
飛
梅
幻
想
「
東
風
吹
か
ば
…
」は
暗
号
化
さ
れ
た
恋
歌
な
の
か

制
54

若
林

澄
治

太
宰
府
天
満
宮
の
境
内
、
本
殿
に
向

か
っ
て
右
手
に
御
神
木
「
飛
梅
」
が
あ
る
。

菅
原
道
真
公
を
慕
っ
て
京
の
都
か
ら
大

宰
府
へ
一
夜
に
し
て
飛
ん
で
き
た
、
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
飛
梅
伝
説
に
ま
つ
わ
る

し
ゅ
う
い

道
真
の
和
歌
は
、
拾
遺
和
歌
集
（
１
０
０

６
年
）
に
採
択
さ
れ
、
古
文
の
教
科
書
に

も
載
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

東
風
吹
か
ば
匂
ひ
を
こ
せ
よ
梅
の
花

あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
忘
る
な

「
何
度
読
ん
で
も
愛
す
る
人
へ
の
恋
歌

に
感
じ
る
」
春
浅
く
、
太
宰
府
に
住
む
古

典
文
学
愛
好
家
の
女
性
が
殊
更
に
言
う
。

僕
に
は
持
ち
得
な
い
感
覚
だ
。
道
真
の
無

念
が
強
く
滲
み
出
る
一
首
。
梅
へ
の
呼
び

か
け
が
自
分
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
い

で
ほ
し
い
と
い
う
願
い
。
定
説
通
り
、
ひ

ど
く
も
の
悲
し
い
歌
に
し
か
聴
こ
え
な
い
。

彼
女
の
感
性
は
殊
の
外
鋭
い
。
で
も
、

恋
歌
と
感
じ
る
の
は
何
ゆ
え
か
、
自
分
で

も
謂
い
表
わ
せ
な
い
と
い
う
。
何
が
あ
る

の
か
、
僕
は
そ
れ
を
解
き
明
か
し
て
み
た

い
と
思
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
の
直
感

は
今
ま
で
外
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
。

歌
を
読
み
込
む
と
、
表
の
表
現
と
は
裏

腹
に
、
判
る
人
だ
け
に
伝
わ
る
よ
う
な
秘

め
た
意
味
合
い
の
感
触
が
あ
る
。
恋
歌
を

暗
号
化
し
た
和
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
、

と
感
じ
な
く
も
な
い
。

こ
の
歌
に
は
撞
着
や
背
馳
、
と
思
わ
れ

る
個
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。

①
桜
で
は
な
く
、
な
ぜ
梅
な
の
か
？

道
真
が
生
き
た
平
安
時
代
に
、
花
と
い

す
う
せ
い

え
ば
梅●

で
は
な
く
、
桜●

へ
趨
勢
は
移
っ
て

い
た
。
道
真
の
京
の
邸
宅
に
は
、
梅
も
桜

も
松
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
桜
で
は
な
く
梅

だ
っ
た
の
か
、
撞
着
を
感
じ
る
。

梅
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
道
真
の

ゆ
え
ん

所
以
が
あ
っ
た
、
の
で
は
な
い
か
。

②
飛
梅
は
、
発
地
は
紅
梅
、
着
地
後
は

白
梅
の
謎

道
真
の
京
の
邸
宅
、
紅
梅
殿
か
ら
飛
び

発
っ
た
梅
は
紅●

梅●

だ
。
現
在
、
道
真
の
京

か
ん
だ
い
じ
ん

の
邸
宅
跡
に
建
立
さ
れ
た
菅
大
臣
神
社
に

植
わ
る
「
飛
梅
」
は
、
確
か
に
紅
梅
で
あ

る
。
し
か
し
、
太
宰
府
天
満
宮
の
現
在
の

「
飛
梅
」
は
、
白●

梅●

だ
。
飛
び
発
っ
た
地

と
降
り
立
っ
た
地
の
花
の
色
が
異
な
る
の

は
、
明
ら
か
に
背
馳
で
あ
る
。

種
類
は
と
も
か
く
梅
そ
の
も
の
に
道
真

は
意
味
を
込
め
た
、
の
で
は
な
い
か
。

③
和
歌
の
基
本
、
修
辞
法（
表
現
技
法
）

が
な
ぜ
使
わ
れ
て
い
な
い
？

「
東
風
吹
か
ば
…
」
に
は
、
平
安
時
代

の
和
歌
に
多
用
さ
れ
る
修
辞
法
が
使
わ
れ

て
い
な
い
。
枕
詞
も
序
詞
も
掛
詞
も
縁
語

や
本
歌
取
り
も
な
い
。
現
代
の
我
々
で
も

分
か
る
平
易
な
言
葉
、
素
直
な
表
現
で
構

成
し
て
い
る
。
た
だ
、
見
て
分
か
る
の
は
、

梅
を
人
に
見
立
て
た
擬
人
法
だ
。
こ
れ
は
、

梅
に
当
た
る
立
場
の
人
だ
け
が
解
る
暗
号

に
な
り
う
る
。
和
歌
の
表
現
技
法
を
解
さ

な
い
、
あ
る
人
物
へ
の
隠
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
、
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

菅
原
道
真
（
845
〜
903
年
）
は
学
問
に
優

れ
、
詩
歌
に
秀
で
た
文
人
貴
族
だ
。
宇
多

天
皇
の
近
臣
に
な
り
重
宝
さ
れ
て
栄
達
し

た
。
非
主
流
の
家
柄
な
が
ら
後
醍
醐
天
皇

の
御
代
に
右
大
臣
ま
で
上
り
詰
め
た
。
例

の
な
い
早
い
出
世
を
妬
ん
だ
上
流
貴
族
層

の
嫉
み
を
買
い
、
無
実
の
罪
で
大
宰
府
へ

左
遷
さ
れ
た
（
901
年
１
月
）。
大
宰
府
へ

の
移
動
は
自
費
で
、
大
宰
府
で
の
俸
給
や

従
者
は
与
え
ら
れ
ず
、
政
務
も
禁
じ
ら
れ

太宰府天満宮の飛梅（PhotoACより）

菅大臣神社の飛梅
（PhotoACより）
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た
。
２
年
後
、
道
真
は
衣
食
住
も
ま
ま
な

ら
ず
窮
死
に
追
い
込
ま
れ
た
（
59
歳
没
）。

梅
の
和
歌
は
道
真
が
大
宰
府
に
来
た
後

で
は
な
く
、「
京
を
発
つ
前
」
に
詠
ん
だ

の
が
大
き
な
着
眼
点
に
な
る
は
ず
だ
。

ど
こ
ま
で
彼
女
の
直
感
を
読
み
解
け
る

か
分
か
ら
な
い
が
、
撞
着
や
背
馳
を
探
り

な
が
ら
、
歌
の
真
意
に
迫
っ
て
み
た
い
。

①
桜
で
は
な
く
、
な
ぜ
梅
な
の
か
？

万
葉
の
時
代
は
花
と
言
え
ば
梅●

だ
っ
た

が
、
平
安
時
代
に
は
花
は
桜●

、
花
を
愛
で

る
文
化
は
梅
か
ら
桜
へ
移
っ
て
い
た
。

平
安
時
代
を
代
表
す
る
六
歌
仙
の
一
人
、

小
野
小
町
（
９
世
紀
前
半
）
が
詠
っ
た

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な

い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
経
る

な
が
め
せ
し
ま
に

こ
の
和
歌
の
「
花
」
は
桜
を
指
す
。
小

町
は
道
真
よ
り
一
世
代
前
に
生
き
た
人
だ

が
、
既
に
人
々
の
共
通
の
感
覚
と
し
て
、

「
花
は
、
梅
で
は
な
く
桜
」
だ
っ
た
。

道
真
が
京
の
住
ま
い
で
暮
ら
し
て
い
た

時
、
梅
も
桜
も
松
も
植
わ
っ
て
い
た
。
そ

の
中
で
、
道
真
の
梅
へ
の
特
別
な
愛
着
は

生
来
持
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
だ
。

五
歳
で
詠
ん
だ
歌
は
、
梅
の
花
を
頬
ず

り
し
た
い
ほ
ど
愛
お
し
く
賛
美
し
て
い
る
。

梅
の
花
紅
の
色
に
も
似
た
る
か
な

阿
呼
が
ほ
ほ
に
つ
け
た
く
ぞ
あ
る

十
一
歳
の
時
、
五
言
絶
句
の
漢
詩
『
月

夜
見
梅
花
』
を
創
り
、
梅
の
花
の
艶
や
か

な
香
り
と
美
し
さ
を
見
事
に
讃
え
て
い
る
。

月
耀
如
晴
雪

梅
花
似
照
星

可
憐
金
鏡
轉

庭
上
玉
房
馨

幼
少
期
か
ら
、
梅
は
最
も
愛
し
た
特
別

な
花
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
道
真
に
と
っ

て
「
花
は
、
桜
で
は
な
く
梅
」
だ
っ
た
。

②
飛
梅
は
、
発
地
は
紅
梅
、
着
地
後
は

白
梅
の
謎

源
平
盛
衰
記
（
13
世
紀
中
頃
）
に
は
、

京
の
住
処

高
辻
東
洞
院
の
梅
が
大
宰
府

の
安
楽
寺（
現
天
満
宮
）へ
飛
ん
で
渡
っ
た

と
あ
る
。
松
も
飛
ん
だ
が
途
中
の
倉
敷
の

羽
島
に
落
ち
た
、
桜
は
飛
ぶ
前
に
枯
れ
た
、

と
さ
れ
る
。
実
は
道
真
は
桜
に
対
し
て
も

同
趣
の
歌
を
詠
ん
で
い
る（
後
撰
和
歌
集
）

さ
く
ら
花
主
を
忘
れ
ぬ
も
の
な
ら
ば

吹
き
来
む
風
に
こ
と
づ
て
は
せ
よ

﹇
訳
﹈
桜
の
花
よ
、
主
人
を
忘
れ
な
い
な

ら
ば
、
吹
い
て
来
る
風
に
（
花
が
咲
き

ま
し
た
と
）
言
付
け
さ
せ
て
お
く
れ
。

桜
の
木
は
主
の
思
し
召
し
に
接
し
、
別

れ
の
悲
し
み
の
あ
ま
り
枯
れ
た
と
さ
れ
る
。

梅
は
、
京
の
紅
梅
殿
か
ら
飛
び
発
つ
前

は
紅●

梅●

だ
が
、
大
宰
府
へ
降
り
立
っ
た
後

は
白●

梅●

に
な
っ
て
い
る
。
何
と
も
妙
だ
。わた

こ
れ
に
は
後
日
談
が
あ
る
。
伊
勢
国
度

ら
い

し
ゃ
に
ん

会
の
社
人

白
太
夫
と
い
う
人
物
（
道
真

に
仕
え
た
老
僕
）
が
、
道
真
を
慕
っ
て
太

宰
府
に
下
る
折
、
都
の
道
真
の
邸
宅
に
立

ち
寄
り
、
夫
人
の
便
り
と
と
も
に
庭
の
梅

を
根
分
け
し
て
持
っ
て
き
た
そ
う
だ
。
道

真
は
都
か
ら
取
り
寄
せ
た
こ
と
を
伏
せ
て
、

「
梅
が
飛
ん
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
に
し

た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

み
し
ょ
う
な
え

こ
の
根
分
け
し
た
実
生
苗
か
ら
育
つ

梅
は
、
母
木
と
は
違
う
色
の
花
が
咲
く
の

は
普
通
に
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
太
宰
府

天
満
宮
に
あ
る
現
在
の
「
飛
梅
」
は
京
の

紅
梅
殿
か
ら
、
飛
ん
で
来
た
の
で
は
な
く
、

根
分
け
し
た
実
生
苗
か
ら
育
っ
た
も
の
と

理
解
で
き
る
。

③
和
歌
の
基
本
、
修
辞
法（
表
現
技
法
）

が
な
ぜ
使
わ
れ
て
い
な
い
？

道
真
の
代
表
歌
で
百
人
一
首
に
載
る
和

歌
が
あ
る
（
古
今
和
歌
集
905
年
）。

ぬ
さ

こ
の
た
び
は
幣
も
取
り
あ
へ
ず

手
向
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
ま
に

「
た
び
」
は
「
度
」
と
「
旅
」
の
掛
詞

た
む
け

で
「
今
度
の
旅
は
」
と
な
り
、「
手
向
」

は
地
名
と
動
作
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。

道
真
は
和
歌
の
修
辞
法
を
普
通
に
使
う
人

だ
と
わ
か
る
。
で
は
な
お
さ
ら
、
愛
す
る

者
た
ち
と
別
れ
る
前
に
詠
う
和
歌
は
抒
情

歌
で
あ
り
、
自
分
の
気
持
ち
に
深
い
意
味

を
持
た
せ
る
よ
う
二
重
、
三
重
に
修
辞
法

を
駆
使
し
そ
う
な
も
の
だ
が
、
梅
の
和
歌

は
一
切
そ
う
し
て
い
な
い
。

修
辞
法
を
な
ぜ
使
わ
な
か
っ
た
の
か
、

こ
れ
以
上
見
当
が
つ
か
ず
、行
き
詰
ま
っ
た
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

現
地
に
行
け
ば
何
か
わ
か
る
か
も
し
れ

な
い
。
窮
し
た
僕
は
彼
女
を
追
う
よ
う
な

形
で
、
東
京
か
ら
太
宰
府
を
訪
ね
た
。

大
宰
府
政
庁
跡
、
観
世
音
寺
、
天
満
宮

へ
と
歩
く
。
参
道
の
裏
筋
に
光
明
禅
寺
、

あ
い
ぞ
め
が
わ

藍
染
川
と
出
会
う
。「
伊
勢
物
語
」「
拾
遺

和
歌
集
」
な
ど
多
く
の
和
歌
に
詠
み
こ
ま

れ
、
能
の
演
目
で
も
知
ら
れ
て
い
る
そ
の

藍
染
川
の
川
辺
に
、ひ
っ
そ
り
と
石
碑『
梅

壺
侍
従
蘇
生
の
碑
』
が
建
つ
の
を
見
つ
け

た
。
こ
の
時
、
謡
曲
「
藍
染
川
」
が
語
っ

て
い
る
こ
の
梅
壺
の
恋
愛
秘
話
を
、
初
め

て
知
る
こ
と
に
な
る
。
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昔
、
大
宰
府
天
満
宮
の
社
人
が
京
に

上
っ
た
時
、
そ
こ
に
住
む
梅
壺
と
い
う
天

皇
の
お
傍
近
く
に
仕
え
る
女
性
と
恋
仲
に

な
る
。
し
か
し
、
社
人
は
や
が
て
大
宰
府

へ
戻
っ
て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
梅
壺
は
恋

し
さ
が
募
り
、
社
人
を
追
っ
て
遠
く
大
宰

府
ま
で
下
っ
て
く
る
。
け
れ
ど
難
事
が
あ

り
、
社
人
に
会
え
な
い
。
梅
壺
は
悲
嘆
に

く
れ
て
藍
染
川
へ
身
を
投
げ
る
、
と
い
う

物
語
だ
。
最
後
に
、
見
か
ね
た
天
神
様（
菅

原
道
真
）
が
現
れ
て
、
亡
く
な
っ
た
梅
壺

を
蘇
生
さ
せ
る
と
い
う
オ
チ
が
つ
く
。

「
梅
壺
」
の
名
は
源
氏
物
語
や
今
昔
物

語
に
も
登
場
す
る
が
別
の
女
性
だ
。
禁
中

の
殿
舎
の
名
で
、
そ
こ
に
住
む
女
御
や
中

宮
な
ど
高
位
の
女
性
の
こ
と
を
い
う
。
梅

ひ
ぎ
ょ
う

壺
の
殿
舎
は
、
清
凉
殿
の
西
北
、
飛
香

し
ゃ舎
（＝

藤
壺
）
の
北
に
あ
り
、
南
面
の
中

庭
に
紅
梅
、
白
梅
が
あ
る
の
で
こ
の
名
が

つ
い
た
。
高
貴
な
女
性
ゆ
え
上
層
階
級
の

貴
族
と
し
か
会
う
こ
と
は
な
い
。

一
方
、「
社
人
」
は
神
社
に
仕
え
て
末

端
の
社
務
に
従
事
す
る
神
職
（
神
主
、
神

官
）
で
、
主
と
し
て
下
級
の
者
を
い
う
。

そ
の
よ
う
な
二
人
が
禁
中
で
出
逢
う
機

会
は
な
い
し
、
身
分
区
別
の
厳
格
な
こ
の

時
代
に
恋
仲
に
な
る
関
係
を
持
つ
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
僕
に
は
、
こ
の
物
語
は
何

か
の
前
例
を
下
敷
き
に
し
て
作
り
出
し
た

伝
説
だ
、
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

こ
の
梅
壺
の
物
語
は
、
道
真
が
亡
く

な
っ
た
後
の
で
き
ご
と
だ
。
こ
の
逸
話
こ

そ
、
道
真
の
行
跡
を
基
に
し
て
作
ら
れ
た

物
語
で
は
な
い
か
、
と
僕
は
察
知
し
た
。

京
か
ら
大
宰
府
に
下
っ
た
男
（
社
人
）

と
そ
れ
を
追
っ
て
や
っ
て
く
る
女（
梅
壺
）。

道
真
の
大
宰
府
へ
の
配
流
と
、
自
分
を

慕
っ
て
追
っ
て
く
る
女
性
。「
梅
」
を
掛

け
て
本
歌
取
り
し
た
二
つ
の
物
語
の
相
関

が
成
り
立
つ
。「
東
風
吹
か
ば
…
」
は
、

寵
愛
す
る
女
性
に
自
分
を
追
い
か
け
て
来

る
よ
う
に
仕
掛
け
た
歌
、
と
推
知
で
き
る
。

春
に
な
れ
ば
梅
の
花
の
匂
い
を
主
の
い
る

所
ま
で
寄
こ
す
よ
う
に
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

し
ま
だ
の
の
ぶ
き

こ

道
真
の
正
室
は
、
島
田
宣
来
子
。
菅
公

夫
人（
吉
祥
女
）と
称
さ
れ
る
。
道
真
の
詩

文
の
師
の
娘
で
、
学
才
に
秀
で
た
女
性
だ
。

道
真
に
は
こ
の
時
代
の
貴
族
の
常
と
し

て
側
室
が
何
人
か
い
た
。
子
供
の
数
は
14

人
、
あ
る
い
は
23
人
と
も
い
わ
れ
る
。

菅
公
夫
人
が
道
真
と
一
緒
に
大
宰
府
へ

行
く
こ
と
は
朝
廷
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
道
真
が
大
宰
府
へ
向

か
っ
た
同
年
（
901
年
）、
奧
州
胆
沢
郡
に

３
人
の
子
供
や
従
臣
ら
と
と
も
に
配
流
さ

れ
た
。
そ
の
地
で
、
道
真
の
訃
報
を
聞
い

た
菅
公
夫
人
は
深
い
悲
し
み
に
病
に
伏
し
、

42
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
（
906
年
、

道
真
没
後
３
年
）。

道
真
が
京
の
自
邸
で
詠
ん
だ
梅
の
和
歌

は
、
そ
の
時
最
も
寵
愛
し
て
い
た
側
室
に

向
け
た
歌
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
側
室
は

和
歌
の
嗜
み
が
薄
く
修
辞
法
に
詳
し
く
な

い
。
不
明
に
な
ら
ぬ
よ
う
序
詞
も
掛
詞
も

縁
語
も
一
切
用
い
ず
、
平
易
な
言
葉
の
暗

号
化
し
た
表
現
で
寵
愛
す
る
側
室
に
届
く

よ
う
、
道
真
は
詠
い
掛
け
た
の
だ
。

梅
に
仮
託
し
た
擬
人
法
を
、「
梅
の
花
」

が
自
分
の
こ
と
だ
と
直
感
し
た
側
室
は
、

突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
後
を
追
っ
て
、

大
宰
府
へ
行
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
軟
禁
状
態
の
道
真
に
会
え
た

か
は
わ
か
ら
な
い
。
後
に
梅
壺
の
物
語
が

そ
れ
を
な
ぞ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
難
事
が

あ
っ
て
会
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

も
う
一
人
、
そ
の
歌
の
擬
人
法
を
推
し

量
っ
た
の
は
、
学
才
に
秀
で
た
菅
公
夫
人

だ
っ
た
ろ
う
。
自
分
へ
向
け
た
歌
な
ら
ば

修
辞
法
を
巧
み
に
使
い
、
二
人
だ
け
が
知

る
思
い
出
を
な
ぞ
る
趣
深
い
和
歌
を
詠
う

は
ず
だ
。
そ
う
で
な
い
の
は
、
平
易
な
表

現
で
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
人
に
向
け

て
詠
い
か
け
た
和
歌
だ
と
知
れ
る
。

菅
公
夫
人
は
自
分
が
ま
も
な
く
奥
州
に

配
流
さ
れ
る
と
分
か
っ
て
い
て
、
道
真
に

せ
き
り
ょ
う

寄
り
添
え
な
い
自
分
に
代
わ
り
、
寂
寥

い

ぶ

感
に
苛
ま
れ
る
夫
の
道
真
を
慰
撫
し
て
く

れ
る
側
室
に
黙
っ
て
託
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
東
風
吹
か
ば
…
」
の
歌
は
暗
号
化
さ

れ
て
道
真
の
真
意
が
秘
さ
れ
、
後
代
の
人

た
ち
を
千
年
以
上
欺
き
続
け
て
い
る
が
、

寵
愛
さ
れ
た
側
室
と
菅
公
夫
人
だ
け
は
、

恋
歌
で
あ
る
こ
と
を
読
み
解
い
て
い
た
は

ず
だ
。
そ
し
て
今
そ
れ
は
も
う
一
人
、
側

に
い
る
。

（
明
専
会
委
員
、
倉
敷
ふ
る
さ
と
大
使
）

太宰府「梅壺侍従蘇生の碑」（撮影：若林）
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