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古
今
集
歌
人
伊
勢
の
娘
、
中
務
の
家
集
を
取
り
上
げ
、
注
釈
を
試
み
る
。
本
稿
で

は
、
本
紀
要
前
号
「
中
務
集
注
釈
（
一
）」（
一
〜
五
九
番
）
に
続
き
、
六
〇
番
歌
〜

一
一
〇
番
歌
を
扱
っ
た
。『
中
務
集
』
は
、
二
五
〇
首
ほ
ど
の
規
模
で
あ
る
が
、
屛

風
歌
、
歌
合
歌
、
賀
歌
の
公
的
な
歌
の
ほ
か
、
私
的
な
贈
答
歌
を
収
載
す
る
。
公
的

な
屛
風
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
中
務
ら
し
い
、
対
象
に
優
し
い
詠
み
ぶ
り
が
見

受
け
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
大
学
院
演
習
お
よ
び
研
究
会
で
の
発
表
、
討
論
に
お
い
て

問
題
と
な
っ
た
歌
を
中
心
に
抜
粋
し
、
注
釈
を
施
し
た
。

「
中
務
集
注
釈
（
一
）」
に
つ
い
て
、
様
々
な
面
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
皆
様
に
深

く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

各
歌
の
文
責
を
次
に
示
す
。
六
〇
〜
六
五
、
八
五
〜
九
一
番
（
森
田
）、
六
六
〜

七
〇
、
九
二
〜
九
九
番
（
高
野
瀬
）、
七
一
〜
七
五
、
八
一
〜
八
四
（
曾
和
）、
七

六
〜
八
〇
（
佐
藤
）、
一
〇
〇
〜
一
〇
三
（
武
藤
）、
一
〇
四
〜
一
〇
七
（
青
木
）、

一
〇
八
〜
一
一
〇
（
時
田
）。

凡　

例

一　

本
注
釈
は
、
資
経
本
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
『
資
経
本
私
家
集
二
』
朝
日
新

聞
社
二
〇
〇
一
年
所
収
）
を
底
本
と
す
る
。

二　

本
文
の
校
合
に
用
い
た
本
は
、
以
下
の
通
り
（（　　

）
内
は
、
異
同
を
掲
出
す

る
際
の
略
称
）。

宮
内
庁
書
陵
蔵
本
（
510
・
12
）（
御
）
※
原
稿
中
で
は
、
御
所
本
と
称
す
。

西
本
願
寺
本
（
西
）

前
田
家
蔵 

伝
西
行
筆
本
（
前
）

奈
良
女
子
大
学
蔵
本
（
歌
）

三　

和
歌
本
文
は
読
解
の
便
の
た
め
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
、
漢
字
を
仮
名
に
改
め

た
。
ま
た
、
詞
書
内
に
は
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
を
施
し
て
い
る
。
校
訂
し
た

箇
所
や
仮
名
漢
字
表
記
を
改
め
た
箇
所
は
、
右
に
ル
ビ
で
底
本
で
の
表
記
を
示

し
た
。

中
務
集
注
釈
（
二
）

高
野
晴
代
・
高
野
瀬
惠
子
・
森
田
直
美

時
田
麻
子
・
曾
和
由
記
子
・
佐
藤
千
恵

武
藤
菜
海
・
青
木
茉
利
絵
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四　

底
本
を
校
合
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
箇
所
は
、﹇
語
釈
﹈
も
し
く
は
、﹇
補
説
﹈

に
、
そ
の
理
由
と
共
に
明
記
し
た
。

六
〇
番
歌

朱
雀
院
の
若
宮
の
御
裳も

着ぎ

の
屛
風
の
子
日

小
松
原ば

ら

野の

辺べ

に
い
づ
れ
ば
と
も
な
は
ぬ
春は

る

の
霞か

す
みも

た
ち
ま
じ
り
け
り

﹇
異
同
﹈　

若
宮
の
↓
な
し
（
西
）、
屛
風
の
↓
屛
風
の
和
歌
（
西
）、
い
つ
れ
ば
↓
い

つ
れ
ど
（
西
・
前
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
朱
雀
院
若
宮
の
御
裳
着　

朱
雀
天
皇
第
一
皇
女
・
昌
子
内
親
王
の
裳

着
。
昌
子
内
親
王
は
、
天
暦
四
（
九
五
〇
）
年
生
ま
れ
。
そ
の
裳
着
は
、『
日
本
紀
略
』

応
和
元
（
九
六
一
）
年
十
二
月
十
七
日
条
に
記
さ
れ
て
お
り
、
昌
子
十
三
歳
の
折
と

分
か
る
。
ま
た
当
屛
風
に
は
中
務
の
他
、
藤
原
朝
忠
、
源
順
、
清
原
元
輔
、
壬
生
忠

見
、
源
信
明
が
歌
を
詠
進
し
て
い
る
。　

○
春
の
霞
も
立
ち
ま
じ
り
け
り　
「
立
ち
ま

じ
り
」
の
「
立
ち
」
は
、「
霞
立
つ
」
の
意
を
響
か
せ
る
。
自
然
の
景
を
擬
人
化
し
、

「
立
ち
交
っ
て
き
た
」
と
す
る
詠
み
ぶ
り
は
、
底
本
十
一
番
歌
「
ゆ
き
ま
じ
り
あ
ま

て
る
空
も
こ
と
よ
せ
て
峰
の
霞
も
立
ち
出
で
に
け
り
」
と
同
趣
。

﹇
通
釈
﹈　

朱
雀
院
の
若
宮
の
御
裳
着
の
屛
風
の
、
子
日
の
絵
に

小
松
原
が
生
い
茂
る
野
辺
に
出
て
み
れ
ば
、
伴
っ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
春
の

霞
も
立
ち
ま
じ
っ
て
き
た
こ
と
だ
。

六
一
番
歌

梅
の
花
み
る
所

梅む
め

の
花
折を

る
袂た
も
とを
も
み
つ
る
か
な
香か

を
尋た
づ

ね
て
も
し
ら
ん
と
ぞ
思お
も

ふ

﹇
異
同
﹈　

み
る
所
↓
み
ゆ
る
と
こ
ろ
（
西
）、
を
る
た
も
と
↓
に
ほ
ふ
も
と
（
前
）、

し
ら
ん
↓
と
は
む
（
西
・
前
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

信
明
集
二
一

﹇
語
釈
﹈　

○
当
該
歌
作
者
に
つ
い
て　
﹇
他
出
﹈
に
記
し
た
と
お
り
、
当
歌
は
、
信

明
集
に
同
じ
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
平
野
由
紀
子
氏
（『
信
明
集
注
釈
』
貴
重
本

刊
行
会
二
〇
〇
三
年
）
は
、
昌
子
内
親
王
の
裳
着
の
屛
風
の
絵
を
推
定
し
、
そ
の
屛

風
歌
を
、
現
存
す
る
中
務
・
朝
忠
・
順
・
元
輔
・
忠
見
・
信
明
の
家
集
に
よ
っ
て
対

応
さ
せ
る
と
、
一
つ
の
題
に
一
人
が
三
首
詠
ん
だ
例
は
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

当
歌
が
信
明
作
で
あ
る
こ
と
は
不
審
と
さ
れ
て
い
る
（
信
明
集
で
は
十
九
〜
二
一
番

歌
ま
で
の
三
首
が
朱
雀
院
若
宮
御
裳
着
の
「
梅
花
」
詠
と
な
っ
て
い
る
）。
従
う
べ

き
か
。　

○
香
を
尋
ね
て
も
し
ら
ん
と
ぞ
思
ふ　

当
該
歌
は
、「
月
夜
に
は
そ
れ
と
も

見
え
ず
梅
花
か
を
た
づ
ね
て
ぞ
し
る
べ
か
り
け
る
（
古
今
・
春
・
四
〇　

躬
恒
）」

を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
通
釈
﹈　

梅
の
花
を
見
て
い
る
所
を

梅
の
花
を
折
る
、
そ
の
袂
を
も
見
た
こ
と
よ
。
袖
に
移
っ
た
香
を
た
ず
ね
て

も
、
あ
な
た
の
居
所
を
探
し
当
て
よ
う
と
思
い
ま
す
。

﹇
補
説
﹈　
﹇
他
出
﹈・﹇
語
釈
﹈
に
記
し
た
と
お
り
、
信
明
集
に
は
当
該
歌
が
所
収
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
詞
書
は
「
お
な
じ
花
折
る
女
を
男
み
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
参

考
に
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
絵
は
梅
を
手
折
る
女
性
を
、
男
が
見
て
い
る
と
い
う
構
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図
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恋
歌
と
し
て
考
え
た
場
合
、
結
句
は
底
本
の
「
知
ら
ん

と
ぞ
お
も
ふ
」
よ
り
も
、
西
本
願
寺
本
・
前
田
本
の
「
と
は
む
と
ぞ
お
も
ふ
」
の
方

が
よ
り
適
切
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
語
釈
に
挙
げ
た
躬
恒
の
「
香
を
た
づ
ね

て
も
し
る
べ
か
り
け
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
と
、「
知
ら
ん
」
も

捨
て
難
い
。
ま
た
「
と
は
む
」
の
場
合
、「
た
づ
ね
て
も
」
と
意
味
的
に
重
複
す
る

こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、「
知
る
」
の
方
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず

校
訂
は
行
わ
な
か
っ
た
。

六
四
番
歌

神
ま
つ
る
所と

こ
ろに

卯
花
咲さ

き
た
り

祈い
の

る
を
も
きき

くこ

たえ

よし

りも

にの

はを

卯う

の
花は

な

の
盛さ

か

り
を
さ
へ
や
神
も
う
く
ら覧ん

﹇
異
同
﹈　

と
こ
ろ
に
↓
と
こ
ろ
（
西
・
前
・
歌
）、
さ
き
た
り
↓
さ
け
り
（
西
）、
い

の
る
と
も
（「
と
」
ミ
セ
ケ
チ
）
↓
い
の
る
と
も
（
御
）
い
の
る
を
も
（
西
・
前
・
歌
）、

き
こ
え
し
も
の
を
↓
き
く
た
よ
り
に
は
（
西
・
前
・
歌
）、
さ
か
り
を
さ
え
や
↓
さ

か
り
を
さ
へ
や
（
西
・
歌
）
か
き
ね
も
ぬ
さ
と
（
前
）、
神
も
う
く
覧
↓
か
み
は
み

る
ら
ん
（
西
・
歌
）
か
み
や
み
る
ら
ん
（
前
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
神
ま
つ
り　

屛
風
歌
の
「
神
ま
つ
り
（
ま
つ
る
）」
は
、
四
月
と
十
一

月
の
も
の
が
あ
り
、
四
月
は
卯
の
花
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
ま
つ
る
時

さ
き
も
あ
ふ
か
な
卯
花
は
な
ほ
う
ぢ
神
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
（
貫
之
集
・
三
四
二
）」

な
ど
。　

○
卯
花
〜
受
く　
「
卯
の
花
」
と
音
を
合
わ
せ
て
「
憂
き
」「
憂
し
」
な
ど

と
詠
む
例
は
、
例
え
ば
「
卯
の
花
の
憂
し
や
我
が
身
よ
ほ
と
と
ぎ
す
し
ば
し
も
見
せ

て
鳴
き
つ
つ
も
見
む
（
躬
恒
集
・
四
三
五
）」
の
よ
う
に
、
中
務
以
前
に
も
多
数
見

受
け
ら
れ
る
。
当
歌
の
「
受
く
」
も
こ
れ
と
同
様
に
、
音
を
重
ね
て
表
現
し
た
も
の

だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
様
の
他
例
は
見
出
し
が
た
い
。　
○
神
も　

西
本
願
寺
本
、
歌

仙
家
集
本
の
「
神
は
」
を
取
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
底
本
を
尊
重
し
た
。

﹇
通
釈
﹈　

神
を
祀
る
所
に
、
卯
の
花
が
咲
い
て
い
る

人
々
の
祈
り
を
も
聞
く
際
に
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
木
綿
垂

の
よ
う
な
盛
り
と
咲
く
卯
の
花
ま
で
も
、
神
も
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

﹇
補
説
﹈　

底
本
は
、
初
句
「
い
の
る
と
も
」
の
「
と
」
を
ミ
セ
ケ
チ
に
し
て
い
る
が
、

正
し
た
仮
名
を
記
し
て
い
な
い
。
御
所
本
は
そ
の
ま
ま
「
い
の
る
と
も
」
と
写
し
て

い
る
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
西
本
願
寺
本
・
歌
仙
家
集
本
の
「
い
の
る
を
も
」
が
適

当
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
れ
に
従
っ
て
校
訂
し
た
。
ま
た
、
第
二
句
「
き
こ
え
し
も

の
を
」
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
解
釈
が
難
し
い
た
め
、
他
本
に
よ
り
「
聞
く
た
よ
り
に

は
」
と
校
訂
。
更
に
、
第
四
句
「
さ
か
り
を
さ
え
や
」
も
、
現
在
の
歴
史
的
仮
名
遣

い
に
従
っ
て
、
西
本
願
寺
本
、
歌
仙
家
集
本
の
「
さ
か
り
を
さ
へ
や
」
に
校
訂
し
た
。

ま
た
、
卯
の
花
は
、
色
や
形
状
の
共
通
性
か
ら
、「
卯
花
の
色
み
え
ま
が
ふ
ゆ
ふ

し
で
て
今
日
こ
そ
神
を
祈
る
べ
ら
な
れ
（
貫
之
集
・
四
三
九
）｣

「
榊
葉
に
ゆ
ふ
し
で

か
け
て
や
か
つ
神
ま
つ
る
垣
根
と
見
ゆ
る
卯
花
（
清
輔
集
・
六
一
）｣

の
よ
う
に
、

し
ば
し
ば｢

幣｣

や
「
木
綿
垂
」
に
見
紛
う
も
の
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
当
歌
は
校
訂

を
施
し
て
も
歌
意
の
取
り
に
く
い
歌
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
例
を
踏
ま
え
、

「
木
綿
垂
の
よ
う
な
卯
花
を
神
が
受
け
る
」
と
解
釈
し
た
。

六
六
番

遣や

り
水み
づ

に
紅
葉
流な
が

る

も
み
ぢ
葉ば

の
散ち

り
積つ

も
り
ぬ
る
滝た
き

水
に
秋あ
き

の
深ふ
か

さ
ぞ
そゝ
こ
に
見み

え
け
る
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﹇
異
同
﹈　

な
か
る
↓
う
き
て
な
か
る
（
西
・
前
・
歌
）、
も
み
ち
は
の
↓
も
み
ち
は

も
（
前
・
歌
）、
た
き
水
に
↓
た
に
み
つ
は
（
西
）
た
に
み
つ
に
（
前
）
や
り
水
（
歌
・

異
本
注
記
）

﹇
他
出
﹈　

信
明
集
二
三

﹇
語
釈
﹈　

○
滝
水
に　

他
本
は
「
谷
水
は
」
又
は
「
谷
水
に
」
と
す
る
。「
た
き
」
は
、

古
く
は
急
流
、
早
瀬
の
意
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
以
降
は
落
差
の
あ
る
所
か
ら
落
ち

る
水
の
意
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
亀
の
尾
の
山
の
い
は
ね
を
と
め
て
お

つ
る
た
き
の
白
玉
千
世
の
か
ず
か
も
（
古
今
・
賀
・
三
五
〇　

紀
惟
岳
）」。﹇
補
説
﹈

参
照
。　

○
そ
こ
に　
「
そ
こ
」
は
「
底
」
に
「
其
処
」
を
響
か
せ
て
、
滝
の
底
に
紅

葉
が
集
ま
っ
て
い
る
そ
の
様
子
か
ら
、
の
意
か
。﹇
補
説
﹈
参
照
。

﹇
通
釈
﹈　

遣
り
水
に
紅
葉
が
流
れ
る
と
こ
ろ

紅
葉
葉
が
散
り
積
も
っ
て
し
ま
う
滝
水
に
、
秋
の
深
ま
り
が
、
滝
の
底
の
紅
葉

葉
の
様
子
か
ら
見
て
取
れ
る
こ
と
だ
。

﹇
補
説
﹈
当
該
歌
は
、
六
一
番
歌
同
様
、
中
務
の
作
か
そ
れ
と
も
信
明
の
歌
か
、
或

い
は
極
め
て
よ
く
似
た
歌
を
互
い
に
詠
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
か
、
が
問
題
に
な
る
。

『
信
明
集
』
の
ほ
う
で
は
、

た
き
お
ち
た
る
こ
こ
ろ

紅
葉
葉
の
お
ち
そ
は
り
ぬ
る
滝
つ
せ
は
秋
の
ふ
か
さ
ぞ
そ
こ
に
み
え
け
る

 

（
二
三
）

と
あ
る
。
こ
ち
ら
は
詞
書
に
「
滝
」
が
あ
る
代
わ
り
に
、「
遣
り
水
」
と
い
う
言
葉

は
無
く
、
ま
た
詞
書
か
ら
で
は
紅
葉
の
歌
と
わ
か
ら
な
い
。
歌
は
、
二
、
三
句
が
「
お

ち
そ
は
り
ぬ
る
滝
つ
せ
は
」
で
、
多
少
異
な
る
も
の
の
、
下
の
句
は
当
該
歌
と
全
く

同
じ
で
あ
り
、
一
首
全
体
と
し
て
、
同
一
歌
の
異
同
と
見
な
し
て
も
よ
い
程
度
の
違

い
で
あ
る
。
仮
に
、
当
該
歌
と
『
信
明
集
』
の
歌
と
を
別
個
の
も
の
と
見
た
場
合
、

当
該
歌
で
は
滝
に
紅
葉
が
散
り
積
も
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
、『
信
明
集
』

歌
で
は
、
遣
り
水
の
早
瀬
に
紅
葉
の
葉
が
落
ち
加
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
水
底
に
紅

葉
が
あ
る
の
か
否
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。『
信
明
集
』
で
も
、「
朱
雀
院
の
若
宮
の

御
裳
着
」
の
屛
風
歌
と
し
て
、『
中
務
集
』
同
様
に
「
初
雁
」
の
次
に
置
か
れ
、
紅

葉
の
歌
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
の
歌
と
見
る
場
合
に
は
、
二
人
の
ど

ち
ら
の
詠
作
か
を
考
察
す
る
手
が
か
り
も
無
い
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
詞
書
は
と

も
か
く
、
歌
は
『
信
明
集
』
の
ほ
う
が
難
が
少
な
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
西
本
願
寺
本
・
前
田
本
で
は
、
当
該
歌
の
第
三
句
で
「
た
き
」
を
「
谷
」

と
す
る
が
、『
信
明
集
』
で
は
詞
書
と
歌
の
両
方
に
「
滝
」「
た
ぎ
つ
瀬
」
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、「
滝
」
の
ほ
う
が
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、「
滝
の
水
」

で
は
な
く
「
滝
水
」
と
い
う
表
現
は
、
当
該
歌
の
他
に
は
院
政
期
の
歌
（
小
侍
従
）

ま
で
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
と
は
逆
に
、「
谷
水
」
は
躬
恒
や
伊
勢
の
先
行
例
も
同
時
代

の
例
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
歌
語
と
し
て
の
用
例
の
多
寡
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、「
谷

水
」
の
ほ
う
が
穏
当
と
い
う
考
え
方
も
出
来
る
が
、
そ
れ
で
は
詞
書
の
「
遣
り
水
」

を
谷
川
と
見
立
て
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
必
然
性
も
少
し
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。「
遣

り
水
」
を
谷
川
に
見
立
て
る
よ
り
も
、「
遣
り
水
」
で
作
ら
れ
た
「
滝
」
を
詠
む
ほ

う
が
、
よ
り
自
然
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
務
の
母
伊
勢
の
歌
に
、

権
中
納
言
敦
忠
が
西
坂
本
の
山
庄
の
た
き
の
岩
に
か
き
つ
け
侍
り
け
る

 

伊
勢　
　
　
　

お
と
は
河
せ
き
い
れ
て
お
と
す
た
き
つ
せ
に
人
の
心
の
見
え
も
す
る
か
な

 

（
拾
遺
・
雑
上
・
四
四
五
）

が
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
『
伊
勢
集
』（
四
六
八
番
）
詞
書
で
は
、「
あ
る
大マ
マ

納
言
、
比

叡
坂
本
に
、
音
羽
と
い
ふ
山
の
ふ
も
と
に
、
い
と
を
か
し
き
家
つ
く
り
た
り
け
る
に
、

音
羽
川
を
や
り
水
に
せ
き
い
れ
て
滝
お
と
し
な
ど
し
た
る
を
み
て
、
や
り
水
の
つ
ら

な
る
い
し
に
か
き
つ
く
」
と
あ
っ
て
、「
せ
き
入
れ
て
落
と
す
」
と
は
、
川
か
ら
遣

り
水
と
し
て
引
い
た
水
を
滝
を
作
っ
て
落
と
す
こ
と
と
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
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従
っ
て
、
当
該
歌
も
、
中
務
、
信
明
の
ど
ち
ら
の
詠
作
で
あ
っ
て
も
、「
遣
り
水
の

滝
に
紅
葉
が
散
る
」
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
、
当
該
歌
の
場
合
、
三
句
は
「
滝
水
は
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

散
っ
た
紅
葉
が
流
れ
る
遣
り
水
の
滝
で
は
、
秋
の
深
ま
り
が
水
底
に
集
ま
っ
た
そ
の

紅
葉
に
見
て
取
れ
る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
底
本
ど
お
り
「
滝

水
に
」
の
ま
ま
で
解
し
た
。

六
九
番

御
屛
風
の
絵ゑ

に
塩し

ほ

焼や

く
海あ

人ま

よ夜

と
とゝ
も
に
塩し
ほ

を
焼や

き
つ
つゝ
誰た

が
た
め
に
火ひ

に
も
水み
づ

に
も
入い

れ
る
我わ

が
身み

ぞ

﹇
異
同
﹈　

御
屛
風
の
ゑ
に
し
ほ
や
く
あ
ま
↓
詞
書
な
し
（
西
・
前
・
歌
）、
し
ほ
を

↓
も
し
ほ
（
西
・
前
・
歌
）、
た
か
た
め
に
↓
た
か
た
め
か
（
西
・
前
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
御
屛
風　

何
時
、
ど
の
折
の
も
の
か
未
詳
。　

○
よ
と
と
も
に　

①
世

と
共
に　

常
々
。
絶
え
ず
。
始
終
。「
住
の
江
の
浪
に
は
あ
ら
ね
ど
よ
と
と
も
に
心

を
君
に
よ
せ
わ
た
る
か
な
（
古
今
集
・
恋
二
・
六
三
八　

貫
之
）」　

②
夜
と
共
に　

夜
通
し
。
一
晩
中
。
夜
も
す
が
ら
。「
夜
と
と
も
に
た
ま
ち
る
と
こ
の
す
が
ま
く
ら

み
せ
ば
や
人
に
夜
は
の
け
し
き
を
（
金
葉
集
三
奏
本
・
恋
・
三
七
〇　

俊
頼
）」。
こ

こ
で
は
①
の
意
で
解
し
た
。

﹇
通
釈
﹈　

御
屛
風
の
絵
に
、
塩
を
焼
く
海
人

絶
え
ず
塩
を
焼
き
塩
を
焼
き
し
て
、
い
っ
た
い
誰
の
た
め
に
、
火
に
も
水
に
も

入
る
我
が
身
な
の
か
。

﹇
補
説
﹈　
「
塩
焼
く
海
人
」
の
光
景
は
、
月
次
屛
風
等
の
須
磨
浦
の
も
の
と
し
て
詠

ま
れ
る
ほ
か
、
次
の
よ
う
に
、
多
く
恋
歌
と
し
て
詠
ま
れ
る
。

須
磨
の
あ
ま
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
お
も
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り

 

（
古
今
・
恋
四
・
七
〇
八　

よ
み
人
し
ら
ず
）

須
磨
の
あ
ま
の
塩
焼
き
衣
を
さ
を
あ
ら
み
ま
ど
ほ
に
あ
れ
や
君
が
き
ま
さ
ぬ

 

（
同
右
・
恋
五
・
七
五
八　

同
右
）

　

こ
の
傾
向
は
絵
を
詠
む
場
合
に
も
波
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。

歌
絵
に
、
あ
ま
の
塩
焼
く
か
た
を
か
き
て
、
こ
り
積
み
た
る
投
げ
木
の
も
と

に
か
き
て
、
か
へ
し
や
る

四
方
の
海
に
塩
焼
く
あ
ま
の
心
か
ら
焼
く
と
は
か
か
る
な
げ
き
を
や
つ
む

 

（
紫
式
部
集
・
三
〇
）

　

ま
た
、「
よ
と
と
も
に
」
も
「
火
に
も
水
に
も
」
も
、
恋
歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

の
多
い
表
現
で
あ
る
。

世
と
と
も
に
流
れ
て
ぞ
行
く
涙
河
冬
も
こ
ほ
ら
ぬ
み
な
わ
な
り
け
り

 

（
古
今
・
恋
二
・
五
七
三　

貫
之
）

世
と
と
も
に
あ
ぶ
く
ま
河
の
と
ほ
け
れ
ば
そ
こ
な
る
影
を
み
ぬ
ぞ
わ
び
し
き

 

（
後
撰
・
恋
一
・
五
二
〇　

よ
み
人
し
ら
ず
）

吾わ
が

背せ

子こ

波は　

物も
の

莫な
お
も

念ひ
そ　

事こ
と

之し

有あ
ら

者ば　

火ひ

尓に

毛も

水み
づ

尓に

毛も　

吾わ
が

莫な
け

七な

国く
に

 

（
万
葉
集
・
巻
四
・
五
〇
六　

阿
倍
郎
女
）

『
万
葉
集
』
五
〇
六
番
歌
は
、『
古
今
六
帖
』
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
（
二
九
五
六
番
）

の
で
、
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
該
歌
は
、
画
中
の
海

人
の
立
場
で
、
恋
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

塩
焼
き
を
詠
む
屛
風
歌
が
み
な
恋
歌
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
は
、
次
の
能
宣
の
歌

で
も
知
ら
れ
る
。

須
磨
の
浦
の
も
し
ほ
の
煙
春
な
れ
ば
う
ら
に
霞
の
な
ほ
や
た
つ
ら
む

 

（
能
宣
集
・
八
二
）
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七
〇
番

松
の
下し
た

に
水
流な
が

る

い
に
し
へ
の
心
も
絶た

え
ず
行行

み

づ

に

や

く

し

ほ

が

ま

の

煙

を

ぞ

み

る

く
水
に
わ
が
ま
つ
影
も
今
日
こ
そ
は
見
れ

﹇
異
同
﹈　

水
な
か
る
↓
み
つ
や
れ
り
（
西
）、
た
え
す
↓
た
は
み
（
前
）、
や
く
し
ほ

か
ま
の
…
↓
わ
か
ま
つ
か
け
も
今
日
こ
そ
は
み
れ
（
西
・
前
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

伊
勢
集
七
七
、
古
今
六
帖
二
九
二
四
（
作
者
・
伊
勢
）

﹇
語
釈
﹈　

○
松
の
下
に
水
流
る　
『
伊
勢
集
』
で
は
「
き
た
の
宮
の
御
も
た
て
ま
つ

る
に
、
か
む
の
お
と
ど
の
御
送
物
の
御
屛
風
歌
、
こ
こ
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
か
ぎ

り
」
の
詞
書
で
、
絵
柄
の
説
明
無
く
当
該
歌
を
置
く
。
ま
た
、
松
の
下
に
水
や
泉
が

あ
る
景
を
詠
む
例
は
『
貫
之
集
』（
一
七
九
番
）
や
『
大
嘗
会
和
歌
（
寛
治
元
年
）』

に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
蒙
牛
』
の
「
許
由
一
瓢
」
等
と
関
わ
る
も
の
か
。﹇
補
説
﹈

参
照
。　

○
い
に
し
へ
の
心　

木
船
『
注
釈
』
は
「
か
つ
て
の
愛
情
」
と
注
す
る
。「
い

に
し
へ
の
心
は
な
く
や
成
り
に
け
ん
た
の
め
し
こ
と
の
た
え
て
と
し
ふ
る
（
後
撰

集
・
恋
六
・
一
〇
〇
三　

よ
み
人
し
ら
ず
）」。
し
か
し
、「
い
に
し
へ
の
心
」
の
恋

歌
に
お
け
る
用
例
は
少
な
い
上
に
、「
い
に
し
へ
の
」
で
始
ま
る
歌
に
は
、「
野
中
の

清
水
」
や
「
水
の
心
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
目
立
つ
。「
い
に
し
へ
の
野
中
の
し
水

ぬ
る
け
れ
ど
本
の
心
を
し
る
人
ぞ
く
む
（
古
今
集
・
雑
上
・
八
八
七　

よ
み
人
し
ら

ず
）」。﹇
補
説
﹈
参
照
。　

○
わ
が
ま
つ
影
も　

下
の
句
は
他
本
及
び
他
出
に
よ
り
校

訂
し
た
。「
ま
つ
」
は
「
松
」
と
「
待
つ
」
の
掛
詞
。「
い
つ
し
か
と
わ
が
松
山
に
今

は
と
て
こ
ゆ
な
る
浪
に
ぬ
る
る
袖
か
な
（
後
撰
・
恋
一
・
五
二
二　

よ
み
人
し
ら

ず
）」。　

○
見
れ　
『
古
今
六
帖
』
で
は
「
見
め
」、
す
な
わ
ち
「
見
る
」
の
已
然
形

で
な
く
「
見
＋
め
（「
む
」
の
已
然
形
）」
と
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、「
見
る
だ
ろ
う
」

或
い
は
「
見
た
い
」
の
意
と
な
る
。

﹇
通
釈
﹈　

松
の
下
に
水
が
流
れ
る

昔
の
清
ら
か
な
心
も
絶
え
る
こ
と
な
く
流
れ
ゆ
く
水
に
、
私
の
待
つ
松
の
姿
、

す
な
わ
ち
あ
な
た
様
の
お
姿
を
、
今
日
こ
そ
は
見
る
こ
と
だ
。

﹇
補
説
１
﹈　

当
該
歌
は
『
伊
勢
集
』
及
び
『
古
今
六
帖
』（
五
・
昔
あ
る
人
）
に
よ

れ
ば
、
伊
勢
の
作
と
な
る
。
し
か
し
、
問
題
点
が
無
い
わ
け
で
も
な
い
。﹇
語
釈
﹈

に
示
し
た
『
伊
勢
集
』
七
七
番
詞
書
は
、
康
子
内
親
王
（「
中
務
集
注
釈
（
一
）」
の

四
八
番
歌
注
釈
参
照
）
の
裳
着
（
承
平
三
（
九
三
三
）
年
八
月
二
十
日
）
の
際
に
、

尚
侍
藤
原
満
子
が
贈
っ
た
御
屛
風
の
た
め
の
歌
と
し
て
、
奉
っ
た
の
を
全
部
書
き
記

す
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
が
、「
こ
こ
に
奉
り
た
ま
ふ
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
尚
侍
満
子
は
、
内
親
王
の
父
醍
醐
天
皇
の

叔
母
に
あ
た
り
、
こ
の
裳
着
に
奉
仕
し
た
時
点
で
六
十
一
歳
。
当
該
歌
は
こ
の
満
子

の
心
を
汲
ん
で
の
歌
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、『
伊
勢
集
』
で

は
、
こ
の
後
に
次
の
よ
う
な
歌
が
続
く
。

浮
き
草
、
舟
に
て
と
る
と
こ
ろ

根
を
た
え
て
水
に
と
ま
れ
る
浮
き
草
は
池
の
深
さ
を
た
の
む
な
り
け
り

 

（
伊
勢
集
・
七
八
）

女
郎
花
を
り
た
る
と
こ
ろ

を
み
な
へ
し
み
る
に
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
い
と
ど
む
か
し
の
秋
ぞ
こ
ひ
し
き

 

（
同
・
七
九
）

狩
り
す
る
人
、
田
舎
家
の
田
な
ど
あ
る
、
ま
近
く
よ
り
来
た
れ
ば

狩
り
に
来
と
い
ふ
に
心
の
見
え
ぬ
れ
ば
わ
が
た
も
と
に
は
よ
せ
じ
と
ぞ
思
ふ

 

（
同
・
八
〇
）
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神
楽
す
る
と
こ
ろ

と
し
ご
と
に
神
を
ぞ
祈
る
榊
葉
の
色
も
変
は
ら
で
を
ら
ん
と
思
へ
ば

 

（
同
・
八
一
）

　

こ
れ
ら
の
歌
も
、
七
七
番
詞
書
に
あ
る
康
子
内
親
王
裳
着
の
屛
風
歌
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
、
七
八
番
歌
は
『
古
今
六
帖
』
巻
六
・
三
八
三
五
番
に
も
作
者
を
伊

勢
と
し
て
見
え
、
作
者
問
題
は
無
い
。
し
か
し
、
七
九
番
歌
は
『
古
今
六
帖
』
巻
五
・

二
九
〇
八
番
に
見
え
る
ほ
か
、『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
・
二
八
一
番
と
『
新
古
今
集
』
哀

傷
・
七
八
二
番
に
、
作
者
を
清
慎
公
実
頼
と
し
て
見
え
る
。
次
の
八
〇
番
歌
は
、
二

句
が
「
い
ふ
に
」
で
な
く
「
き
く
に
」
と
な
っ
た
形
で
『
金
玉
集
』
二
七
番
に
作
者

を
伊
勢
と
し
て
見
え
る
が
、
同
じ
形
で
『
敦
忠
集
』
末
尾
（
一
四
五
番
）
に
見
え
、

更
に
『
三
十
六
人
撰
』『
三
十
人
撰
』『
深
窓
秘
抄
』
で
も
敦
忠
の
歌
と
し
て
採
ら
れ

て
い
る
。
八
一
番
歌
は
、『
古
今
六
帖
』
巻
一
・
二
二
七
番
（
作
者
・
伊
勢
）
と
し

て
見
え
る
が
、『
中
務
集
』
に
も
見
え
る
（
西
・
前
・
歌
本
六
四
番
、
底
・
御
本
八
一

番
）。
こ
の
よ
う
に
、『
伊
勢
集
』
七
七
〜
八
一
番
は
作
者
に
異
伝
の
あ
る
歌
が
多
く
、

そ
の
点
で
、
当
該
歌
と
八
一
番
歌
が
中
務
の
詠
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
底
本
（
及
び
御
所
本
）
の
『
中
務
集
』（
二
類
本
）
に
も
、
問
題
が

あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
、
西
本
願
寺
本
系
（
一
類
本
）
六
一
番
歌
の
下
の
句
が
下
の

句
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
類
本
六
一
番
歌
の
上
の
句
は
二
類
本
に
は
無
い
。
こ
れ

と
同
様
の
問
題
箇
所
が
も
う
一
つ
あ
り
、
そ
の
関
係
を
西
本
願
寺
本
を
ベ
ー
ス
に
し

て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
☆
は
当
該
歌
を
示
し
、
★
は
二
類
本
に
無
い
歌
を

示
す
。

〔
一
類
本
〕　

御
屛
風
、
い
け
の
ほ
と
り
の
や
な
ぎ

六
〇　

 

み
な
そ
こ
に
か
げ
の
う
つ
れ
る
あ
を
や
ぎ
は
な
み
の
よ
り
け
る
か
げ
と
こ
そ

み
れ

★
六
一　

 

う
ら
ち
か
く
た
ち
つ
る
は
る
の
か
す
み
と
も
や
そ
し
ほ
が
ま
の
け
ぶ
り
と

ぞ
み
る

六
二　

 

よ
と
と
も
に
も
し
ほ
や
き
つ
つ
た
が
た
め
か
火
に
も
み
づ
に
も
い
れ
る
わ
が

身
ぞ 

↓
二
類
本
・
六
九
番

六
三　

う
の
は
な
の
さ
か
り
に
の
み
や
や
ま
ざ
と
の
か
き
ね
も
し
ろ
く
人
の
み
る
ら
ん

　

か
ぐ
ら

六
四　

 

と
し
ご
と
に
神
を
ぞ
い
の
る
さ
か
き
ば
の
い
ろ
も
か
は
ら
で
を
ら
ん
と
お
も

へ
ば 

↓
二
類
本
・
八
一
番　
　
『
伊
勢
集
』
八
一
番

　
（
二
首
略
）

　

ま
つ
の
し
た
に
み
づ
や
れ
り

☆
六
七　

 

い
に
し
へ
の
こ
こ
ろ
も
た
え
ず
ゆ
く
み
づ
に
わ
が
ま
つ
か
げ
も
今
日
こ
そ

は
み
れ

　

 

坊
城
の
右
の
お
ほ
い
と
の
の
五
十
賀
中
宮
し
た
ま
ふ
、
村
上
の
先
帝
の

め
し
た
る
、
紅
梅

六
八　

 

ふ
く
か
ぜ
に
に
ほ
ひ
か
は
ら
ぬ
む
め
の
は
な
た
が
そ
め
い
で
し
い
ろ
に
か
あ

る
ら
ん 

↓
二
類
本
・
八
五
番
（
詞
書
は
同
内
容
）

　

子
の
日

六
九　

 

み
な
そ
こ
の
い
ろ
さ
へ
か
は
る
こ
ま
つ
ば
ら
ち
と
せ
ち
よ
そ
ふ
の
べ
に
き
に

け
り 

↓
二
類
本
・
八
六
番　

こ
の
下
句
な
し

　
（
三
首
略
）

★
七
三　

 

さ
み
だ
れ
の
よ
も
あ
け
が
た
に
な
げ
く
か
な
も
の
お
も
ふ
こ
と
や
あ
き
と

な
る
ら
ん

★
七
四　

 
さ
は
み
づ
に
か
げ
の
か
た
ぶ
く
あ
を
や
ぎ
は
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
あ
は
れ
と

や
き
く
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七
五　

 

や
ま
ぶ
き
の
は
な
の
さ
か
り
は
か
は
づ
な
く
ゐ
で
に
や
は
る
の
た
ち
と
ま
る

ら
ん

七
六　

 
し
ら
な
み
の
を
る
か
と
み
え
て
を
ち
か
た
の
き
し
の
ま
に
ま
に
さ
け
る
う
の

は
な

★
七
七　

 

か
た
を
か
の
み
か
き
の
は
ら
の
う
ぐ
ひ
す
は
は
な
ち
り
ぬ
と
や
ね
を
ば
な

く
ら
む

　

こ
の
現
象
に
は
、
原
因
と
し
て
二
類
本
の
書
写
の
際
の
目
移
り
や
丁
の
飛
ば
し
等

が
考
え
ら
れ
る
が
、「
と
し
ご
と
に
」
の
歌
が
二
類
本
で
も
『
伊
勢
集
』
で
も
同
じ

八
一
番
歌
な
の
は
偶
然
な
の
か
、
当
該
歌
の
位
置
と
併
せ
て
、
興
味
深
い
。

﹇
補
説
２
﹈　
「
水
の
ほ
と
り
の
松
」
の
歌
は
少
な
く
な
い
が
、
当
該
歌
は
「
松
の
下

に
水
流
る
」
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
水
辺
の
松
の
歌
と
は
若
干
異

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹇
語
釈
﹈
に
示
し
た
よ
う
に
「
松
の
下
の
水
（
泉
）」
を
詠

ん
だ
と
す
る
歌
は
他
に
も
あ
り
、「
水
辺
の
松
」
と
「
松
の
下
の
水
（
泉
）」
の
二
つ

は
、
区
別
し
て
考
え
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、『
貫
之
集
』

に
見
る
例
。松

の
も
と
よ
り
泉
の
な
が
れ
た
る
所

松
の
根
に
い
づ
る
泉
の
水
な
れ
ば
同
じ
き
も
の
を
た
え
じ
と
ぞ
思
ふ

 

（
貫
之
集
・
一
七
九
）

　
「
延
長
四
年
き
よ
つ
ら
の
民
部
卿
六
十
賀
（
同
・
一
七
三
番
詞
書
）」
の
一
首
で
あ

る
。
絵
は
松
の
根
元
か
ら
泉
が
流
れ
出
る
さ
ま
を
描
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
次
い
で
『
大
嘗
会
和
歌
』
寛
治
元
（
一
〇
八
七
）
年
十
一
月
二
日
（
堀
河
天
皇

大
嘗
会
）
の
例
。「
悠
紀
方
」
の
歌
は
大
江
匡
房
、「
主
基
方
」
は
藤
原
行
家
に
よ
る
。

（
悠
紀
方
）
小
松
原
下
有
流
水
其
間
有
納
涼
人

小
松
原　

志
太
由
久
水
乃　

須
須
之
支
爾　

千
年
乃
影
遠　

掬
比
津
流
加
那

 

（
五
四
二
）

（
主
基
方
）
晩
夏　

松
井
有
掬
水
遊
興
之
人

い
は
ひ
つ
つ
ま
つ
井
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
と
き
は
の
か
げ
に
遊
ぶ
楽
し
さ

 

（
五
七
〇
）

　

主
基
方
の
歌
の
「
松
井
の
水
を
掬
」
ぶ
と
は
、
松
の
傍
ら
の
泉
の
水
を
掬
う
意
で

あ
ろ
う
。『
蒙
牛
和
歌
』
所
載
の
「
許
由
一
瓢
」
に
拠
れ
ば
、
伝
説
の
賢
人
・
許
由

は
箕
山
に
籠
居
し
て
い
た
が
、
帝
堯
に
天
下
を
譲
ろ
う
と
言
わ
れ
た
際
、
い
や
な
事

を
聞
い
た
と
穎
川
で
耳
を
洗
っ
た
と
言
う
。
ま
た
、
箕
山
で
は
松
の
下
の
泉
の
水
を

手
で
掬
っ
て
飲
ん
だ
の
で
、
こ
れ
を
見
た
人
が
許
由
に
瓢
を
贈
っ
た
が
、
梢
に
掛
け

た
そ
の
瓢
が
風
に
鳴
る
の
を
煩
わ
し
が
っ
て
打
ち
破
っ
て
捨
て
た
、
と
さ
れ
て
い

る
。「
松
の
下
の
水
」
は
、
こ
の
許
由
の
故
事
と
関
わ
る
絵
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、﹇
語
釈
﹈
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
木
船
『
注
釈
』
は
こ
の
歌
を
恋
歌
ふ
う

に
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
前
の
歌
（
六
九
番
歌
「
よ
と
と
も
に
」）
に
引
き
ず
ら

れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

七
四
番
歌

藤
に

う
と
か
ら
で
掛か

かゝ
れ
る
藤
は
花
な
が
ら
松
に
心こ

ゝ
ろは

違た
が

は
ざ
ら
な
ん

﹇
異
同
﹈　

藤
に
↓
御
屛
風
ま
つ
に
ふ
ち
か
ゝ
れ
り
（
西
）
御
屛
風
に
ま
つ
に
藤
か
ゝ

れ
り
（
歌
）、
う
と
か
ら
て
↓
い
と
か
ゝ
て
（
歌
）、
花
な
か
ら
↓
し
な
し
か
ら
（
歌
）、

た
か
は
さ
ら
な
ん
↓
た
か
は
さ
り
け
り
（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
松
に
か
か
れ
る
藤　
『
古
今
集
』
以
降
よ
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

景
で
「
緑
な
る
松
に
か
か
れ
る
藤
な
れ
ど
お
の
が
こ
ろ
と
ぞ
花
は
咲
き
け
る
（
貫
之



中務集注釈（二）

33

集
・
五
〇
）」
や
「
藤
波
の
か
か
れ
る
岸
の
松
は
お
ひ
て
若
紫
に
い
か
で
さ
く
ら
ん

（
順
集
・
二
一
五
）」
な
ど
が
あ
る
。
特
に
算
賀
や
祝
言
の
性
格
を
有
す
る
屛
風
歌
で

は
、
千
歳
を
寿
ぐ
松
と
と
も
に
藤
を
詠
む
パ
タ
ー
ン
は
多
く
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は

不
動
の
も
の
と
な
る
。　

○
う
と
か
ら
で　

疏
遠
で
な
い
、
親
し
み
馴
染
ん
で
、
の

意
。「
う
と
か
ら
ぬ
名
も
あ
る
も
の
を
妹
背
山
た
ち
な
隠
し
そ
春
の
霞
も
（
長
能
集

一
四
五
）」
な
ど
、「
う
と
か
ら
ぬ
」「
う
と
か
ら
ず
」
は
例
が
見
え
る
。　

○
松
に
心

は
違
は
ざ
ら
な
ん　
「
松
に
心
は
背
か
な
い
で
欲
し
い
。」
の
意
で
、
恋
愛
的
要
素
を

含
ん
で
い
る
。

﹇
通
釈
﹈　

藤
に

親
し
み
馴
染
ん
で
掛
か
っ
て
い
る
藤
は
、
花
な
が
ら
も
、
松
に
心
は
背
か
な
い

で
欲
し
い
。

﹇
補
説
﹈　

七
一
番
歌
の
詞
書
に
「
ま
た
異
屛
風
」
と
あ
り
八
一
番
ま
で
一
連
の
屛
風

歌
が
続
く
。
当
該
歌
も
そ
の
う
ち
の
一
首
。
底
本
と
御
所
本
で
は
、
竹
・
柳
・
藤
・

桜
・
卯
花
・
郭
公
・
六
月
祓
・
女
郎
花
・
神
楽
と
い
う
よ
う
に
、
お
お
よ
そ
季
節
ご

と
に
歌
が
並
ぶ
。
し
か
し
、
他
本
で
は
配
列
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
同
時
詠
の

屛
風
歌
な
の
か
、
ま
た
は
別
々
の
屛
風
歌
を
取
り
集
め
て
一
つ
の
月
次
屛
風
の
よ
う

に
並
べ
た
の
か
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。

七
五
番
歌

又
、
さ
く
ら

あ
かさ

ざか

らら

ばで

千ち

代よ

ま
で
か
ざは

せ
桜さ

く
ら

花ば
な

は
な
も
変か

は
ら
じ
春
も
た
え
ね
ば

﹇
異
同
﹈　

又
↓
な
し
（
西
・
前
・
歌
）
う
め
（
歌
）、
あ
さ
か
ら
て
↓
あ
さ
か
ら
は

（
西
・
前
）
あ
か
さ
ら
は
（
歌
）、
ち
よ
ま
て
か
は
せ
↓
ち
と
せ
ま
て
さ
け
（
前
）
千

世
ま
て
か
さ
せ
（
西
・
歌
）、
さ
く
ら
は
な
↓
梅
の
花
（
歌
）、
か
は
ら
し
↓
か
は
ら

て
（
歌
）、
た
え
ね
は
↓
た
え
す
は
（
西
・
前
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

元
輔
集
二
二
九
（
桂
宮
本
丙
本　

第
三
句
「
桃
の
花
」）・
後
拾
遺
集
巻

二
・
春
下
・
一
二
九
（
作
者
元
輔　

第
三
句
「
桃
の
花
」）

﹇
語
釈
﹈　

○
あ
か
ざ
ら
ば　

底
本
「
あ
さ
か
ら
で
」
で
は
意
味
が
取
り
に
く
い
た

め
歌
仙
家
集
本
に
従
い
校
訂
し
た
。
見
飽
き
な
い
の
な
ら
、
の
意
。「
朝あ
さ

月づ
く

日ひ　

向む
か
ふ
つ
げ
く
し

黄
楊
櫛　

雖ふ
り
ぬ
れ
ど旧　

何な
に
し
か
き
み
が

然
公　

見
み
れ
ど
あ
か
ざ
ら
ん

不
飽
（
万
葉
集
・
巻
十
一
・
二
五
〇
〇
・
読

人
不
知
）」、「
と
こ
と
は
に
な
く
と
も
人
や
あ
か
ざ
ら
む
さ
て
こ
こ
ろ
み
よ
山
郭
公

（
千
五
百
番
歌
合
・
七
九
五
・
兼
宗
）」
の
よ
う
に
「
あ
か
ざ
ら
ん
」
な
ど
は
わ
ず
か

に
見
ら
れ
る
が
、「
あ
か
ざ
ら
ば
」
の
よ
う
な
、
仮
定
表
現
は
他
に
例
が
確
認
で
き

な
い
。
ま
た
、
否
定
の
言
葉
が
初
句
に
く
る
も
の
は
珍
し
い
。　

○
か
ざ
せ　

底
本

「
か
は
せ
」
で
は
意
味
が
取
り
に
く
い
た
め
、
西
本
願
寺
本
に
よ
り
校
訂
し
た
。「
か

ざ
す
」
は
草
木
の
花
や
枝
葉
を
頭
髪
や
冠
に
挿
す
こ
と
で
、
草
木
の
生
命
力
に
あ
や

か
り
長
寿
を
祈
る
。

﹇
通
釈
﹈　

又
、
さ
く
ら

見
飽
き
る
こ
と
が
な
い
の
な
ら
、
桜
の
花
を
千
年
ま
で
も
か
ざ
し
な
さ
い
。
花

も
変
わ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
春
も
絶
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。

﹇
補
説
﹈　

当
該
歌
は
『
元
輔
集
』（
桂
宮
本
丙
本
）
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
歌
を
含
む
巻
末
四
七
首
の
屛
風
歌
は
古
歌
を
集
め
て
月
次
の
屛
風
の
順
序
に
並
べ

た
屛
風
歌
群
で
あ
る
。（
後
藤
祥
子
「
清
原
元
輔
詩
論
│
屛
風
と
歌
合
と
│
」
国
語

国
文
論
究　

昭
四
六
・
二
）。
そ
の
た
め
、
元
輔
で
は
な
く
中
務
の
作
と
考
え
ら
れ

る
。
他
出
の
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
で
元
輔
作
と
な
っ
た
の
は
桂
宮
丙
本
系
統
『
元
輔

集
』
を
資
料
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
後
拾
遺
集
』
の
詞
書
が
「
天
暦
御
時
御
屛
風
」
で
あ
る
の
が
何
に
拠
る
の
か
明

ら
か
で
は
な
い
が
、『
後
拾
遺
集
』
で
は
他
に
三
一
四
・
三
二
七
・
三
五
七
・
四
一
五
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の
元
輔
歌
を
「
天
暦
の
御
時
の
御
屛
風
」
と
し
て
入
集
し
て
い
る
た
め
、
混
同
さ
れ

た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
底
本
の
第
三
句
は
「
桜
花
」
で
あ
る
が
、
歌
仙
家
集
本
で
は
「
梅
の
花
」、

『
元
輔
集
』
で
は
「
桃
の
花
」
で
あ
る
。
桜
・
梅
・
桃
は
い
ず
れ
も
「
か
ざ
す
花
」

と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
、
書
写
す
る
過
程
で
本
文
に
違
い
が
出
た
の
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
も
し
当
初
か
ら
『
元
輔
集
』
の
よ
う
に
「
桃
の
花
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ

た
場
合
、
桃
は
「
百も
も

」
と
い
う
名
を
含
み
持
つ
花
で
あ
る
の
で
、
第
二
句
「
千
代
ま

で
か
ざ
せ
」
お
よ
び
第
四
句
「
は
な
も
変
は
ら
じ
」
と
の
繋
が
り
が
良
い
。

七
八
番
歌

六
月
祓
す
る
所

君き
み

が
た
め
祈い
の

る
心
は
み
な
か
み
も
流な
か

る
るゝ
ご
と
く
今け

日ふ

や
知し

る
ら覧ん

﹇
異
同
﹈　

心
は
み
な
か
み
も
↓
心
を
み
し
か
み
も
（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
六
月
祓　

名
越
し
の
祓
と
も
。
毎
年
六
月
晦
日
に
、
宮
中
お
よ
び
各
神

社
で
行
な
わ
れ
る
。　

○
み
な
か
み
も　
「
水
上
も
」
と
「
皆
神
も
」
の
掛
詞
。

﹇
通
釈
﹈　

六
月
祓
す
る
所

あ
な
た
の
た
め
に
祈
る
心
は
、
水
上
で
水
が
流
れ
る
よ
う
に
は
や
く
、
神
は
皆
、

今
日
に
も
知
っ
て
下
さ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

﹇
補
説
﹈　
「
み
な
か
み
」
を
掛
詞
と
し
た
面
白
い
例
と
し
て
は
、「
落
ち
た
ぎ
つ
滝
の

み
な
か
み
年
積
も
り
老
い
に
け
ら
し
な
黒
き
筋
な
し
（
古
今
・
雑
上
・
九
二
八　

忠

岑
）」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
水
上
」
を
「
皆
髪
」
に
掛
け
、「
水
上
は
、

長
い
年
月
流
れ
て
皆
老
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
滝
の
流
れ
は
白
く
、
黒
い
筋
が
な
い

の
だ
」
と
し
た
も
の
。
当
該
の
中
務
歌
と
同
じ
く
、「
水
上
」
を
「
皆
神
」
と
掛
け

る
前
例
と
し
て
は
、
伊
勢
の
「
み
な
か
み
と
む
べ
も
い
ひ
け
り
雲
居
よ
り
落
ち
来
る

か
と
も
見
ゆ
る
滝
か
な
（
伊
勢
集
・
六
七
）」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
同
時
代
に
も
、

「
み
な
か
み
も
聞
き
て
忘
る
な
禊
す
る
今
日
の
河
辺
に
契
る
こ
と
の
は
（
能
宣
集
・

三
三
）」
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
、
中
務
の
作
と
し
て

「
み
な
か
み
の
定
め
て
け
れ
ば
君
が
よ
に
再
び
澄
め
る
堀
河
の
水
（
五
二
〇
）」
が
あ

る
が
、『
中
務
集
』
諸
本
に
、
こ
の
歌
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
。

八
〇
番
歌

前せ
ん

栽ざ
い

植う

うふ

る
家

露
を
だ
に
おほ

と
さ
で
堀ほ

り
つ
女
郎
花
植う

ゑ
ば
い
づ
れ
の
秋あ

き

か
見み

ざ
ら
む

﹇
異
同
﹈　

せ
ん
さ
い
↓
せ
さ
い
（
歌
）、
う
ふ
る
い
え
↓
う
ゑ
た
る
と
こ
ろ
（
西
前
）

う
へ
た
る
い
へ
（
歌
）、
露
を
た
に
↓
つ
ゆ
は
み
な
（
前
）、
ほ
と
さ
で
↓
お
と
さ
で

（
御
・
前
・
歌
）
も
ら
さ
て
（
西
）、
ほ
り
つ
↓
折
つ
（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
い
づ
れ
の
秋　

天
暦
期
に
は
、「
よ
ろ
づ
世
に
変
は
ら
ぬ
花
の
色
な
れ

ば
い
づ
れ
の
秋
か
君
が
見
ざ
ら
ん
（
拾
遺
・
賀
・
二
九
四　

藤
原
実
頼
）」「
今
年
よ

り
植
ゑ
は
じ
め
つ
る
我
が
宿
の
花
は
い
づ
れ
の
秋
か
見
ざ
ら
ん
（
後
拾
遺
・
秋
上
・

三
二
七　

元
輔
）」
な
ど
、
前
栽
を
題
材
と
し
、「
い
づ
れ
の
秋
か
み
ざ
ら
ん
」
と
す

る
例
が
確
認
で
き
る
。
特
に
こ
の
二
首
は
、
当
歌
と
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
前
後
関
係
は
定
か
で
な
い
。

﹇
通
釈
﹈　

前
栽
を
植
え
て
い
る
家
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露
さ
え
も
落
と
さ
ず
に
掘
っ
た
こ
と
だ
。
こ
の
女
郎
花
を
前
栽
に
植
え
れ
ば
、

い
っ
た
い
ど
の
秋
に
見
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
永
久
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

﹇
補
説
﹈　

詞
書
は
、
底
本
で
は
「
前
栽
う
ふ
る
家
」
と
あ
る
が
、
現
在
の
歴
史
的
仮

名
遣
い
に
よ
り
「
う
う
る
」
と
校
訂
す
る
。
第
二
句
「
ほ
と
さ
で
」
は
、
こ
の
ま
ま

で
は
意
味
が
取
れ
な
い
た
め
、
前
田
家
本
に
従
い
「
お
と
さ
で
」
と
校
訂
す
る
。

さ
て
、
当
該
歌
は
詞
書
を
「
前
栽
植
う
る
家
」
と
し
、
花
の
指
定
も
な
い
が
、
歌

の
中
心
は
、
野
の
女
郎
花
を
移
植
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
務
と
同
時
代
私

家
集
の
詞
書
に
、「
嵯
峨
野
に
前
栽
掘
る
と
て
（
元
真
集
・
一
三
三
）」「
蔵
人
所
の

男
ど
も
、
御
前
の
前
栽
掘
り
に
嵯
峨
野
に
ま
か
り
た
り
し
に
（
能
宣
集
・
六
七
）」

な
ど
と
あ
る
よ
う
な
、
嵯
峨
野
で
の
前
栽
掘
り
を
想
定
し
て
の
詠
だ
ろ
う
。
前
栽
に

植
え
ら
れ
る
植
物
は
、「
人
の
前
栽
に
、
菊
に
結
び
つ
け
て
植
ゑ
け
る
歌
（
古
今
・

秋
下
・
二
六
八　

業
平
）」「
前
栽
に
紅
梅
を
植
ゑ
て
、
又
の
春
遅
く
咲
き
け
れ
ば

（
後
撰
・
春
上
・
一
七　

兼
輔
）」
と
い
っ
た
例
が
示
す
よ
う
に
、
菊
や
梅
な
ど
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
嵯
峨
野
か
ら
移
植
さ
れ
る
花
と
し
て
は
、「
女
郎
花
我
が

掘
り
つ
れ
ば
秋
の
野
に
い
と
ど
や
鳴
か
む
つ
ま
恋
ふ
る
鹿
（
能
宣
集
・
二
二
三
）」

「
日
暮
ら
し
に
見
れ
ど
も
あ
か
ず
女
郎
花
野
辺
に
や
今
宵
旅
寝
し
な
ま
し
（
拾
遺
・

秋
・
一
六
一　

長
能
）」
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
女
郎
花
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

八
三
番
歌

な
で
し
こ

初は
つ

花は
な

と
み
て
こ
そ
し
の
べ
白
露
の
置を

き
て
残の

こ

れ
る
な
で
し
こ
の
花

﹇
異
同
﹈　

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

﹇
他
出
﹈　

朝
忠
集
四
九

﹇
語
釈
﹈　

○
詞
書　

八
二
番
歌
の
詞
書
に
「
若
宮
の
御
も
ぎ
を
か
き
を
と
し
け
る
」

と
あ
り
、
八
四
番
ま
で
の
三
首
が
そ
の
屛
風
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
底
本
六
〇
番

か
ら
六
八
番
ま
で
の
「
朱
雀
院
の
若
宮
の
御
裳
着
の
屛
風
」
歌
群
と
同
時
詠
で
あ

り
、
本
来
、
一
緒
に
並
べ
る
べ
き
も
の
を
書
き
落
と
し
た
も
の
で
あ
る
。　

○
な
で

し
こ　

ナ
デ
シ
コ
科
の
多
年
草
。
山
野
に
自
生
し
、
淡
紅
色
の
花
が
咲
く
カ
ワ
ラ
ナ

デ
シ
コ
が
そ
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
も
の
。『
万
葉
集
』
に
も
よ
く
詠
ま
れ
、
二
六
首

が
数
え
ら
れ
る
。
当
時
は
夏
の
終
わ
り
か
ら
秋
に
か
け
て
咲
く
花
と
認
識
さ
れ
て
い

た
。
平
安
時
代
に
入
り
、
異
名
の
「
と
こ
な
つ
」
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
し

だ
い
に
夏
の
花
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
る
。
ま
た
、
共
寝
を
す
る
意
を
掛
け

て
用
い
ら
れ
た
り
、
夜
の
花
と
し
て
「
露
け
き
」
花
と
し
て
も
詠
ま
れ
た
。　

○
初

花　

そ
の
季
節
に
な
っ
て
初
め
て
咲
い
た
花
。
裳
着
を
意
識
し
た
表
現
。　

○
し
の

ぶ　

賞
美
す
る
。
め
で
、
賞
す
る
。

﹇
通
釈
﹈　

な
で
し
こ

初
花
と
み
て
こ
そ
愛
お
し
み
ま
す
。
白
露
が
置
い
て
、
秋
ま
で
残
っ
て
咲
い
た

な
で
し
こ
の
花
を
。

﹇
補
説
﹈　

当
該
歌
は
『
朝
忠
集
』（
四
九
番
歌
）
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

な
で
し
こ
の
花
ひ
ら
け
た
る
を
も
て
あ
そ
ぶ

は
つ
は
な
を
み
て
こ
そ
し
の
べ
白
露
の
お
き
て
の
こ
せ
る
な
で
し
こ
の
花

当
該
歌
と
比
較
す
る
と
、
朝
忠
歌
は
第
一
句
が
「
は
つ
は
な
を
」、
第
四
句
が
「
お

き
て
の
こ
せ
る
」
で
あ
り
、
本
文
の
異
同
が
み
ら
れ
る
。

朝
忠
歌
で
は
、
格
助
詞
の
「
を
」
に
よ
っ
て
見
る
対
象
を
「
は
つ
は
な
」
と
示
し
、

第
四
句
が
「
残
る
」
の
他
動
詞
「
残
す
」
で
あ
る
こ
と
で
、「
白
露
が
置
い
て
花
を

留
め
て
い
る
」
と
い
う
意
に
な
ろ
う
。「
置
き
て
残
せ
る
」
と
い
う
表
現
は
他
に
も
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い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

黄
菊
残
れ
り

君
が
た
め
心
も
し
る
く
初
霜
の
置
き
て
残
せ
る
菊
に
ざ
り
け
る

 

（
躬
恒
集
・
一
七
）

ま
た
の
年
の
十
月
に
、
同
じ
大
納
言
の
家
に
残
れ
る
菊
を
惜
し
み
侍
り
し

に
読
み
て
侍
る

長
き
よ
の
星
か
と
も
み
む
初
霜
の
置
き
て
残
せ
る
白
菊
の
花

 

（
元
輔
集
（
書
陵
部
蔵
甲
本
）・
一
四
）

十
月

草
枯
れ
の
冬
ま
で
見
よ
と
露
霜
の
置
き
て
残
せ
る
白
菊
の
花

 

（
好
忠
集
・
二
八
三
）

こ
れ
ら
も
露
や
霜
が
花
を
留
め
て
い
る
意
で
あ
る
。
右
記
の
三
首
は
い
ず
れ
も

「
残
菊
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
た
め
、「
露
・
霜
が
菊
を
残
す
」
と
い
う
表
現
に
矛

盾
が
な
い
。
し
か
し
、
朝
忠
歌
で
は
「
露
が
初
花
を
残
す
」
と
な
る
た
め
表
現
に
矛

盾
が
感
じ
ら
れ
る
。

な
で
し
こ
は
夏
の
終
わ
り
か
ら
秋
に
か
け
て
咲
く
花
で
あ
る
。
当
該
歌
の
と
お
り
、

秋
に
な
っ
て
咲
い
て
、
花
に
白
露
を
置
い
て
美
し
く
匂
っ
て
い
る
な
で
し
こ
を
愛
お

し
む
、
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
御
裳
着
の
屛
風
の
歌
と
し
て
は
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。

八
四
番
歌

菊
を

我
宿や

ど

の
菊き

く

の
白
露
け
ふ
ご
と
に
い
く
よ
た
ま
り
て
淵ふ

ち

と
な
る
ら
んし

﹇
異
同
﹈　

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

﹇
他
出
﹈　

元
輔
集
一
四
七
・
拾
遺
集
一
八
四
（
作
者
元
輔
）・
和
漢
朗
詠
集
二
六
五

（
作
者
中
務
）・
三
十
人
撰
一
二
三
（
作
者
中
務　

初
句
「
も
も
し
き
の
」）
三
十
六

人
撰
一
四
七
（
作
者
中
務
）・
奥
儀
抄
二
五
四
・
和
歌
色
葉
三
五
三
・
定
家
八
代
抄

四
二
五

﹇
語
釈
﹈　

○
菊　

秋
の
景
物
と
さ
れ
る
が
、
残
菊
は
初
冬
の
も
の
と
し
て
も
詠
ま
れ

る
。『
懐
風
藻
』
の
漢
詩
に
は
詠
ま
れ
て
い
る
が
、『
万
葉
集
』
に
は
見
い
だ
さ
れ
な

い
。『
寛
平
菊
合
』
以
後
、
秋
の
歌
題
と
し
て
、
主
要
な
も
の
と
な
っ
た
。
中
国
の
菊

水
の
故
事
を
背
景
と
し
て
、
菊
の
露
を
不
老
長
寿
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
詠
む
も

の
や
、
菊
の
芳
香
を
歌
っ
た
歌
な
ど
が
あ
る
。
本
家
集
に
も
、
当
該
歌
以
外
で
菊
を

詠
ん
だ
歌
に
「
お
い
に
け
る
身
に
が
し
る
し
も
白
菊
の
露
の
な
た
て
に
な
り
ぬ
べ
き
か

な
（
二
七
）」
な
ど
が
あ
る
。　

○
淵
と
な
る
ら
ん　

上
流
の
菊
の
雫
が
落
ち
て
人
々

に
長
寿
を
授
け
る
川
水
に
な
っ
た
と
い
う
、
中
国
酈
県
甘
谷
の
故
事
を
踏
ま
え
た
表

現
。
当
該
歌
以
前
で
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
た
屛
風
歌
に
は
、
貫
之
の
「
水
に
さ
へ
な

が
れ
て
深
き
わ
が
や
ど
は
菊
の
ふ
ち
と
ぞ
成
り
ぬ
べ
ら
な
る
（
貫
之
集
・
五
四
二
）」

が
あ
る
。

﹇
通
釈
﹈　

菊
を

我
家
の
菊
の
白
露
は
、
日
々
溜
ま
り
続
け
、
ど
れ
ほ
ど
の
年
月
溜
ま
っ
て
深
い

淵
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

﹇
補
説
﹈　

底
本
で
は
第
五
句
が
「
淵
と
な
る
ら
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
助
動
詞
「
ら

し
」
は
確
認
し
て
い
る
根
拠
に
基
づ
い
て
推
量
す
る
意
を
表
す
た
め
内
容
に
合
わ
な

い
。
他
出
で
示
し
た
歌
は
、
い
づ
れ
も
第
五
句
が
確
認
で
き
な
い
事
柄
の
推
量
を
表

す
「
ら
ん
」
を
用
い
た
本
文
で
あ
る
。
当
該
歌
の
本
文
も
そ
れ
に
従
っ
て
「
淵
と
な

る
ら
ん
」
に
校
訂
し
た
。

さ
て
、﹇
他
出
﹈
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
作
者
が
中
務
か
元
輔
か
の
問
題
が
あ

る
。『
和
漢
朗
詠
集
』・『
三
十
人
撰
』・『
三
十
六
人
撰
』
は
中
務
と
し
、『
元
輔
集
』・
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『
拾
遺
和
歌
集
』
は
元
輔
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
第
四
句
・

第
五
句
に
異
同
が
あ
る
。
当
該
歌
・『
和
漢
朗
詠
集
』・『
三
十
人
撰
』
は
第
四
句
が

「
い
く
よ
た
ま
り
て
」、
そ
の
他
は
「
い
く
よ
つ
も
り
て
」
で
あ
る
。
更
に
、『
元
輔

集
』
歌
仙
家
集
本
は
「
つ
も
り
て
」
だ
が
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
は
「
た
ま
り
て
」
で

あ
る
。
第
四
句
の
違
い
は
、
主
語
を
菊
に
置
い
た
露
に
置
く
か
、
ま
た
は
「
い
く
よ
」

に
置
く
か
に
よ
る
。

「
露
・
た
ま
る
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
例
で
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

あ
き
の
は
じ
め
に
な
れ
る
け
し
き
は

る
り
の
つ
ぼ
さ
さ
ら
ぬ
さ
き
は
蓮
葉
に
た
ま
れ
る
露
に
さ
も
似
た
る
か
な

 

（
好
忠
集
・
五
四
五
）

家
集　

述
懐　

古
来
歌
合　
　
　

和
泉
式
部

か
く
し
つ
つ
在
り
ふ
る
程
に
身
の
露
や
た
ま
り
て
し
づ
む
淵
と
な
る
ら
ん

 

（
夫
木
・
巻
第
十
三
・
秋
部
四
・
五
四
八
五
）

　

ま
た
、「
露
・
つ
も
る
」
と
い
う
例
は
時
代
が
少
し
下
る
が
次
の
よ
う
で
あ
る
。

百
首
歌
中
に
祝
の
心
を
よ
め
る　
　

源
俊
頼
朝
臣

き
み
が
代
は
松
の
う
は
ば
に
お
く
露
の
つ
も
り
て
よ
も
の
海
と
な
る
ま
で

 

（
金
葉
集
（
二
度
本
）・
巻
第
五
・
賀
歌
・
三
一
一
）

　

表
現
と
し
て
は
ど
ち
ら
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
異
同
に
よ
っ

て
作
者
を
ど
ち
ら
か
に
断
定
で
き
る
よ
う
な
根
拠
が
今
は
見
あ
た
ら
な
い
。

八
五
番
歌

坊
城
殿
五
十
賀
、
中
宮
の
し
た
給ま

ふ
に
、
村
上
先
王
の
お
ほ
せ
に
て
召め

し

しゝ
か
ば
、
屛
風
の
料れ
う

吹ふ

く
風か
ぜ

に
に
ほ
ひ
か
は
ら
ぬ
梅む
め

の
花
た
が
そ
め
か
け
し
色
に
か
あ
る
ら覧ん

﹇
異
同
﹈　

坊
城
殿
↓
坊
城
の
右
の
お
ほ
い
と
の
ゝ
（
西
）
い
と
う
の
右
大
臣
と
の

（
前
）
ほ
う
上
の
右
大
臣
殿
（
歌
）、
五
十
賀
↓
御
賀
（
歌
）、
中
宮
し
給
に
↓
に
な

し
（
西
）、
村
上
先
王
↓
村
上
の
先
帝
（
西
・
歌
）、
め
し
ゝ
か
は
↓
め
し
た
る
（
西
）

め
し
け
る
（
前
）
め
す
に
（
歌
）、
屛
風
の
れ
う
↓
紅
梅
（
西
・
前
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
坊
城
殿　

藤
原
師
輔
。
関
白
忠
平
の
次
男
。
同
母
弟
に
師
氏
、
師
尹
が

お
り
、
異
母
兄
に
実
頼
が
い
た
。
承
平
元
（
九
三
一
）
年
に
蔵
人
頭
、
同
五
年
に
は

参
議
に
任
ぜ
ら
れ
、
右
大
臣
正
二
位
に
至
る
。
天
徳
四
（
九
六
〇
）
年
五
月
に
薨
去
。

家
集
『
師
輔
集
』、
日
記
『
九
暦
』
が
あ
り
、
ま
た
父
忠
平
よ
り
受
け
つ
い
だ
儀
式

作
法
書
『
九
条
年
中
暦
』
を
遺
す
。
そ
の
五
十
賀
の
様
子
は
、『
日
本
紀
略
』
天
徳

元
（
九
五
七
）
年
四
月
二
十
二
日
条
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
女
御
安
子
の
藤
壺
に
お

い
て
、
盛
大
に
催
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。　

○
中
宮　

藤
原
安
子
。
村
上
天
皇

皇
后
、
冷
泉
、
円
融
天
皇
の
母
。　

○
村
上
先
王　

村
上
天
皇
は
、
師
輔
五
十
賀
が

行
わ
れ
た
天
徳
元
年
に
は
在
位
中
。「
先
王
」
と
は
、『
中
務
集
』
編
纂
時
に
お
い
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

﹇
通
釈
﹈　

坊
城
殿
の
五
十
賀
を
、
中
宮
が
な
さ
る
に
、
村
上
先
帝
の
仰
せ
で
お
召
し

が
あ
っ
た
の
で
、
屛
風
の
料
を

吹
く
風
に
色
つ
や
が
変
わ
ら
な
い
梅
の
花
は
、
一
体
誰
が
染
め
か
け
た
色
な
の

だ
ろ
う
か
。

﹇
補
説
﹈　

当
屛
風
に
は
、
中
務
の
他
、
藤
原
元
真
、
大
中
臣
頼
基
、
藤
原
清
正
、
平

兼
盛
、
小
野
好
古
、
清
原
元
輔
が
料
歌
を
献
じ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

同
時
屛
風
詠
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
歌
人
の
歌
が
、
全
て
確
実

に
、
師
輔
五
十
賀
屛
風
歌
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
藤
田
一
尊
氏
は
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「『
蜻
蛉
日
記
』〈
小
一
条
左
大
臣
五
十
賀
の
屛
風
歌
〉
に
関
す
る
一
考
察
│
『
元
輔

集
』
と
の
関
連
か
ら
」（『
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
論
集
』
昭
六
二
）、
及
び
「『
蜻

蛉
日
記
』〈
小
一
条
左
大
臣
五
十
賀
の
屛
風
歌
〉
再
説
│
『
元
輔
集
』
と
の
関
連
と

屛
風
歌
の
制
作
法
に
つ
い
て
」（『
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
論
集
』
昭
六
三
））
に

お
い
て
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
記
さ
れ
る
安
和
二
年
の
小
一
条
院
師
尹
五
十
賀
屛
風
の

八
つ
の
図
柄
が
、
従
来
師
輔
五
十
賀
屛
風
歌
と
さ
れ
て
き
た
元
輔
集
歌
に
符
号
す
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
は
師
輔
で
は
な
く
、
師
尹
の
賀
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
務
に
つ
い
て
も
、
底
本
八
五
〜
九
一
番
歌
の
全
て
を
、
師
輔
五
十
賀
屛

風
歌
と
認
め
る
か
否
か
、
疑
問
を
呈
す
る
向
き
も
あ
る
。
山
本
令
子
氏
（「
藤
原
師

輔
五
十
賀
屛
風
に
関
す
る
一
考
察
」（『
三
田
国
文
』
平
八
・
十
二
））
は
、『
元
真
集
』

の
当
該
屛
風
歌
と
の
内
容
や
、
想
定
さ
れ
る
図
柄
の
比
較
か
ら
、『
中
務
集
』
で
、

師
輔
五
十
賀
歌
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
底
本
八
五
・
八
六
番
歌
の
み
で
は
な
い
か
と

論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、『
元
真
集
』
に
師
輔
五
十
賀
歌
と
称
し
て
載
せ
ら
れ
て
い

る
歌
を
基
点
と
し
、
そ
れ
に
合
致
す
る
か
齟
齬
す
る
か
に
よ
っ
て
、
他
の
私
家
集
歌

が
同
時
屛
風
詠
か
否
か
を
判
断
し
た
山
本
氏
の
論
も
、
即
座
に
は
首
肯
し
が
た
い
面

が
あ
り
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

八
六
番
歌

子
日
水み

づ

の
ほ
と
り
の
松

水み
な

底そ
こ

の
色い

ろ

さ
へ
か
は
る
小こ

松ま
つ

原ば
ら

千は
な

歳ち

千り

代ぬ

そと

ふや

野ね

辺を

にば

きな

にく

けら

りむ

﹇
異
同
﹈　

み
つ
の
ほ
と
り
の
松
↓
な
し
（
西
）、
は
な
ち
り
ぬ
と
や
ね
を
は
な
く
ら

ん
↓
ち
と
せ
ち
よ
そ
ふ
の
へ
に
き
に
け
り
（
西
・
前
）
ち
と
せ
ち
よ
そ
ふ
〈
第
四
句

な
し
〉（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
下
句　

底
本
で
は
、
下
句
は
「
は
な
ち
り
ぬ
と
や
ね
を
は
な
く
ら
ん
」

だ
が
、
他
本
に
よ
り
改
め
た
。
詳
し
く
は
﹇
補
説
﹈。　

○
千
歳
千
代
そ
ふ　

松
と

「
千
歳
」、
ま
た
は
、
松
と
「
千
代
」
を
一
首
に
詠
み
込
む
例
は
多
く
あ
る
が
、「
千

歳
千
代
」
と
重
ね
る
表
現
は
、
他
例
を
見
出
せ
な
い
。
当
歌
の
場
合
、
松
そ
の
も
の

と
、
水
に
映
る
松
と
で
、
そ
の
永
久
さ
も
倍
増
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
、「
千
歳
」

と
「
千
代
」
を
重
ね
た
か
。

﹇
通
釈
﹈　

子
日
、
水
の
ほ
と
り
の
松

水
底
の
色
ま
で
も
変
わ
る
ほ
ど
、
緑
色
に
茂
る
小
松
原
。
千
歳
と
千
代
が
寄
り

添
い
、
永
久
に
栄
え
る
野
辺
に
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
。

﹇
補
説
﹈　
﹇
語
釈
﹈
に
記
し
た
と
お
り
、
下
句
は
底
本
の
「
花
散
り
ぬ
と
や
ね
を
ば

鳴
く
ら
ん
」
で
は
、
歌
意
が
取
り
難
く
、
西
本
願
寺
本
に
よ
り
校
訂
し
た
。

西
本
願
寺
本
七
七
番
（
坊
城
殿
五
十
賀
屛
風
歌
の
一
）
に
、

片
岡
の
御
垣
の
原
の
う
ぐ
ひ
す
は
花
ち
り
ぬ
と
や
ね
を
ば
な
く
ら
む

が
あ
る
が
、
底
本
に
こ
の
歌
は
な
い
。
よ
っ
て
、
底
本
ま
で
の
伝
写
過
程
で
、
当
該

歌
の
上
句
の
後
に
目
移
り
や
錯
簡
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
、
西
本
願
寺
本
七
七
番
歌

の
下
句
が
誤
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
底
本
の
歌
数
が
、
西
本
願
寺
本
・
前
田
家

本
に
比
べ
三
首
少
な
い
の
は
、
こ
の
誤
写
が
関
係
し
て
い
る
か
。
ち
な
み
に
、
前
掲

「
か
た
を
か
の
」
歌
を
除
き
、
西
本
願
寺
・
前
田
家
本
に
あ
り
、
底
本
に
な
い
歌
は

次
の
二
首
。

五
月
雨
の
夜
も
明
け
方
に
嘆
く
か
な
も
の
思
ふ
こ
と
や
あ
き
と
な
る
ら
ん

 

（
西
本
願
寺
本
・
七
二
）

沢
水
に
影
の
傾
く
青
柳
は
河
辺
の
声
を
あ
は
れ
と
や
き
く 

（
同
・
七
四
）
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九
一
番
歌

又
卯
花

白し
ら

浪な
み

の
よ
る
か
と
み
え
て
遠を
ち

方か
た

の
きす

しゑ

の
ま
に
〳
〵
咲さ

け
る
卯う

の
花

﹇
異
同
﹈　

詞
書
な
し
（
西
）、
よ
る
か
と
↓
を
る
か
と
（
西
・
前
）
お
る
（
歌
）、
す

ゑ
↓
き
し
（
西
・
前
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
き
し
の
ま
に
〳
　〵

底
本
「
す
ゑ
の
ま
に
〳
〵
」
を
西
本
願
寺
本
に
よ

り
改
め
た
。
詳
し
く
は
﹇
補
説
﹈。　

○
卯
花
と
浪　

卯
の
花
が
浪
に
見
立
て
ら
れ
る

例
は
、「
卯
の
花
の
咲
け
る
垣
根
は
み
ち
の
く
の
ま
が
き
の
島
の
浪
か
と
ぞ
み
る
（
拾

遺
・
夏
・
九
〇　

よ
み
人
し
ら
ず
）」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

﹇
通
釈
﹈　

又
卯
の
花

白
波
が
飛
沫
を
あ
げ
て
寄
る
か
と
見
え
て
、
そ
れ
は
、
遠
方
の
岸
に
沿
っ
て
咲

い
て
い
る
卯
の
花
で
あ
っ
た
よ
。

﹇
補
説
﹈　

第
四
句
は
、
底
本
で
は
「
す
ゑ
の
ま
に
ま
に
」
と
あ
る
。
こ
れ
で
歌
意
を

取
る
と
、「
梢
に
沿
っ
て
」
も
し
く
は
、「
山
頂
に
沿
っ
て
」
と
な
ろ
う
か
。
し
か
し

い
ず
れ
も
や
は
り
言
葉
が
足
り
ず
、
ま
た
「
す
ゑ
」
と
「
ま
に
ま
に
」
と
い
う
表
現

が
、
一
首
に
同
時
に
詠
み
込
ま
れ
る
他
例
も
確
認
で
き
な
い
。
西
本
願
寺
本
「
岸
」

な
ら
ば
、「
岸
の
ま
に
ま
に
」
と
い
う
表
現
は
、
例
え
ば

住
江
の
岸
の
ま
に
ま
に
昔
よ
り
か
み
や
か
は
ら
ぬ
松
や
植
ゑ
け
む

 

（
躬
恒
集
・
三
六
）

色
深
き
岸
の
ま
に
ま
に
咲
け
る
花
あ
さ
き
浪
に
は
折
ら
れ
ざ
り
け
り

 

（
順
集
・
二
四
九
）

な
ど
、
散
見
す
る
。

底
本
は
お
そ
ら
く
、
伝
写
過
程
で
、｢

支｣

を
字
母
と
す
る
「
き
」
と
、「
志
」
を

字
母
と
す
る
「
し
」
が
、「
す
ゑ
」
と
語
写
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
西

本
願
寺
本
に
よ
り
改
め
た
。

九
四
番

戀

君き
み

恋こ

ふ
る
心
こ
ゝ
ろ

はの

そ
ら
には

天あ
□

の
原
か
ひ
な
く
て
ゆ
く
月
日
な
り
け
り

﹇
異
同
﹈　

そ
ら
↓
そ
こ
（
御
）　
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

﹇
他
出
﹈　

天
徳
内
裏
歌
合
三
五
（
作
者
・
中
務
）、
金
葉
三
奏
本
三
六
三
（
作
者
・

中
務
）、
兼
盛
集
一
〇
〇

﹇
語
釈
﹈　

○
心
は
そ
ら
に　

底
本
「
こ
ゝ
ろ
の
そ
ら
は
」。
他
資
料
に
よ
り
校
訂
。

「
そ
ら
」
は
掛
詞
的
用
法
で
、「
う
わ
の
そ
ら
」
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、「
空
」
と

し
て
「
天
の
原
」
を
導
く
。﹇
補
説
﹈
参
照
。　

○
か
ひ
な
く
て　
「
か
ひ
」
は
「
甲
斐
」

と
「
櫂
」
の
掛
詞
も
考
え
ら
れ
る
か
。﹇
補
説
﹈
参
照
。

﹇
通
釈
﹈　

恋

あ
な
た
を
恋
う
私
の
心
は
浮
き
立
っ
て
落
ち
着
か
な
い
状
態
な
の
に
、
思
う
甲

斐
も
な
く
過
ぎ
て
行
く
月
日
で
あ
る
こ
と
だ
。

﹇
補
説
﹈　

天
徳
四
年
三
月
三
十
日
の
内
裏
歌
合
に
お
け
る
中
務
詠
の
一
首
。
こ
の
歌

合
は
、
題
が
「
霞
・
鶯
・
柳
・
桜
・
款
冬
・
藤
・
暮
春
・
首
夏
・
卯
花
・
郭
公
・
夏

草
・
恋
」
の
十
二
、
歌
人
は
、
左
方
が
朝
忠
・
能
宣
・
忠
見
・
順
ら
七
人
、
右
方
が

兼
盛
・
中
務
ら
四
人
で
あ
っ
た
。
歌
合
証
本
等
に
は
、
中
務
の
歌
は
、「
桜
」「
首
夏
」

及
び
「
恋
」
題
二
首
の
計
四
首
が
見
え
る
が
、
底
本
で
は
九
二
番
詞
書
に
「
村
上
御
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時
歌
合
、
右
方
に
て
」
と
し
て
、「
桜
（
九
二
番
）」、「
首
夏
（
九
三
番
）」、
当
該
歌

の
三
首
を
採
り
、
恋
歌
の
二
首
め
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
は
九
二
〜
九
四
番
歌
が
底

本
・
御
所
本
の
独
自
歌
で
あ
る
こ
と
や
、
語
句
の
異
同
を
も
含
め
て
、
問
題
点
で
あ

る
。当

該
歌
は
、『
類
従
歌
合
』
二
十
巻
本
に
よ
れ
ば
、

十
七
番　

左
勝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
宣

三
四　

 

こ
ひ
し
き
を
な
に
に
つ
け
て
か
な
ぐ
さ
め
む
ゆ
め
に
も
み
え
ず
ぬ
る
よ
な
け

れ
ば

　
　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
務

三
五　

 

き
み
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
は
そ
ら
に
あ
ま
の
は
ら
か
ひ
な
く
て
ふ
る
月
日
な
り
け

り

と
あ
り
、「
左
歌
、
頗
有
情
、
仍
為
勝
」
と
し
て
、
中
務
の
負
け
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
句
は
「
心
は
そ
ら
に
」
で
、『
金
葉
集
』（
三
奏
本
）
も
同
じ
。『
兼
盛
集
』
で
は
、

「
恋
」
題
の
五
首
の
冒
頭
に
置
か
れ
、
第
二
句
、
第
三
句
が
異
な
る
。

き
み
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
の
そ
ら
は
天
の
河
か
ひ
な
く
て
行
く
月
日
な
り
け
り

　

こ
の
『
兼
盛
集
』
歌
で
は
、「
そ
ら
」
か
ら
「
天
の
河
」
に
続
く
点
が
や
や
不
審

で
あ
る
。
ま
た
、
中
務
と
兼
盛
は
同
じ
歌
合
の
右
方
歌
人
で
あ
る
か
ら
、
中
務
詠
が

『
兼
盛
集
』
に
混
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
底
本
が
「
こ
ゝ
ろ
の
そ
ら
は
」、

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
或
い
は
中
務
の
手
元
に
残
さ
れ
た
資
料
が
そ
の
形
で
あ
っ
た

か
、
又
は
『
兼
盛
集
』
歌
と
の
関
わ
り
も
考
え
ら
れ
る
か
。
と
言
う
の
も
、
御
所
本

の
よ
う
に
「
心
の
底
は
」
と
見
る
場
合
、
続
く
表
現
と
し
て
「
天
の
河
」
が
相
応
し

い
し
、「
河
」
な
ら
ば
「
櫂
」
と
の
掛
詞
も
明
確
に
な
る
。
一
首
全
体
の
流
れ
を
考

え
る
な
ら
ば
、「
心
は
そ
ら
に
」、
す
な
わ
ち
「
貴
方
を
恋
す
る
わ
が
心
は
い
つ
も
上

の
空
で
あ
る
の
に
」
と
す
る
ほ
う
が
適
切
と
思
わ
れ
る
の
で
校
訂
し
た
が
、
次
に
示

す
よ
う
に
「
心
の
空
」
と
続
く
形
も
古
く
か
ら
あ
る
点
が
厄
介
で
あ
る
。

秋
風
は
身
を
わ
け
て
し
も
ふ
か
な
く
に
人
の
心
の
そ
ら
に
な
る
ら
む

 

（
古
今
・
恋
・
七
八
七　

友
則
）

君
を
の
み
思
ひ
や
り
つ
つ
神
よ
り
も
心
の
空
に
な
り
し
宵
か
な

 

（
拾
遺
・
雑
恋
・
一
二
四
一
、
天
暦
御
製
）

た
の
み
く
る
ひ
と
の
こ
こ
ろ
の
そ
ら
な
れ
ば
く
も
ゐ
の
か
は
に
そ
で
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る

 

（
斎
宮
女
御
集
・
一
〇
四
）

こ
れ
ら
の
例
で
は
「
心
の
」
の
「
の
」
は
主
格
で
、「
心
が
空
に
な
る
」
又
は
「
心

が
空
で
あ
る
」
の
意
と
な
る
が
、
当
該
歌
の
場
合
、
底
本
で
も
他
本
で
も
「
君
恋
ふ

る
心
の
空
は
」
と
な
っ
て
い
て
、「
の
」
は
連
体
格
で
あ
る
。
敢
え
て
底
本
の
と
お

り
「
心
の
空
は
」
を
採
る
な
ら
ば
、
一
首
の
意
は
「
貴
方
を
恋
う
わ
が
心
の
空
は
天

の
原
で
あ
る
が
、（
櫂
無
し
に
天
の
原
を
渡
り
行
く
日
月
で
は
な
い
が
）
思
う
甲
斐

も
な
く
時
が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
だ
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
の
歌
合
の
、
中
務
の
も
う
一
首
の
恋
歌
は
、

十
八
番　

左
持　
　
　
　
　
　
　

本
院
侍
従

三
六　

 

人
し
れ
ず
あ
ふ
を
ま
つ
ま
に
こ
ひ
し
な
ば
な
に
に
か
へ
た
る
い
の
ち
と
か
い

は
ん

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
務

三
七　

 

こ
と
な
ら
ば
く
も
ゐ
の
月
と
な
り
な
な
む
こ
ひ
し
き
か
げ
や
そ
ら
に
み
ゆ
る

と

で
、
こ
ち
ら
に
も
「
空
」
と
「
月
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

九
五
番

村
上
御
時
、
中
宮
の
雛
ひ
ゝ
い
な

遊あ
は
せび

に
、
七
月
七
日
、
河か

原は
ら

に
女
房
車
あ
り
、

州す

浜は
ま

な
ど
し
て
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た
な
ば
た
も
今け

日ふ

は
逢あ
ふ

瀬せ

と
聞き

く
も
の
を
か川

は
と
ば
か
り
や
見
て
帰か
へ

り
な
ん

﹇
異
同
﹈　

村
上
御
時
↓
な
し
（
西
・
前
）、
雛
合
↓
た
な
は
た
の
ゑ
の
ひ
ゝ
な
あ
そ

ひ
に
（
西
）
ひ
ゐ
な
の
あ
そ
ひ
に
（
前
）、
七
月
七
日
河
原
に
↓
か
は
ら
の
か
た
す

は
ま
つ
く
れ
り
ひ
ゝ
な
の
く
る
ま
の
か
た
七
月
七
日
（
西
）
つ
く
れ
る
く
る
ま
七
月

七
日
（
前
）、
た
な
は
た
も
↓
た
な
は
た
は
（
西
・
前
）、
か
は
↓
み
つ
（
前
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
雛
遊
び　

底
本
及
び
御
所
本
「
雛ひ
ゝ
い
な
あ
は
せ合」。「
雛
合
」
は
当
該
歌
の
み
で
、

他
本
は
「
雛
遊
び
」
で
あ
り
、「
雛
遊
び
」
な
ら
ば
他
集
に
も
見
え
る
た
め
、
校
訂

し
た
。﹇
補
説
﹈
参
照
。
雛
は
、
魔
よ
け
の
た
め
に
幼
児
の
傍
に
置
い
た
人
形
で
、

天あ
ま
が
つ児

・
這ほ

う

子こ

と
呼
ば
れ
て
古
く
か
ら
あ
り
、
祓
え
を
し
て
川
に
流
し
た
も
の
。
平
安

時
代
に
は
、
幼
児
の
雛
遊
び
が
盛
ん
に
な
り
、
ま
ま
ご
と
の
よ
う
に
し
て
遊
ん
だ
。

小
さ
な
屋
形
や
調
度
類
も
作
ら
れ
、
季
節
に
関
係
な
く
遊
戯
と
し
た
こ
と
が
物
語
類

や
日
記
な
ど
に
散
見
す
る
が
、
詳
細
は
明
確
で
は
な
い
。　

○
た
な
ば
た　

多
く
は

織
女
を
指
す
が
、
牽
牛
を
指
す
例
や
両
方
を
言
う
例
も
あ
る
。
こ
こ
は
詞
書
に
「
女

房
車
」
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
織
女
の
意
に
解
し
た
。　

○
か
は
と　
「
川
と
」

と
「
あ
れ
は
と
」
の
意
と
の
掛
詞
。「
お
も
へ
ど
も
人
め
づ
つ
み
の
た
か
け
れ
ば
か

は
と
見
な
が
ら
え
こ
そ
わ
た
ら
ね
（
古
今
・
六
五
九　

よ
み
人
し
ら
ず
）」。
当
該
歌

は
こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。﹇
補
説
﹈
参
照
。

﹇
通
釈
﹈　

村
上
天
皇
の
御
時
の
中
宮
（
安
子
）
の
雛
遊
び
に
、
七
月
七
日
、
河
原
に

女
房
車
が
あ
る
所
を
、
州
浜
な
ど
を
作
っ
て

機
女
も
今
日
は
牽
牛
に
逢
う
機
会
と
聞
く
の
に
、
こ
の
私
は
「
あ
れ
は
（
あ
の

方
か
）」
と
見
る
ば
か
り
で
帰
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

﹇
補
説
﹈　

底
本
で
は
詞
書
が
わ
か
り
に
く
い
。
西
本
願
寺
本
で
は
「
た
な
ば
た
の
絵

の
雛
遊
び
」
と
あ
る
が
、
雛
遊
び
で
、「
絵
」
の
よ
う
な
も
の
を
詠
ん
だ
か
と
見
ら

れ
る
例
と
し
て
、『
大
斎
院
前
御
集
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

う
ち
に
お
は
せ
し
時
、
ひ
ゐ
な
あ
そ
び
の
、
神
の
御
も
と
に
ま
う
で
た
る

女
を
と
こ
ま
う
で
あ
ひ
て
、
物
い
ひ
か
は
す

そ
の
か
み
は
さ
し
も
お
も
は
で
こ
し
か
ど
も
お
も
ふ
こ
と
こ
そ
こ
と
に
な
り
ぬ
れ

女
、
返
し

神
だ
に
も
い
の
る
こ
と
だ
に
あ
る
も
の
を
あ
だ
し
お
も
ひ
や
い
か
が
な
る
ら
ん

お
な
じ
ひ
ゐ
な
や
の
や
し
ろ
の
前
の
か
は
に
、
も
み
ぢ
ち
る
と
こ
ろ
に
て

か
ぜ
は
や
み
か
み
の
あ
た
り
を
は
ら
ふ
と
も
は
や
き
せ
ぜ
に
も
ち
る
も
み
ぢ
か
な

 

（
大
斎
院
前
御
集
・
六
〇
〜
六
二
）

　

波
線
を
付
し
た
の
は
、
当
該
歌
の
詞
書
を
解
釈
す
る
際
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ

る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
雛
遊
び
の
調
度
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
に
見

え
る
が
、
歌
集
に
お
け
る
「
雛
の
屋
」
の
例
が
『
御
堂
関
白
集
』
に
あ
り
、
こ
ち
ら

に
も
右
の
傍
線
部
と
関
わ
り
そ
う
な
表
現
が
あ
る
。

ふ
の
と
の
、
わ
か
み
や
の
御
ひ
ゝ
な
や
に
さ
ま
ざ
ま
の
物
う
ゑ
な
ど
し

て
、
山
の
う
へ
に
か
み
の
や
し
ろ
あ
り
、
わ
ら
は
に
み
て
ぐ
ら
も
た
せ
て
、

そ
れ
に
か
か
る

君
が
世
に
あ
ま
く
だ
り
け
る
神
な
れ
ば
千
と
せ
の
松
の
な
か
に
こ
そ
い
は
へ

 

（
御
堂
関
白
集
・
七
三
）

　
『
御
堂
関
白
集
』
の
詞
書
で
は
、「
雛
屋
」
に
様
々
な
物
を
植
え
て
お
り
、
そ
れ
も

「
山
の
上
に
神
の
社
」
が
あ
っ
て
、「
み
て
ぐ
ら
を
持
っ
た
童
」
ま
で
添
え
ら
れ
て
い

る
。「
社
」
は
『
大
斎
院
前
御
集
』
に
も
見
え
て
お
り
、
同
じ
「
ひ
ゝ
な
や
の
社
」

の
前
に
は
川
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、『
大
斎
院
前
御
集
』
の
場
合
も
、「
神
の

御
も
と
に
…
」
以
下
の
描
写
は
、
絵
と
い
う
よ
り
も
「
州
浜
」
が
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
雛
遊
び
に
州
浜
の
よ
う
な
物
が
用
い
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、「
七
月
七
日
、

河
原
に
女
房
車
あ
り
」
も
、
州
浜
の
具
体
的
な
様
子
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
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こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
お
い
た
。
た
だ
、「
七
月
七
日
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、

七
夕
の
日
で
あ
る
こ
と
を
示
す
飾
り
付
け
（
七
夕
に
牽
牛
織
女
を
祀
る
も
の
）
も
同

じ
州
浜
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

歌
は
、
七
夕
の
日
に
河
原
に
い
る
女
房
の
立
場
で
、﹇
語
釈
﹈
に
示
し
た
『
古
今
集
』

六
五
九
番
歌
の
主
旨
（
人
目
が
あ
る
た
め
に
恋
人
の
姿
を
遠
く
か
ら
見
て
い
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
）
を
踏
ま
え
、
愛
す
る
人
と
の
逢
瀬
が
叶
わ
ぬ
わ
が
身
を
、
年
に
一

度
の
逢
瀬
を
迎
え
る
織
女
と
比
べ
て
嘆
く
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
た
。

ま
た
、﹇
語
釈
﹈
で
示
し
た
よ
う
に
、
底
本
「
雛
合
」
を
「
雛
遊
び
」
に
校
訂
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
歌
の
次
に
は
、

又
れ
い
け
ん
て
ん
の
女
御
中
宮
に
た
て
ま
つ
り
給
ひ
ゝ
い
な
の
も
に
あ
し

て
に
て

白
波
に
そ
ひ
てマ

あマ

き
は
た
ち
く
ら
し
み
き
は
の
あ
し
も
そ
よ
と
い
ふ
な
り

 

（
九
六
）

又

た
な
は
た
の
こ
ゝ
ろ
や
そ
ら
に
か
よ
ふ
ら
ん
け
ふ
た
ち
わ
た
る
あ
ま
の
河
き
り

 

（
九
七
）

の
二
首
が
あ
る
。
こ
の
二
首
は
、
詞
書
か
ら
当
該
歌
に
続
く
可
能
性
が
あ
り
、
九
六

番
歌
に
「
白
波
、
汀
」、
九
七
番
歌
に
「
た
な
ば
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、

当
該
歌
を
含
め
た
三
首
（
九
五
番
〜
九
七
番
）
は
同
じ
折
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
麗
景
殿
女
御
（
荘
子
女
王
）
が
、
葦
手
を
施
し
た
裳
を
つ
け
た
雛
を
中
宮
に
奉
っ

た
」
と
い
う
詞
書
の
内
容
を
、
当
該
歌
の
そ
れ
と
合
わ
せ
て
考
え
た
場
合
、
七
夕
の

日
に
中
宮
の
許
で
、「
雛
遊
び
」
が
行
わ
れ
た
と
も
、
凝
っ
た
州
浜
や
雛
に
そ
れ
ぞ

れ
歌
を
添
え
た
形
の
も
の
を
集
め
た
一
首
の
「
物
合
＝
雛
合
」
が
行
わ
れ
た
と
も
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
後
者
と
見
る
な
ら
ば
「
雛
合
」
の
ま
ま
で
良
く
、

校
訂
は
不
要
と
な
る
。

九
九
番

法
師
、
深ふ
か

き
山や
ま

に
居ゐ

た
る
と
こ
ろ

跡あ
と

絶た

え
て
入い

り
に
し
日
よ
り
吉よ
し

野の

山
滝た
き

の
音を
と

に
も
人
の
聞□

こ□

え□

ぬ□

﹇
異
同
﹈　

吉
野
山
↓
に
し
山
の
（
西
）、
ふ
し
の
や
ま
（
前
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
吉
野
山　

西
本
願
寺
本
は
「
西
山
」
と
し
、
前
田
本
は
「
富
士
の
山
」

と
す
る
。
し
か
し
、
吉
野
山
の
歌
に
は
滝
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
を
複
数
指
摘
出
来
る

の
で
、
底
本
及
び
御
所
本
の
表
記
が
最
も
適
切
と
判
断
し
た
。「
よ
し
の
や
ま
た
き

の
し
ら
い
と
と
ぢ
つ
れ
ど
は
や
く
し
り
に
し
こ
ゑ
は
わ
す
れ
ず
（
西
本
願
寺
本
中
務

集
・
一
四
七
）」。「
み
よ
し
野
の
山
よ
り
お
つ
る
た
き
つ
せ
の
は
や
く
な
り
せ
ば
ま

ち
も
し
て
ま
し
（
元
良
親
王
集
・
一
四
八
）」。　

○
跡
絶
え
て　

世
間
と
の
交
渉
を

断
ち
、
ゆ
く
え
を
く
ら
ま
し
て
、
の
意
。　

○
人
の
聞
こ
え
ぬ　

底
本
で
は
「
き
」

以
下
は
判
読
し
が
た
い
が
、
他
本
に
従
う
。
ま
た
、
こ
こ
は
「
音
に
も
人
の
聞
く
」、

す
な
わ
ち
人
が
噂
に
聞
く
の
意
を
こ
め
つ
つ
「
聞
こ
え
ぬ
」
と
否
定
し
た
も
の
か
。

或
い
は
、
滝
の
音
は
そ
こ
に
あ
り
な
が
ら
、
人
か
ら
音
信
が
無
い
の
意
か
。﹇
補
説
﹈

参
照
。

﹇
通
釈
﹈　

法
師
が
深
い
山
に
座
し
て
い
る
と
こ
ろ

世
間
と
の
交
渉
を
断
っ
て
山
に
入
っ
た
日
か
ら
、
こ
の
吉
野
山
で
は
、
滝
の
音

は
し
て
も
、
人
の
音
信
は
聞
か
れ
な
い
こ
と
だ
。

﹇
補
説
﹈　

深
山
で
修
行
す
る
僧
の
絵
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
若
紫

巻
の
冒
頭
部
に
登
場
す
る
「
北
山
の
聖
」
の
よ
う
な
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、

下
句
は
い
さ
さ
か
解
し
に
く
い
。
木
船
『
注
釈
』
は
、「
姿
を
隠
し
て
入
っ
て
来
て
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し
ま
っ
た
日
か
ら
、
吉
野
山
は
、
滝
の
音
に
も
、
人
の
声
は
聞
こ
え
な
い
」
と
訳
し
、

「
聞
こ
え
る
の
は
、
た
だ
滝
の
音
だ
け
。
塵
界
を
遠
く
へ
だ
て
た
、
静
寂
の
境
。
そ

し
て
孤
独
」
と
解
説
す
る
。
し
か
し
、
中
務
の
歌
の
技
巧
的
な
傾
向
か
ら
見
て
、「
滝

の
音
に
も
人
の
聞
こ
え
ぬ
」
は
、「
音
に
聞
く
」
や
「
音
に
聞
こ
ゆ
」、「
人
の
聞
こ
ゆ
」

な
ど
が
絡
み
合
っ
た
表
現
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
人
の

聞
こ
え
ぬ
」
を
音
信
が
無
い
意
に
取
っ
て
解
釈
し
た
。
た
だ
、「
音
」
に
「
音
信
」

や
「
噂
」
の
意
を
掛
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
用
例
は
多
く
は
な
い
。

あ
ふ
こ
と
は
雲
ゐ
は
る
か
に
な
る
神
の
音
に
き
き
つ
つ
恋
ひ
や
わ
た
ら
ん

 

（
貫
之
集
・
五
五
一
）

あ
し
わ
く
る
程
に
き
に
け
り
た
つ
浪
の
お
と
に
き
き
て
し
こ
や
な
に
は
が
た

 

（
和
泉
式
部
集
・
六
六
六
）

　

中
に
は
、
い
さ
さ
か
時
代
は
下
る
が
、
滝
の
音
が
詠
ま
れ
た
例
も
あ
る
。

会
坂
の
関
屋
も
い
づ
ら
や
ま
し
な
の
音
羽
の
滝
の
音
に
き
き
つ
つ

 
（
金
槐
集
・
四
六
一
）

　

絵
の
法
師
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、
次
の
歌
が
参
考
に
な
ろ
う
。

ゑ
に
、
山
寺
ほ
ふ
し
の
ゐ
た
る
所
に
、
き
こ
り
と
か
や
の
か
へ
る
所
に

す
み
か
ぞ
と
お
も
ふ
も
か
な
し
く
る
し
き
を
こ
り
つ
つ
人
の
帰
る
山
辺
に

 

（
和
泉
式
部
集
・
一
一
五
）

　

こ
の
和
泉
式
部
の
歌
は
、
画
中
の
山
寺
法
師
の
立
場
で
「
栖
ぞ
と
思
ふ
も
か
な
し
」

と
詠
ん
で
い
る
。
当
該
歌
も
、
法
師
の
立
場
で
そ
の
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、「
跡
絶
え
て
入
り
に
し
」
あ
た
り
に
、
法
師
で
は
な
い
側
の
、
す
な
わ
ち
法

師
と
別
離
し
た
身
内
や
親
し
か
っ
た
人
々
の
心
情
を
も
想
像
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、

重
ね
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
可
能
に
も
思
わ
れ
て
来
る
。

一
〇
一
番
歌

旅た
び

人
あ
り
、
雁か
り

な
き
て
わ
た
る

行ゆ

く
を
た
ゝ
思思ひ
や
ら
な
ん
雁か
り

が
ね
の
か
へ
る
声こ
ゑ

だ
に
き
か
ぬ
雲
居ゐ

を

﹇
異
同
﹈　

旅
人
↓
た
ひ
ゆ
く
ひ
と
（
西
・
前
・
歌
）、
か
り
な
き
て
わ
た
る
↓
か
り

な
く
（
西
）
な
し
（
前
・
歌
）、
か
り
か
ね
↓
か
り
の
ね
（「
の
」
右
傍
に
「
か
」）（
前
）、

か
へ
る
↓
か
よ
ふ
（
前
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
雁
が
ね
の
か
へ
る
声　
「
帰
雁
」
は
春
に
な
り
北
国
へ
帰
っ
て
い
く
雁

を
指
し
、「
燕つ
ば
め

来く
る　

時と
き

尓に

成な
り

奴ぬ

等と　

鴈か
り
が
ね
は

之
鳴
者　

本く
に
し
の
び
つ
つ

郷
思
都
追　

雲く
も

隠が
く
れ

喧な
く
（
万
葉
・

巻
一
九
・
四
一
四
四
）」
な
ど
早
く
か
ら
歌
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。『
古
今
集
』

に
も
「
帰
雁
を
よ
め
る
」
の
詞
書
が
見
ら
れ
「
春
霞
立
つ
を
見
す
て
て
行
く
雁
は
花

な
き
里
に
住
み
や
な
ら
へ
る
（
春
上
・
三
一
・
伊
勢
）」
の
歌
が
載
る
。　

○
雲
居　

遥
か
に
遠
く
離
れ
た
場
所
、
遠
方
の
意
。

﹇
通
釈
﹈　

旅
人
が
い
る
、
雁
が
鳴
い
て
渡
る

旅
立
っ
て
行
く
の
を
ど
う
か
思
い
や
っ
て
ほ
し
い
。
雁
の
帰
る
声
さ
え
聞
こ
え

な
い
ほ
ど
遠
い
場
所
へ
行
く
私
を
。

一
〇
二
番
歌

行ゆ

く
人
に
添そ

ふ
る
心こ

ゝ
ろの

あ
や
し
く
も
し
る
べ
な
き
ご
と
惑ま

ど

ひ
ぬ
る
か
な

﹇
異
同
﹈　

ま
と
ひ
ぬ
る
↓
ま
と
は
る
ゝ
（
前
）、
し
る
へ
な
き
こ
と
↓
し
る
人
な
き
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と
（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

新
後
拾
遺
集
八
四
五

﹇
語
釈
﹈　

○
行
く
人
に
添
ふ
る
心　
「
行
く
人
」
は
旅
人
の
こ
と
。
一
〇
一
番
歌
が

旅
人
側
か
ら
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
当
該
歌
は
見
送
る
側
の
立
場
か
ら
詠

ま
れ
る
。　

○
し
る
べ
な
き
ご
と　

道
案
内
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
。「
ご
と
」
は

「
ご
と
く
」
と
同
じ
。　

○
惑
ひ
ぬ
る
か
な　
『
新
後
拾
遺
集
』
で
は
前
田
家
本
と
同

様
「
ま
と
は
る
ゝ
か
な
」
で
採
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
底
本
に
従
う
。

﹇
通
釈
﹈　

旅
立
っ
て
い
く
人
に
寄
り
添
っ
た
私
の
心
は
、
道
標
が
な
い
か
の
よ
う

に
、
お
か
し
な
ま
で
に
さ
迷
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

一
〇
三
番
歌

たた

と

へ

な

く

つ
と
き
く
空そ

ら

を
な
が
め
て
春は

る

霞が
す
み

か
り
の
別な

が
めれ

ぞ
か
な
し
か
り
け
る

﹇
異
同
﹈　

た
と
へ
な
く
↓
た
つ
と
き
く
（
西
・
前
・
歌
）、
は
る
か
す
み
↓
か
り
か

ね
の
は
る
か
す
み
（「
か
り
か
ね
の
」
に
見
せ
消
ち
）（
前
）、
か
り
↓
か
ひ
（「
ひ
」

右
傍
に
「
り
」）（
前
）、
な
か
め
↓
わ
か
れ
（
西
・
前
・
歌
）、
か
な
し
か
り
け
る
↓

は
か
な
か
り
け
る
（
西
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
た
つ
と
き
く　

底
本
は
「
た
と
へ
な
く
」
だ
が
「
春
霞
」
と
の
繋
が
り

を
考
え
れ
ば
「
た
つ
」
の
方
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
た
め
、
他
本
に
従
い
「
た
つ
と
き

く
」
に
改
め
た
。
木
船
注
釈
で
は
「〈
た
つ
〉
は
春
霞
が
立
つ
意
に
出
発
す
る
意
を

重
ね
る
」
と
す
る
。「
き
く
」
は
見
送
る
側
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。　

○
か
り
の
別

れ　

底
本
は
「
な
か
め
」
で
あ
る
が
、
当
該
歌
以
外
に
用
例
が
見
出
せ
ず
、
上
句
の

「
な
が
め
て
」
と
も
語
句
が
重
複
し
て
し
ま
う
た
め
、
他
本
に
よ
り
「
別
れ
」
に
改

め
た
。「
春
に
な
る
と
飛
び
去
っ
て
い
く
雁
（
旅
人
）
と
の
別
れ
の
よ
う
に
」
の
意
。

雁
が
毎
年
秋
に
飛
来
し
春
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
「
仮
の
別
れ
」
の
意
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
多
い
表
現
。

﹇
通
釈
﹈　

春
霞
が
立
ち
、
あ
な
た
が
出
立
す
る
と
聞
く
空
を
し
み
じ
み
眺
め
て
い
る

と
、
あ
な
た
と
の
別
れ
は
一
時
で
あ
っ
て
も
悲
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
よ
。

﹇
補
説
﹈　

一
〇
一
番
歌
か
ら
一
〇
三
番
歌
は
、
い
ず
れ
も
帰
雁
と
旅
人
に
つ
い
て
詠

ま
れ
て
お
り
、
同
一
の
絵
を
も
と
に
し
た
と
思
わ
れ
る
贈
答
形
式
の
歌
群
で
あ
る
。

な
お
西
本
願
寺
本
・
歌
仙
歌
集
本
・
前
田
家
本
で
は
一
〇
一
番
歌
と
一
〇
二
番
歌
と

の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
詞
書
も
一
〇
二
番
（
西
本
一
〇
七
番
）
歌
に
付
さ

れ
て
い
る
。

一
〇
六
番
歌

荒あ

れ
た
る
家い
え

に
も
み
ぢ
見
た
る
所

空そ
ら

見
え
て
影か
げ

も
隠か
く

れ
ぬ
ふ
る
さ
と
は
も
み
ぢ
葉ば

さ
へ
ぞ
と
ま
ら
ざ
り
け
る

﹇
異
同
﹈　

あ
れ
た
る
い
ゑ
に
↓
あ
れ
た
る
や
と
の
（
西
）
あ
れ
た
る
人
の
い
へ
の
う

ち
に
（
歌
）、
も
み
ち
見
た
る
↓
も
み
ち
う
ち
に
ち
り
い
り
た
る
（
西
）
紅
葉
ち
り

入
り
た
る
（
歌
）
も
み
ち
ゝ
り
い
れ
る
（
前
）、
そ
ら
見
え
て
↓
そ
ら
見
て
る
（
歌
）

そ
ら
さ
え
て
（
前
）、
か
け
も
か
く
れ
ぬ
↓
け本

に
も
か
ゝ
れ
る
（
歌
）、
ふ
る
さ
と
は

↓
ふ
る
も
と
は
（
御
）、
も
み
ち
は
さ
へ
そ
↓
も
み
ち
さ
へ
に
そ
（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
影
も
隠
れ
ぬ　

こ
の
場
合
の
「
影
」
は
月
の
光
か
。
次
の
よ
う
な
歌
が

参
考
と
な
る
。「
荒
れ
た
れ
ば
影
も
隠
れ
ぬ
我
が
宿
の
に
は
の
ど
か
な
る
春
の
夜
の

月
（
古
今
六
帖
・
二
八
四
・
よ
み
人
知
ら
ず
）」。　

○
ふ
る
さ
と　

通
常
は
荒
れ
果
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て
た
土
地
や
昔
都
の
あ
っ
た
場
所
と
い
っ
た
意
で
使
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
荒
れ
た

家
を
指
す
。「
ふ
る
」
は
「
古
」
と
「
降
る
」
の
掛
詞
。

﹇
通
釈
﹈　

荒
れ
て
し
ま
っ
た
家
で
紅
葉
を
見
て
い
る
所

空
が
見
え
、
月
影
も
隠
れ
る
こ
と
な
く
差
し
入
っ
て
く
る
古
び
た
家
に
は
、
紅

葉
の
葉
さ
え
止
ま
ら
ず
降
っ
て
く
る
こ
と
だ
よ
。

﹇
補
説
﹈　

詞
書
の
「
も
み
ぢ
見
た
る
と
こ
ろ
」
は
、
底
本
以
外
の
諸
本
で
は
「
ち
り

入
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
底
本
の
ま
ま
で
も
解
せ
る
た
め
校
訂
は
行
わ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
壊
れ
た
屋
根
の
間
か
ら
紅
葉
が
降
っ
て
く
る
様
子
を
詠
ん
だ
当
該
歌
に

は
、「
ち
り
入
る
」
の
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
伝
写
過
程
で
、「
ち
り
入
る
」
の
「
り

入
」
が
、「
見
」
に
誤
写
さ
れ
た
可
能
性
が
想
像
さ
れ
る
。

一
〇
七
番
歌

七た
な
ば
た夕
祭ま
つ
り　

さ
よ
ふ
け
ぬ
今い

ま

渡わ
た

る
ら
ん
天あ
ま

の
河か
わ

か
げ
こ
そ
見
え
ね
水み
づ

騒さ
わ

ぐ
ら
し

﹇
異
同
﹈　

た
な
は
た
ま
つ
り
↓
た
な
は
た
の
ゑ
あ
る
に
（
西
）
た
な
は
た
の
ゑ
に

（
歌
）
ゑ
に
た
な
は
た
（
前
）、
さ
よ
ふ
け
ぬ
↓
さ
よ
ふ
け
て
（
西
・
前
・
歌
）、
い

ま
わ
た
る
ら
ん
↓
今
日
わ
た
る
ら
ん
（
西
）
今
わ
た
る
ら
し
（
歌
）、
か
け
こ
そ
見

え
ね
↓
か
け
に
そ
み
え
ね
（
歌
）、
み
つ
さ
は
く
ら
し
↓
み
つ
ま
さ
る
ら
し
（
西
・

歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
水
騒
ぐ
ら
し　

七
夕
の
日
、
牽
牛
と
織
女
が
逢
う
た
め
に
天
の
河
を
渡

り
、
そ
の
た
め
に
水
が
騒
ぐ
と
い
う
表
現
は
「
天あ
ま
の

河が
は　

浮う
き

津つ

之の

浪な
み

音と　
佐さ

和は

久く

奈な

里り

吾わ
が

待ま
つ

君き
み

思し　
舟ふ
な

出で

為し

良ら

之し

母も

（
巻
八
・
一
五
二
一
）」
な
ど
、『
万
葉
集
』
か
ら
見
え
る
。

﹇
通
釈
﹈　

七
夕
祭

夜
が
更
け
た
。
今
牽
牛
は
天
の
河
を
渡
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
渡
る
姿

こ
そ
見
え
な
い
が
、
水
が
音
を
た
て
て
い
る
ら
し
い
。

一
〇
八
番
歌

村
上
御
時
に
入い

れ
文も

字じ

の
歌哥

お
ほ
せ
に
て
上か
み

に
は
滝た
き

下し
も

に
は
泡あ
は

を
入い

れ
さ

せ
給給

ふ
に

世よ

々ゝ
を
へ
て
落お

ち
く
る
滝た
き

の
白し
ら

糸い
と

に
ぬ
け
る
玉た
ま

と
は
泡あ
は

や
な
る
ら
ん

﹇
異
同
﹈　

い
れ
も
し
の
哥
お
ほ
せ
に
て
↓
又
み
や
の
お
ほ
せ
こ
と
あ
り
て
（
前
）
れ

い
も
ゝ
し
の
お
ほ
せ
こ
と
あ
り
て
（
西
）
い
れ
も
し
の
お
ほ
せ
こ
と
あ
り
て
（
歌
）、

か
み
に
は
た
き
し
も
に
は
あ
は
を
い
れ
さ
せ
給
に
↓
上
た
い
き
と
い
ふ
又
み
や
あ
り

や
と
い
う
と
い
れ
さ
せ
た
ま
ふ
（
前
）
き
よ
た
き
の
と
い
ふ
も
し
あ
り
や
と
い
ふ
と

い
れ
さ
せ
給
ふ
（
西
）
上
た
き
と
い
ふ
し
も
あ
り
と
い
ふ
こ
と
を
い
れ
さ
せ
給
て

（
歌
）、
し
ら
い
と
に
↓
し
ら
い
と
は
（
歌
）、
な
る
ら
ん
↓
み
ゆ
ら
ん
（
前
）
み
る

ら
ん
（
西
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
入
れ
文
字　

同
様
の
他
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
〇
八
番

歌
の
内
容
か
ら
、
歌
の
中
に
指
示
さ
れ
た
語
句
を
挿
入
し
て
詠
む
技
法
か
。
木
船

『
注
釈
』
で
は
、
特
定
の
文
字
を
読
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
上
句

に
「
滝
」、
下
句
に
「
泡
」
を
入
れ
た
歌
の
こ
と
で
あ
る
。　

○
滝　

滝
を
素
材
に
し

た
歌
は
、
平
安
期
に
入
る
と
、
水
を
糸
、
し
ぶ
き
を
白
玉
に
た
と
え
る
も
の
が
増
え

る
。「
流
れ
く
る
滝
の
糸
こ
そ
弱
か
ら
し
ぬ
け
ど
乱
れ
て
落
つ
る
白
玉
（
拾
遺
・
雑

上
・
四
四
八　

貫
之
）」
等
。
右
記
の
よ
う
に
「
繰
る
」
な
ど
「
糸
」
の
縁
語
を
織
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り
込
む
も
の
も
多
く
、
当
該
歌
第
二
句
も
そ
の
よ
う
な
趣
向
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
同
様
の
趣
向
の
中
務
歌
と
し
て
「
君
が
く
る
宿
に
た
え
せ
ぬ
滝
の
糸
は
へ

て
見
ま
ほ
し
き
物
に
ぞ
有
け
る
（
拾
遺
・
雑
上
・
四
四
六
）」
が
挙
げ
ら
れ
る
。　　

○
泡　

右
記
の
よ
う
に
、
し
ぶ
き
を
「
白
玉
」
と
す
る
歌
は
多
い
が
、
滝
の
泡
を

「
玉
」
と
た
と
え
る
歌
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。「
み
よ
し
の
の
よ
し
の
の
た
き
に
う
か

び
い
づ
る
あ
わ
を
か
た
ま
の
き
ゆ
と
見
つ
ら
む
（
古
今
・
物
名
・
四
三
一　

友
則
）」

「
は
る
く
れ
ば
た
き
の
し
ら
い
と
い
か
な
れ
や
む
す
べ
ど
も
な
ほ
あ
は
に
見
ゆ
ら
ん

（
拾
遺
・
雑
春
・
一
〇
〇
四　

貫
之
）」
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。　

○
な
る

ら
ん　

西
本
願
寺
本
・
歌
仙
歌
集
本
に
「
み
る
ら
ん
」、
前
田
家
本
に
「
み
ゆ
ら
ん
」。

「
泡
」
を
「
玉
」
と
見
立
て
る
の
だ
か
ら
、
和
歌
表
現
と
し
て
は
、
右
の
歌
の
よ
う

に
「
み
ゆ
ら
ん
」
と
す
る
も
の
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
底
本
を
尊
重
す

る
立
場
か
ら
、
改
訂
は
行
わ
な
か
っ
た
。

﹇
通
釈
﹈　

村
上
の
御
時
に
入
れ
文
字
の
歌
を
仰
せ
つ
け
に
な
り
、
上
の
句
に
は
滝
、

下
の
句
に
は
泡
と
い
う
文
字
を
入
れ
さ
せ
な
さ
る
の
に

世
々
を
経
て
落
ち
て
く
る
滝
の
白
糸
に
貫
か
れ
る
玉
と
、
泡
は
な
る
の
だ
ろ
う

か
。一

〇
九
番
歌

又

つ
き
も
せ
ず
落お

ち
く
る
滝た

き

の
白し

ら

糸い
と

は
結む

す

び
し
泡あ

は

や
数か

ず

は
そ
ふ
ら
ん

﹇
異
同
﹈　

西
本
願
寺
本
に
は
当
該
歌
な
し
。
白
糸
は
↓
白
糸
も
（
歌
）、
そ
ふ
ら
ん

↓
し
る
ら
ん
（
前
・
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
そ
ふ　

増
え
る
、
重
ね
る
と
い
っ
た
意
で
、
同
時
代
の
和
歌
に
お
け
る

用
例
は
多
く
な
い
。「
万
代
に
千
と
せ
を
そ
へ
て
み
つ
る
か
な
岩
ほ
な
が
ら
に
ひ
け

る
小
松
を
（
元
輔
集
・
四
〇
）」
な
ど
。「
数
そ
ふ
」
は
、
後
代
で
は
祝
意
の
表
現
と

し
て
多
く
用
い
ら
れ
る

﹇
通
釈
﹈　

又

尽
き
る
こ
と
も
な
く
落
ち
て
く
る
滝
の
白
糸
は
、
結
ん
だ
泡
の
数
を
増
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

﹇
補
説
﹈　

一
〇
八
・
一
〇
九
番
歌
は
、
一
〇
九
番
歌
の
「
又
」
と
い
う
詞
書
と
歌
意

か
ら
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
一
〇
八
番
歌
の
詞
書
は
諸

本
で
大
き
く
異
な
る
。
底
本
は
「
村
上
御
時
に
入
れ
文
字
の
歌
お
ほ
せ
に
て
、
上
に

は
滝
下
に
は
泡
を
入
れ
さ
せ
給
ふ
に
」、
前
田
家
本
は
「
村
上
御
時
に
又
宮
の
お
ほ

せ
ご
と
あ
り
て
、
上
た
い
き
と
い
ふ
又
宮
あ
り
や
と
い
う
と
入
れ
さ
せ
給
ふ
」、
西

本
願
寺
本
は
「
村
上
御
時
に
れ
い
も
も
じ
の
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
て
、
き
よ
た
き
の
と

い
ふ
文
字
あ
り
や
と
い
ふ
と
入
れ
さ
せ
給
ふ
」、
歌
仙
歌
集
本
は
「
村
上
御
時
に
入

れ
文
字
の
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
て
、
上
た
き
と
い
ふ
し
も
あ
り
と
い
ふ
こ
と
を
い
れ

あ
っ
せ
給
ひ
て
」
と
な
っ
て
い
る
一
〇
八
・
一
〇
九
番
歌
と
も
に
上
の
句
に
「
滝
」、

下
の
句
に
「
泡
」
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
底
本
以
外
を
取
る
と
歌
と
の
整
合
性
に
欠

け
る
た
め
、
底
本
の
詞
書
が
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一
〇
番
歌

竹た
け

を

雪ゆ
き

多お
ほ

み
枝え

だ

は
な
び
け
ど
く
れ
た
け
の
下し

た

に
変か

は
ら
ぬ
よ
こ
そ
み
え
け
れり

﹇
異
同
﹈　

た
け
を
↓
を
な
し
（
前
）　

お
ほ
み
↓
お
も
み
（
前
・
西
・
歌
）　

え
た
は
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↓
え
た
に
（
西
）　

し
た
↓
し
も
（
歌
）　

か
は
ら
ぬ
↓
か
よ
は
ぬ
（
前
・
西
）　

よ

↓
夜
（
西
）　

み
え
け
り
↓
み
え
け
れ
（
前
・
西
）
み
え
け
る
（
歌
）

﹇
他
出
﹈　

な
し

﹇
語
釈
﹈　

○
ゆ
き
お
ほ
み　

他
本
は
「
ゆ
き
お
も
み
」。「
ゆ
き
お
ほ
み
」
の
用
例
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。「
ゆ
き
お
も
み
」
も
同
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
用
例
は
見
ら
れ
な
い

が
、「
雪
お
も
み
し
だ
れ
る
み
さ
の
枝
な
れ
ば
さ
は
る
を
が
さ
に
し
ぐ
れ
お
つ
な
り

（
夫
木
・
七
二
〇
〇　

俊
頼
）
の
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

当
該
歌
は
「
ゆ
き
お
ほ
み
」
の
ま
ま
で
も
意
味
が
通
る
の
で
底
本
の
ま
ま
と
す
る
。

○
な
び
く　

風
、
水
な
ど
の
力
に
よ
り
、
そ
れ
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
形
に
な
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
な
意
味
の
「
な
び
く
」
を
用
い
る
和
歌
で
は
「
雲
」「
煙
」「
風
」
な
ど
を

伴
う
こ
と
が
多
く
、
雪
に
よ
り
枝
が
な
び
く
と
い
う
例
は
同
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
「
な
び
く
」
に
は
、
人
の
意
に
従
う
と
い
っ
た
意
味
も
あ
り
、
そ
れ
を
掛
け
た

例
も
見
い
だ
せ
る
（「
た
ま
さ
か
に
い
ひ
な
び
け
た
る
く
れ
た
け
の
ふ
し
ど
こ
ろ
な

き
こ
と
の
わ
り
な
さ
（
重
家
集
・
五
五
一
）」）。
こ
う
い
っ
た
趣
向
を
意
識
し
た
も

の
か
。　

○
く
れ
た
け
の　
「
も
も
し
き
の
花
の
に
ほ
ひ
は
く
れ
た
け
の
よ
よ
に
も
に

ず
と
き
く
は
ま
こ
と
か
（
伊
勢
集
・
二
二
七
）」
な
ど
が
あ
る
。
時
代
が
下
る
と
「
み

ど
り
に
て
い
ろ
も
か
は
ら
ぬ
く
れ
た
け
の
よ
の
な
が
き
を
や
秋
と
し
る
ら
ん
」
な

ど
、
祝
意
を
込
め
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
も
、「
か
は
ら
ぬ
よ
」
を
導
き
、

祝
意
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。　

○
変
は
ら
ぬ
よ　

西
本
願
寺
本
に
「
夜
」
と

あ
る
が
、
雪
の
「
下
」
に
見
え
る
も
の
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
呉
竹
の
「
節
」

を
当
て
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
世
」
を
掛
け
て
い
る
も
の
と
考
え

得
る
。　

○
み
え
け
り　

係
り
結
び
の
関
係
が
妥
当
す
る
の
で
、
前
田
家
本
・
西
本

願
寺
本
に
よ
り
「
み
え
け
れ
」
に
改
め
た
。

﹇
通
釈
﹈　

竹
を

雪
が
多
い
の
で
、
枝
は
な
び
い
て
い
る
け
れ
ど
、
呉
竹
の
（
雪
の
）
下
に
は
変

わ
ら
な
い
節
が
見
え
る
よ
う
に
、
変
わ
ら
な
い
世
の
中
が
見
え
る
こ
と
よ
。

﹇
補
説
﹈　

当
該
歌
は
、
詠
歌
の
状
況
を
限
定
で
き
な
い
。
一
〇
九
番
歌
を
見
る
と
、

「
つ
き
も
せ
ず
」「
数
は
そ
ふ
」
と
い
っ
た
、
祝
意
を
読
み
取
れ
る
句
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
一
一
〇
番
歌
も
そ
の
流
れ
に
沿
う
も
の
と
考
え
る
と
「
変
は
ら
ぬ
よ
」
を

「
世
の
中
」
と
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
第
二
句
に
あ
る
「
な
び
く
」

と
い
う
語
は
、
男
女
の
仲
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
で
あ
り
、
当
該
歌
も
男
女

の
仲
を
想
定
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
祝
意
を
意
識
し
た
通

釈
と
し
た
。

高
野　

晴
代
（
日
本
女
子
大
学
教
授
）

高
野
瀬
惠
子
（
都
留
文
科
大
学
非
常
勤
講
師
）

森
田　

直
美
（
国
文
学
研
究
資
料
館
機
関
研
究
員
）

時
田　

麻
子
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
修
了
）

曾
和
由
記
子
（
同
博
士
課
程
前
期
在
学
）

佐
藤　

千
恵
（
同
博
士
課
程
前
期
在
学
）

武
藤　

菜
海
（
同
博
士
課
程
前
期
在
学
）

青
木
茉
莉
絵
（
同
博
士
課
程
前
期
在
学
）


