
び
秀
吉
自
筆
の
こ
の
和
歌
の
書

を
所
蔵
し
て
い
る
京
都
市
の
高
台
寺

に
取
材
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
実

物
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
掛
け
軸
に
表
具
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
名
だ
た
る
戦
国
武
将
に

秀
吉
が
見
せ
、
自
慢
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初

の
き
っ
か
け
は
、
戦
国
時
代
の
武
将

の
和
歌
を
編
纂
し
た
本
「
戦
国
時
代
和

歌
集
」（
川
田
順
著
）
の
中
の
記
述
で

し
た
。
秀
吉
が
詠
ん
だ
歌
も
い
く
つ
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
一

つ
に
「
さ
ら
し
な
や
雄
島
の
月
も
…
」

の
歌
が
あ
り
、
歌
に
ま
つ
わ
る
情
報
と

し
て
、
豊
臣
政
権
の
拠
点
だ
っ
た
伏
見

城
の
学
問
所
の
茶
室
に
飾
っ
て
あ
っ

た
と
い
う
記
述
が
添
え
ら
れ
て
い
た

の
で
す
。
山
鹿
素
行
（
儒
学
者
）
が

１
６
７
３
年
に
ま
と
め
た
歴
史
書
の

武
家
事
紀
と
い
う
書
物
の
中
に
書
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
く
だ

り
を
記
し
ま
す
。

　

秀
吉
伏
見
城
中
に
学
問
所
を
設
け
、

そ
の
四
方
を
数
寄
屋
と
し
四
壁
に
自

ら
和
歌
四
首
を
墨
書
せ
り
。
右
三
首
の

中
、
一
は
辰
巳
之
御
座
敷
、
二
は
未
申

之
間
、
三
は
丑
寅
之
間
な
り

　

「
右
三
首
の
中
、
一
は
」
と
あ
る
の

が
「
さ
ら
し
な
や
雄
島
の
月
も
…
」
の

和
歌
で
す
。「
数
寄
屋
」
と
い
う
の
は

畳
敷
き
の
茶
室
の
こ
と
で
、
辰
巳
（
東

南
）
の
方
角
に
位
置
す
る
茶
室
に
あ
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
和
歌
が

ど
の
よ
う
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
知
り

た
く
な
り
ま
し
た
。

　

高
台
寺
は
秀
吉
の
正
室
ね
ね
が
秀

吉
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た

お
寺
で
、
秀
吉
の
死
後
、
伏
見
城
の
建

造
物
を
移
築
し
た
お
寺
で
も
あ
り
ま

す
。
現
在
も
残
る
茶
室
が
そ
の
一
部
で

「
こ
の
茶
室
が
学
問
所
だ
っ
た
と
い
う

説
も
あ
る
」
と
い
う
記
述
を
高
台
寺
を

紹
介
す
る
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
の
一

つ
で
見
つ
け
ま
し
た
。
和
歌
に

ま
つ
わ
る
情
報
を
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
と
高
台
寺
に
取
材
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

　

快
く
お
引
き
受
け
い
た
だ
き

う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
職
員
の

田
川
真
千
子
さ
ん
か
ら
武
家
事

紀
の
記
述
を
肉
付
け
す
る
史
料

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
秀
吉
の
伝
記
、

太
閤
記
に
も
「
学
問
所
の
記
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
で
は

学
問
所
の
周
囲
四
隅
に
茶
室
が
そ
れ

ぞ
れ
造
ら
れ
、
和
歌
が
飾
っ
て
あ
る
と

紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
高
台

寺
の
前
執
事
長
で
現
在
は
常
任
教
師

の
後
藤
典
生
さ
ん
に
よ
る
と
、
所
蔵
す

る
秀
吉
自
筆
の
和
歌
は
軸
装
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

後
藤
さ
ん
の
お
許
し
が
あ
り
、
実

物
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
太

閤
秀
吉
公
御
自
詠
」
と
墨
書
き
さ
れ

た
桐
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

机
の
上
に
広
げ
て
い
た
だ
き
、
特
別

に
写
真
を
撮
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

秀
吉
の
さ
ら
し
な
月
の
歌
の
存
在
は
、

２
０
０
７
年
の
段
階
で
は
「
高
台
寺
の

名
宝
」
と
い
う
図
録
で
確
認
し
た
の
で

す
が
、
図
録
で
は
掛
け
軸
の
中
央
、
秀

吉
の
書
の
部
分
だ
け
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
田
川
さ
ん
に
よ
る
と
、
書

の
周
り
は
銀
襴
（
ぎ
ん
ら
ん
）
と
呼
ば

れ
る
、
銀
の
糸
で
装
飾
し
た
生
地
。
光

を
受
け
る
と
輝
く
仕
立
て
だ
そ
う
で

す
。
も
し
こ
れ
が
茶
室
に
掛
け
ら
れ
て

い
た
と
し
た
ら
、
内
部
は
少
し
暗
い
の

で
、
わ
ず
か
な
光
り
で
も
届
け
ば
繊
細

な
光
り
を
放
つ
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

は
と
想
像
し
ま
し
た
。

　

伏
見
城
か
ら
移
築
し
、
も
と
も
と
は

学
問
所
の
周
囲
に
あ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
茶
室
の
中
に
も
入
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
傘か

さ
て
い亭

と
時し

ぐ
れ
て
い

雨
亭
（
い
ず
れ

も
重
要
文
化
財
）
で
す
。
傘
亭
は
屋
根

の
部
分
が
傘
の
よ
う
に
竹
組
で
構
成

さ
れ
て
い
る
た
め
の
名
前
で
、
時
雨
亭

は
二
階
建
て
と
い
う
珍
し
い
つ
く
り

で
す
。
許
可
を
い
た
だ
き
、
写
真
を
撮

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
も

床
の
間
に
相
当
す
る
所
が
あ
り
ま
す
。

太
閤
記
に
記
載
が
あ
る
、
茶
室
に
飾
ら

れ
て
い
た
和
歌
に
つ
い
て
の
情
報
は
、

高
台
寺
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
そ
う

で
す
が
、
私
は
見
せ
て
い
た
だ
い
た
秀

吉
の
さ
ら
し
な
の
月
の
和
歌
の
掛
け

軸
が
こ
の
二
つ
の
茶
室
の
い
ず
れ
か

に
飾
ら
れ
て
い
る
様
子
、
そ
し
て
名
だ

た
る
戦
国
武
将
が
鑑
賞
し
て
い
た
姿

を
想
像
し
ま
し
た
。

　

そ
う
想
像
し
た
の
は
、
戦
国
武
将

も
伏
見
城
の
学
問
所
の
茶
室
で
時
間

を
過
ご
し
た
こ
と
を
示
す
文
献
も
あ

る
か
ら
で
す
。
伊
達
政
宗
が
語
っ
た
話

を
家
臣
が
記
録
し
た
「
政
宗
公
御
名
語

集
」（
小
倉
博
編
纂
）
で
す
。
こ
の
中

に
「
太
閤
学
問
所
の
数
寄
屋
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
話
が
あ
り
、
そ
こ
で
伊
達

政
宗
は
、
学
問
所
の
四
隅
に
設
け
ら
れ

た
茶
室
で
自
分
を
は
じ
め
、
秀
吉
、
徳

川
家
康
、
前
田
利
家
の
４
人
が
過
ご
し

た
と
ふ
り
返
っ
て
い
ま
す
。
秀
吉
の
さ

ら
し
な
の
月
の
歌
に
は
、
伊
達
政
宗
の

故
郷
、
松
島
の
別
の
呼
び
名
で
あ
る
雄

島
の
月
も
登
場
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

歌
を
秀
吉
は
政
宗
に
見
せ
、
自
慢
し
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

以
上
、
文
献
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
、

想
像
し
た
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
解
い

て
み
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
秀
吉

が
さ
ら
し
な
の
月
に
勝
る
と
も
劣
ら

な
い
と
詠
ん
だ
伏
見
江
の
月
は
ど
ん

な
月
か
。
伏
見
城
の
あ
っ
た
場
所
に

行
っ
て
み
ま
し
た
。次
号
で
書
き
ま
す
。
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