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一
、
は
じ
め
に
 
 
 

『
枕
草
子
』
研
究
に
お
け
る
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
る
章
 
 

段
に
偏
り
の
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
ほ
と
ん
ど
 
 

注
目
さ
れ
な
い
箇
所
に
も
立
ち
止
ま
っ
て
み
る
べ
き
一
例
と
し
て
、
「
風
 
 

は
」
の
段
末
尾
、
「
九
月
つ
ご
も
り
 

三
巻
本
と
能
因
本
で
直
後
に
位
置
す
る
「
野
分
の
ま
た
の
日
こ
そ
」
の
段
 
 

は
、
『
源
氏
物
声
（
以
下
濾
氏
』
）
野
分
巻
と
の
関
係
を
中
心
に
、
比
 
 

較
的
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
段
に
つ
い
て
は
、
注
釈
書
類
で
も
 
 

あ
ま
り
注
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
枕
草
子
』
の
本
質
を
明
ら
 
 

か
に
す
る
た
め
に
、
重
要
な
文
章
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

前
稿
で
『
枕
草
子
』
を
表
現
史
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
 
 

べ
た
が
川
、
本
稿
は
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。
用
例
 
 

を
あ
え
て
多
め
に
挙
げ
た
の
で
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
寛
恕
さ
れ
た
い
。
 
 

な
お
、
五
節
で
「
ま
と
め
」
と
し
て
二
節
か
ら
四
節
の
要
点
を
述
べ
た
。
 
 
 

ま
ず
、
「
風
は
」
の
段
の
全
文
を
挙
げ
て
お
く
。
本
文
・
章
段
番
号
は
 
 

聾
子
「
風
は
」
竃
「
黄
な
る
木
の
葉
ど
も
の
ほ
ろ
ほ
ろ
七
こ
ぼ
れ
落
つ
る
…
…
」
と
和
漢
の
伝
統
 
 
 

－
黄
葉
紛
々
如
涙
庭
と
、
文
脈
の
ス
リ
カ
エ
ー
 
 

松
尾
聴
氏
・
永
井
和
子
氏
校
注
・
訳
覇
編
日
本
古
典
文
学
全
き
（
以
 
 

下
－
新
全
集
』
）
に
拠
る
が
、
改
行
箇
所
は
変
え
た
所
が
あ
る
。
傍
線
や
 
 

括
弧
等
は
す
べ
て
塙
者
に
拠
る
。
他
書
の
引
用
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
旧
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
新
字
体
に
改
め
た
。
 
 
 

回
風
は
 
嵐
。
ヨ
矧
ば
別
別
の
夕
暮
に
、
ゆ
る
く
吹
き
た
る
雨
風
。
八
1
 
 

綿
衣
の
か
か
り
た
る
を
、
生
絹
の
単
衣
重
ね
て
着
た
る
も
、
い
と
を
 
 

か
し
。
こ
の
生
絹
だ
に
い
と
所
せ
く
暑
か
は
し
く
、
取
り
捨
て
ま
ほ
 
 

雨
の
あ
し
横
ざ
ま
に
、
さ
わ
 
 

し
か
り
し
に
、
い
つ
の
ほ
ど
 
 

た
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
を
か
し
け
れ
。
九
月
つ
 
 

し
。
暁
に
格
子
、
妻
戸
を
押
し
あ
け
た
れ
ば
、
嵐
の
さ
と
顔
に
し
み
 
 
 

封
ぺ
空
う
ち
曇
り
て
、
風
の
い
と
さ
わ
が
し
く
吹
き
て
、
黄
な
る
葉
 
 

ど
も
の
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
桜
の
 
 

葉
、
椋
の
葉
こ
そ
い
と
と
く
は
落
つ
れ
。
十
 
 

か
る
所
の
庭
は
、
い
と
め
で
た
し
。
 
 

カ
 
 り
 
 に
、
雨
に
ま
じ
り
て
吹
き
た
る
風
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
 
 
 

中
 
 

カ
 
 

に
か
く
な
り
ぬ
る
に
か
と
 
 

島
 
 

た
る
に
、
夏
と
ほ
し
た
る
 
 

こ
 
 和

 
歌
 
子
 
 

も
り
、
十
月
の
こ
 
 

か
り
 
 

（
一
八
八
段
）
 
 
 

思
ふ
も
を
か
 
 

に
木
立
お
ほ
 
 

－21－  



く り 草 
「 「 

月 

参 

三ばかり」以下につい 

も 
い 橋亨 

か て、 
『 

こと 講 

文 
三巻 

』 

の 

枕草子座 第「 
なお   

「 

枕  

三
＝
風
の
い
と
さ
わ
が
し
く
吹
き
て
、
 
 

能
＝
風
の
い
た
う
吹
く
に
、
 
 

堺
＝
こ
の
は
さ
そ
ふ
か
ぜ
の
さ
は
が
し
う
ふ
き
た
る
に
、
 
 

こ
 
 

前
＝
木
の
葉
さ
そ
ふ
風
の
さ
わ
が
し
く
吹
き
た
る
に
 
 

三
＝
黄
な
る
葉
ど
も
の
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぽ
れ
落
つ
る
、
 
 

能
＝
黄
な
る
木
の
葉
な
ど
、
も
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
、
 
 

堺
＝
き
の
は
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
を
つ
る
こ
そ
、
 
 

こ
 
 

前
＝
木
の
葉
の
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ほ
れ
滞
っ
る
こ
そ
 
 

三
＝
い
と
あ
は
れ
な
り
。
 
 

能
＝
い
と
あ
は
れ
な
り
。
 
 

堺
＝
い
と
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。
 
 
 

堺
＝
お
な
じ
月
の
つ
ご
も
り
、
十
月
の
つ
い
た
ち
な
ど
に
、
 
 

前
＝
同
じ
月
の
つ
ご
も
り
・
十
月
の
つ
い
た
ち
な
ど
に
、
 
 

能
因
本
（
能
）
…
松
尾
氏
・
永
井
氏
校
注
・
訳
『
日
本
古
典
文
学
全
 
 

集
』
 
（
以
下
『
旧
全
集
』
）
一
入
五
段
 
 

堺
 
 
本
（
堺
）
…
速
水
博
司
氏
著
『
堺
本
枕
草
子
評
釈
』
ニ
ー
三
段
 
 
 

前
田
家
本
（
前
）
…
田
中
重
太
郎
氏
校
註
『
枕
冊
子
新
註
（
前
田
家
本
）
』
 
 

（
以
下
『
枕
冊
子
新
註
』
）
ニ
ー
八
段
 
 
 

類
纂
本
系
統
の
「
風
は
」
の
段
（
堺
五
投
・
前
一
二
段
）
は
、
雑
纂
本
 
 

系
統
の
本
文
の
前
半
部
分
の
み
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
三
文
は
、
独
立
 
 

し
た
一
随
想
章
段
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
「
お
な
じ
月
」
は
、
前
段
（
三
 
 

巻
本
で
は
後
掲
何
に
当
る
）
 
の
冒
頭
「
九
月
l
ば
か
り
」
を
受
け
て
い
る
。
 
 

三
＝
九
月
つ
ご
も
り
、
十
月
の
こ
ろ
、
空
う
ち
＿
り
て
、
 
 

能
＝
九
月
つ
ご
も
り
、
十
月
つ
い
た
ち
の
ほ
ど
の
空
う
ち
曇
り
た
る
に
、
 
 

空
も
く
も
り
て
 
 

空
曇
り
て
、
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九 前 
月 ＝ 

つ い 
ご と 

もり あ 
の は 

れ 

にをか 

も は し 
けれ れ い 

る 。  

な と 
八月ば ど く 

か は 
見え 落 
て つ 
、 る れ 

め と と 

で こ く 

た ろ お 
「り」）に続く季節 き の つ 

を も 庭 る 

成 の は か 
な し 

り く 
」   

表し  

掲
回
波
線
部
）
に
も
表
れ
て
い
た
。
 
 
 

続
く
「
十
月
の
こ
ろ
」
は
、
他
系
統
で
は
み
な
「
十
月
（
の
）
 
つ
い
た
 
 

ち
」
と
な
っ
て
い
る
。
杉
山
重
行
氏
編
著
『
三
巻
本
枕
草
子
本
文
集
成
』
 
 

に
拠
る
と
、
三
巻
本
系
統
諸
本
は
み
な
「
つ
い
た
ち
」
が
無
い
。
確
か
に
、
 
 

後
の
「
十
月
ば
か
り
」
の
も
み
ぢ
散
り
敷
く
庭
の
描
写
と
の
関
係
か
ら
す
 
 

る
と
、
落
葉
し
っ
つ
あ
る
季
節
は
少
し
前
、
つ
ま
り
「
十
月
（
の
）
 
っ
い
 
 

た
ち
」
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
。
但
し
、
萩
谷
氏
著
戎
草
子
解
環
』
（
以
 
 

下
『
解
環
』
）
に
は
、
「
ば
か
り
」
が
「
相
当
に
長
い
期
間
」
で
あ
る
の
に
 
 

対
し
て
、
「
こ
ろ
」
を
用
い
た
当
該
箇
所
は
「
九
月
晦
・
十
月
朔
に
ま
た
 
 

が
る
短
い
期
間
」
で
あ
り
、
第
二
段
「
こ
ろ
は
」
が
「
短
い
時
期
に
つ
い
 
 

て
随
想
し
て
い
た
の
と
、
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
拠
 
 

る
と
、
三
巻
本
の
「
十
月
の
こ
ろ
」
は
、
後
の
「
十
月
ば
か
り
」
と
は
異
 
 

な
り
、
他
系
統
の
「
十
月
（
の
）
つ
い
た
ち
」
上
岡
じ
意
味
で
あ
っ
て
、
 
 

本
文
に
は
何
ら
問
題
が
無
い
こ
と
に
な
る
。
『
解
環
』
の
「
九
月
の
未
と
 
 

か
十
月
に
な
っ
た
頃
」
と
い
う
訳
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
 
 

空
う
ち
曇
り
て
 
 
 

堺
本
・
前
田
家
本
に
は
「
う
ち
」
が
無
い
。
能
因
本
は
「
う
ち
曇
り
出
 
 

初
に
」
な
の
で
、
曇
り
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
巻
本
の
場
合
 
 

は
、
「
さ
っ
と
曇
っ
て
（
風
が
と
て
も
激
し
く
吹
き
始
め
）
」
と
も
解
す
余
 
 

地
が
あ
る
。
現
に
威
環
』
は
「
嵐
」
の
具
体
例
と
捉
え
佃
、
「
空
が
急
に
 
 

曇
っ
て
」
と
訳
し
て
い
る
。
但
し
『
枕
草
子
』
の
も
う
一
例
㈲
を
見
る
と
、
 
 

明
ら
か
に
曇
り
の
状
態
が
続
い
て
い
る
場
面
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
 
 

し
も
「
う
ち
」
に
急
変
を
読
み
取
ら
な
く
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

㈲
見
物
は
…
…
賀
茂
の
臨
時
の
祭
、
空
の
笥
寒
げ
な
る
に
、
雪
す
こ
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責 の 
な 重 

複 

が無い。 
黄な 

倒 堺本 で 

木の 

・前田家本 
言 最 

る 

は「 
もわか 

に 
を様と 

かぜ」 

このはさそ 

りやすい 本 
。 ふ 

わ 
が 

統 
堺 
本 せは、 

かぜ 

の組み合 
（ 

の「き  風）の  

ま
に
、
さ
わ
 
 

風
の
い
と
さ
わ
が
し
く
吹
き
て
 
 

能
田
本
は
「
風
の
 
 

し
う
ち
散
り
て
、
…
…
祭
の
か
へ
さ
、
い
と
を
か
し
。
…
・
∴
日
は
出
 
 

で
た
れ
ど
も
、
空
 
 

し
ぅ
吹
き
た
る
に
」
（
三
・
能
全
く
同
じ
）
と
の
形
容
詞
 
 
 

い
た
う
吹
く
に
」
な
の
で
、
前
の
「
雨
の
あ
し
横
ざ
 
 

は
な
ほ
う
ち
曇
り
た
る
に
、
 
 

（
二
〇
六
段
）
 
 

こ
の
よ
う
に
前
田
家
本
以
外
で
は
、
落
ち
て
い
く
木
の
葉
は
「
黄
葉
」
 
 

に
限
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
和
歌
に
お
い
て
一
般
的
な
「
紅
葉
」
は
 
 

含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
元
輔
や
順
ら
『
後
撰
集
』
撰
者
が
訓
読
 
 

し
た
『
万
葉
集
』
や
漢
詩
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
黄
葉
」
が
見
ら
れ
た
 
 
 

（
但
し
、
占
氏
文
茅
に
は
「
紅
葉
」
も
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
㈲
）
。
 
 

以
下
、
基
本
的
に
訓
読
を
含
め
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
『
朗
詠
集
』
）
な
ど
 
 

の
日
本
漢
詩
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
（
『
本
朝
文
粋
』
の
み
は
『
新
 
 

日
本
古
典
文
学
大
系
』
）
、
『
自
民
文
集
』
（
『
文
集
』
）
は
那
波
本
（
番
号
は
 
 

花
房
英
樹
氏
著
『
自
民
文
集
の
批
判
的
研
究
』
）
、
そ
の
他
の
漢
詩
文
は
『
新
 
 

釈
漢
文
大
系
』
に
拠
る
。
 
 
 

②
秋
劇
掃
は
ず
藤
杖
を
携
へ
て
 
開
か
に
樹
桐
の
葡
萄
を
踏
み
て
行
く
 
 

（
『
文
集
』
巻
十
三
・
〇
六
人
四
・
晩
秋
閑
居
／
『
佳
句
』
四
時
部
 
 
 

・
劃
秋
・
一
九
九
／
虜
詠
集
』
上
・
秋
・
謝
葡
・
三
〇
九
）
 
 
 

「
黄
葉
」
の
他
に
も
、
「
黄
」
な
る
木
の
葉
の
表
現
は
あ
る
。
 
 
 

③
萄
桃
内
創
、
…
…
超
凡
や
、
草
刹
葡
謝
す
。
 
 

（
『
礼
記
』
月
令
）
 
 
 

④
粛
線
描
の
榊
は
寒
う
し
て
菊
有
り
 
碧
瑠
璃
の
水
は
争
っ
し
て
風
無
 
 
 

無
し
（
支
集
』
巻
五
十
四
二
面
四
三
・
乏
太
湖
善
事
寄
微
之
／
 
 

屈
句
』
四
時
部
・
御
剣
二
〓
五
／
r
朗
詠
集
』
上
・
秋
・
紅
葉
・
 
 

三
〇
二
）
 
 
 

い
ず
れ
も
平
安
時
代
に
よ
く
知
ら
れ
た
句
で
あ
る
が
、
特
に
③
は
、
「
季
 
 

秋
」
が
「
九
月
」
で
あ
る
か
ら
、
「
九
月
つ
ご
も
り
…
…
黄
な
る
葉
ど
も
 
 

の
…
…
落
つ
る
」
と
符
合
し
て
い
る
。
「
月
令
」
を
踏
ま
え
た
表
現
と
い
 
 

え
ば
、
『
古
今
集
』
打
春
の
二
番
歌
（
春
歌
上
二
丁
貫
之
・
立
春
「
孟
 
 

春
の
月
…
…
東
風
凍
を
解
く
」
）
と
、
秋
の
巻
頭
歌
（
秋
歌
上
・
一
大
九
・
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敏
行
・
立
秋
「
孟
秋
の
月
…
…
滅
風
至
る
」
）
の
村
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
 
 

本
段
が
「
風
」
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
偶
然
で
は
な
く
、
「
月
令
」
 
 

の
表
現
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
 
 
 

ま
た
②
は
、
「
庭
」
の
語
が
あ
り
（
四
節
参
照
）
、
『
佳
句
』
所
収
で
あ
 
 

る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
天
慶
年
中
に
大
江
維
時
が
編
纂
し
た
と
い
う
『
佳
 
 

句
』
は
、
『
枕
草
子
』
に
影
響
を
与
え
た
『
購
蛤
日
記
』
の
道
綱
母
や
、
 
 

清
少
納
言
自
身
も
後
掲
㈱
と
◎
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
た
㈲
。
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
 
 
 

能
田
本
の
「
も
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
は
、
『
旧
全
集
』
に
「
用
例
を
知
ら
 
 

な
い
。
不
審
。
」
と
あ
る
が
、
「
黄
な
る
木
の
葉
封
ど
も
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
 
 

の
「
な
」
を
街
字
と
見
て
削
除
す
る
と
、
三
巻
本
と
全
く
同
じ
に
な
る
。
 
 
 

「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
は
、
r
枕
草
子
』
中
こ
こ
だ
け
に
見
え
る
語
で
あ
る
。
 
 

こ
の
用
語
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
長
く
な
る
が
、
ま
ず
『
日
 
 

本
国
語
大
辞
典
 
第
二
版
』
 
（
以
下
『
日
国
』
）
を
引
い
て
お
く
。
本
稿
に
 
 

直
接
関
わ
ら
な
い
例
文
等
は
省
い
た
。
『
岩
波
古
語
辞
典
』
も
田
を
最
初
 
 

に
挙
げ
、
回
国
T
こ
続
く
。
 
 
 

m
嘗
や
花
な
ど
が
散
っ
た
り
落
ち
た
り
す
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
＊
 
 
 

枕
（
1
0
C
終
）
（
略
）
＊
俳
語
・
笈
の
小
文
（
－
霊
？
讐
頃
）
「
刷
引
 
 

ち 
る 

ほろと山吹か 

滝 
の 

、 

」 

回 
状 
や 
水 
滴 
な 
ど 
が 
こ 

ぼ 
れ 
落 
ち 

る  

蛤
（
警
芯
頃
）
 
上
・
天
暦
八
年
「
又
ほ
ろ
ほ
 
 

涙
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
 
 

ぬ
」
＊
源
氏
（
岩
O
T
－
ふ
頃
、
以
下
成
立
年
略
）
賢
木
「
忍
ぶ
れ
ど
、
 
 

い
た
人
が
分
か
れ
散
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
源
氏
若
菜
下
「
僧
な
ど
 
 

れ
給
ひ
 
 ぬ
」
＊
人
情
本
・
花
筐
固
集
ま
っ
て
 
 

ろ
と
う
ち
泣
き
て
い
 
 

四
月
一
日
長
精
進
初
日
に
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
 
 

る
。
以
下
、
仮
名
散
文
の
本
文
等
の
引
用
は
、
『
新
全
集
』
 
 
 

⑤
つ
い
た
ち
の
日
、
…
…
と
く
し
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
 
 

何
首
を
打
つ
音
を
表
わ
す
語
。
＊
歌
謡
・
閑
吟
集
 
 
 

r
輯
蛤
日
声
に
は
、
回
に
引
か
れ
て
い
る
父
倫
寧
が
立
ち
去
る
場
面
 
 

（
上
巻
〔
五
〕
）
の
他
に
、
も
う
一
例
、
中
巻
・
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
 
 

⑥
お
と
ど
碗
を
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
と
し
 
 

今
様
は
、
女
も
数
珠
ひ
き
さ
げ
、
 
 
 

時
、
あ
な
、
ま
さ
り
顔
な
、
…
…
 
 

ま
た
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
 
の
三
例
も
、
 
 

⑦
（
正
頼
は
）
「
あ
な
い
み
じ
や
。
…
…
」
と
、
ほ
ろ
ほ
ろ
泣
き
た
ま
 
 
 

簡が避 

何け割れるさ 

宿 
ま 

、 

二 

こなご 
な 

に 

な 

る 

さ 

まを 

表 
わ 

す 
語。  

、  

も 

さ 

る 
べ 

き 

限 
り 

そ 

剖射で 

ね 

ほろは．剖uq岡引 

を 

見 
給 
ふ  

賢
集
（
－
O
N
O
頃
）
 
「
御
狩
野
に
朝
た
つ
き
じ
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
き
 
 

に
」
＊
源
氏
夕
霧
「
修
法
の
壇
こ
ぼ
ち
て
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
出
 
 
 

ま
へ
と
ぞ
、
行
ふ
ま
ま
に
、
魂
ぞ
 
 

の
か
た
の
の
剰
妻
恋
に
む
ベ
 
 

つ
ぞ
ふ
る
身
を
恨
み
つ
つ
」
＊
永
久
百
首
（
〓
－
の
）
春
「
あ
ふ
事
 
 
 

と
か
は
べ
る
ら
む
」
と
聞
こ
え
て
、
碗
を
 
 

と
の
た
ま
へ
ば
、
忠
こ
そ
、
「
あ
や
し
う
も
の
た
ま
ふ
か
な
。
何
ご
 
 

（
『
う
つ
ほ
』
忠
こ
そ
〔
一
二
）
 
 

立
ち
ぬ
。
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
た
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
 
 

経
ひ
き
さ
げ
ぬ
な
し
、
と
聞
き
し
 
 

（
『
晴
蛤
日
記
』
中
巻
〔
一
四
〕
）
 
 

す
べ
て
回
の
落
涙
で
あ
る
。
 
 
 

た
ま
ひ
て
、
「
あ
は
れ
、
…
…
」
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
 
 

ち
ゐ
嘲
ら
ん
（
肥
後
）
」
 
 

る
る
。
あ
は
れ
、
 
 

こ
れ
も
凪
で
あ
 
 

を
用
い
る
。
 
 

菩
提
か
な
へ
た
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容 和 

その他 ふ 

。  

の『 

枕 

草子 す 』 
あ 

前 

ほろ 

見 

ら 
以の「ほろ」 

い 

て （同・国 

い 
の用例 

譲中 

落 
多 
く 

〔〓二 
角川  

涙の  

は  
〕 

合、  ）   

鳴
く
（
『
和
泉
式
部
続
集
』
一
九
三
・
絵
に
野
辺
に
雉
の
立
て
る
所
）
 
 
 

岩
今
集
』
歌
⑪
の
「
ほ
ろ
ろ
」
と
い
う
雉
の
鳴
㌢
声
も
、
由
の
和
泉
 
 

式
部
歌
以
外
、
あ
ま
り
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
『
古
今
集
』
の
諸
注
は
「
ほ
 
 
 

（
『
久
安
百
首
』
帝
旅
・
九
九
九
・
清
輔
㈲
）
 
 
 

団
の
例
は
『
日
国
』
が
挙
げ
る
『
源
賢
法
眼
集
』
四
六
番
歌
以
外
に
、
 
 

次
の
⑨
や
⑲
が
あ
る
。
⑨
は
『
方
丈
記
』
に
似
た
表
現
が
あ
る
が
、
伝
承
 
 

歌
的
で
あ
り
行
基
の
実
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
⑲
の
作
者
赤
染
衛
門
（
生
 
 

年
は
九
五
七
～
九
六
四
）
は
、
満
仲
男
で
源
信
弟
子
の
源
賢
（
九
七
七
～
 
 

一
〇
二
〇
）
よ
り
も
年
上
だ
が
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
説
）
、
大
原
少
将
 
 

入
道
寂
源
の
病
が
悪
化
し
て
亡
く
な
っ
た
（
五
二
四
～
五
二
六
詞
書
）
の
 
 

は
万
寿
二
年
（
一
〇
二
四
）
な
の
で
、
源
賢
没
後
の
詠
歌
で
あ
る
。
但
し
 
 

ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
赤
染
衛
門
は
和
泉
式
部
と
共
に
清
少
納
言
と
の
直
 
 

接
的
な
交
友
関
係
も
あ
る
の
で
（
『
赤
染
衛
門
集
』
一
五
八
、
『
和
泉
式
部
 
 

集
』
由
九
五
・
四
九
六
）
、
⑲
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
．
（
六
節
参
照
）
。
 
 

観
』
に
拠
る
が
、
詞
書
・
歌
共
に
漢
字
は
便
宜
的
に
増
や
し
た
。
 
 

⑫
か
り
の
世
と
思
ふ
な
る
べ
し
春
の
野
の
朝
立
 
 

⑪
春
の
野
の
繁
き
草
葉
の
妻
恋
ひ
に
飛
び
立
つ
魂
の
 
 

⑲
山
深
く
住
ま
ふ
割
引
刊
の
 
 

⑨
山
鳥
の
 
 

⑧
旅
づ
と
に
持
た
る
翰
倒
 
 

（
『
玉
葉
集
』
釈
教
歌
二
一
六
二
七
・
山
鳥
の
囁
く
を
聞
き
て
・
行
基
）
 
 
 

し
き
 
 

（
「
赤
染
衛
門
集
し
五
二
五
・
重
く
な
り
ま
さ
り
給
 
 

と
あ
り
し
に
、
も
の
の
み
あ
は
れ
な
る
に
、
矧
の
立
ち
居
せ
し
に
）
 
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
声
聞
け
ば
父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ
思
ふ
 
 

（
r
古
今
集
』
誹
許
歌
・
・
一
〇
三
三
・
題
知
ら
ず
・
平
貞
文
）
 
 
 

の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
立
ち
居
に
つ
け
て
も
の
ぞ
悲
 
 

つ
き
ぎ
す
ほ
ろ
ろ
 
 

つ
る
都
思
へ
ば
 
 

ほ
ろ
ろ
と
 
 ぞ
鳴
引
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ろ
ほ
ろ
」
を
掛
け
る
と
指
摘
す
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
平
安
中
期
以
前
 
 

の
例
は
未
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
清
少
納
言
の
同
時
代
人
の
 
 

源
賢
や
赤
染
衛
門
が
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
こ
の
語
が
⑪
 
 

の
「
ほ
ろ
ろ
」
と
音
が
類
似
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
何
よ
り
も
人
が
「
泣
 
 

く
」
時
の
表
現
と
l
し
て
定
着
し
て
い
た
か
ら
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

（
『
枕
草
子
』
以
後
の
落
葉
の
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
L
）
 
 
 

『
枕
草
子
』
以
前
に
は
未
見
だ
が
、
以
後
に
は
落
葉
の
例
が
若
干
見
ら
 
 

れ
る
。
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
は
本
段
と
⑮
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
 
 

は
本
段
は
見
え
ず
、
⑲
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
 
 

⑲
時
雨
う
ち
し
て
荻
の
月
風
も
た
だ
な
ら
ぬ
夕
l
笥
叫
に
、
大
宮
の
御
方
 
 
 

大
臣
和
利
朝
ひ
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
、
 
 
 

に
内
大
臣
参
ヤ
た
ま
ひ
て
、
…
…
 
 
 

律
の
調
べ
の
な
か
な
か
い
ま
め
き
た
る
を
、
さ
る
上
手
の
、
乱
れ
て
 
 

⑩
秋
の
末
つ
ガ
、
…
…
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
道
も
見
え
ぬ
し
げ
木
の
中
 
 

⑮
去
年
の
秋
司
刹
ば
か
り
に
、
清
水
に
籠
り
て
は
べ
り
し
に
、
か
た
は
 
 
 

ら
に
、
屏
風
ば
か
り
を
、
も
の
は
か
な
げ
に
立
て
た
る
局
の
、
…
…
 
 

り
な
ら
ず
い
た
く
濡
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
山
刻
引
u
に
た
へ
ぬ
困
の
東
の
 
 

薗
よ
り
も
あ
や
な
く
も
ろ
き
わ
が
碗
か
な
 
 
 

（
同
・
橋
姫
〔
九
〕
）
 
 

掻
い
弾
き
た
ま
へ
る
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。
御
前
の
梢
ほ
ろ
ほ
ろ
と
 
 

残
ら
ぬ
に
、
…
…
「
風
の
力
蓋
し
寡
し
」
と
う
ち
請
じ
た
ま
ひ
て
、
 
 

「
嘲
の
感
な
ら
ね
ど
、
あ
や
し
く
も
の
あ
は
れ
な
る
・
…
・
・
」
 
 

（
『
源
氏
』
少
女
〔
一
こ
）
 
 
 

を 

分 
け 
た 
ま 

ふ 
に 

可とl親剖u到風 

の 

ひ 
に 

ち
乱
る
る
木
の
葉
 
 

誰
な
ら
む
と
聞
き
は
べ
り
し
に
、
明
日
出
で
な
む
と
て
の
夕
つ
方
、
 
 

の
裔
の
笥
も
い
と
冷
や
や
か
に
、
人
や
 
 

ほ
ろ
ほ
 
 ろ
と
落
 
 

を 

含 
刻 
嘲 

た 
る 

、 

折 
さ 

へ 
り、 い 

み 
ひ 
き 

に、 
物 

可 今 

思 

u ひ知 

「ただらむ人 

も   

諦  ）   

『
源
氏
』
．
の
落
葉
表
現
も
、
共
に
落
涙
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

⑮
の
『
境
中
納
言
物
語
』
は
、
『
枕
草
子
』
一
一
六
段
「
正
月
に
寺
に
寵
 
 

り
た
る
は
」
の
「
清
水
な
ど
に
詣
で
て
」
以
下
に
、
季
節
は
異
な
る
が
舞
 
 

台
設
定
が
似
て
い
る
。
⑲
の
．
『
寝
覚
物
語
』
は
、
「
秋
風
楽
」
な
ど
の
管
 
 

絃
の
場
面
で
あ
り
、
大
臣
の
訪
問
や
■
「
梢
」
の
語
が
共
通
す
る
こ
と
か
 
 
 

⑲
十
月
つ
い
た
ち
 
 

呵い打習叫咄割 

て 
、 

木の葉ほ剤ほ割と 

、 

滝 

の方 

ざ 
ま 

に  

川 
．ほろほろと敗叫乱て、  

た
る
を
、
…
…
「
い
と
ふ
身
は
つ
れ
な
き
も
の
を
憂
き
こ
と
を
あ
ら
 
 

U
に
散
れ
る
水
頭
魂
な
り
け
り
 
風
の
前
な
る
」
 
 

（
‥
『
墳
中
納
言
物
語
』
こ
の
つ
い
で
〔
二
〕
）
 
 
 

ん
と
す
る
 
 色

濃
き
も
み
 
 

泣
は
哀
響
を
繁
く
す
る
 
 

…
…
風
の
さ
と
吹
き
た
る
に
、
 
 
 

な
ど
、
局
の
前
に
は
ひ
ま
な
く
融
引
勅
封
 
 

御
琴
に
降
り
か
か
り
た
 
 

に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
 
 

る
や
う
に
融
引
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ら
も
、
『
源
氏
』
少
女
巻
⑬
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

『
枕
草
子
』
の
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
は
、
『
源
氏
』
の
よ
う
な
心
情
の
奥
 
 

行
き
は
無
い
が
、
落
葉
表
現
に
用
い
た
先
駆
性
は
看
過
で
き
な
い
。
 
 

こ
ぼ
れ
落
つ
る
 
 
 

『
枕
草
子
』
中
、
「
こ
ぼ
れ
落
つ
」
も
、
こ
こ
に
し
か
な
い
。
 
 
 

『
日
国
』
は
、
「
こ
ぼ
れ
る
」
の
皿
の
例
に
『
伊
勢
物
語
』
六
十
二
段
 
 

「
瀾
の
J
周
到
割
に
目
も
見
え
ず
、
も
の
も
い
は
れ
ず
」
を
挙
げ
、
「
こ
 
 

ぼ
れ
お
ち
る
」
の
回
に
同
じ
く
八
十
七
段
「
そ
の
石
の
上
に
走
り
か
か
る
 
 

水
は
、
小
相
子
、
栗
の
大
き
 

者
の
場
で
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
「
白
玉
」
（
水
滴
）
を
1
涙
」
に
見
立
 
 

て
る
歌
が
詠
ま
れ
た
。
さ
ら
に
前
掲
⑤
『
晴
蛤
』
や
⑥
『
う
つ
ほ
』
、
後
 
 

掲
『
枕
草
子
』
仙
等
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
こ
ぼ
る
」
は
ま
ず
、
「
水
」
 
 

や
「
涙
」
が
溢
れ
出
る
、
溢
れ
て
落
ち
る
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
 
 

但
し
、
植
物
に
用
い
た
例
も
『
枕
草
子
』
以
前
に
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

時
后
宮
歌
含
春
歌
・
左
二
一
／
覇
撰
万
葉
集
』
上
・
春
歌
・
 
 
 

五
ノ
『
拾
遺
集
』
春
・
四
〇
・
菅
家
万
葉
集
の
中
・
よ
み
人
知
ら
 
 
 

ず
／
『
潜
遺
抄
』
二
五
／
吉
今
六
帖
』
五
・
緑
・
三
五
一
四
）
 
 

⑲
誰
が
た
め
か
明
日
は
残
ら
ん
劉
通
れ
て
刊
今
日
の
形
見
に
 
 
 

⑲
浅
緑
野
辺
の
霞
は
包
め
ど
も
q
周
叫
 
 

⑫
欄
内
花
折
れ
ば
司
岬
叫
ぬ
我
が
袖
に
 
 

（
『
元
輔
集
』
九
・
小
野
宮
の
大
臣
、
 
 

か
り
侍
り
し
に
）
 
 

（
虜
撰
集
』
春
上
・
二
八
・
題
知
ら
ず
・
素
性
／
吉
今
六
帖
』
六
・
 
 

梅
・
四
一
四
二
・
素
性
・
四
句
「
匂
ふ
香
」
）
 
 
 

匂
ひ
香
移
せ
家
づ
と
に
せ
む
 
 

月
林
寺
に
似
内
花
、
見
に
ま
 
 
 

て
旬
割
相
聞
か
な
（
r
寛
平
御
 
 

に ぁ 
こ ふ 

る 

て 且 

少 
味が 

い 

こ 

る 

」か 

『日国』は、の意「物があまって外へ出。はみ出る。 れ出。」で、団の「花や葉、砂など小さなものが覇。」  

の
蔭
に
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
て
、
か
く
の
た
ま
ふ
。
花
盛
り
習
周
 
 
 

到
木
隠
れ
も
な
ほ
鴬
は
鳴
く
鳴
く
ぞ
見
る
 
 

（
『
う
つ
ほ
』
藤
凰
の
君
〔
九
〕
）
 
 

㊧
右
近
中
将
同
じ
き
祐
澄
、
「
わ
づ
か
な
る
藤
」
、
松
よ
り
も
は
ひ
q
 
 
 

⑳
月
の
お
も
し
ろ
き
夜
、
源
宰
相
、
…
…
御
前
の
花
盛
り
、
 
 

色
々
の
花
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題
を
書
き
て
奉
り
た
ま
ふ
。
少
将
、
水
の
上
に
花
内
鍋
の
司
岬
刹
刹
 
 
 

（
同
・
吹
上
・
上
〓
五
〕
）
 
 
 

は
春
の
形
見
に
人
む
す
べ
と
か
 
 

『
枕
草
子
』
そ
の
も
の
で
は
、
「
乗
り
こ
ぼ
る
」
（
二
九
段
・
二
〇
六
段
）
 
 

を
含
め
、
「
こ
ぼ
る
」
は
髪
や
装
束
な
ど
恩
の
例
が
多
い
が
、
後
掲
刷
の
「
露
 
 

は
こ
ぼ
る
ば
か
り
」
や
、
次
の
よ
う
な
「
花
」
の
例
も
あ
る
。
 
 
 

M
高
欄
の
も
と
に
青
き
か
め
の
大
き
な
る
を
す
ゑ
て
、
槻
の
、
い
み
じ
 
 
 

う
お
も
し
ろ
き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る
を
、
い
と
お
ほ
く
さ
し
た
れ
 
 
 

ば
、
高
欄
の
外
ま
で
矧
引
こ
l
呵
叫
た
る
昼
方
、
大
納
言
殿
（
伊
周
）
、
 
 
 

桜
の
直
衣
の
…
…
 
 

（
二
一
段
・
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
）
 
 
 

し
か
し
、
落
葉
の
例
は
本
段
の
み
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
以
前
に
も
、
 
 

春
の
花
に
「
こ
ぼ
る
」
を
用
い
た
例
は
あ
り
、
中
に
は
「
こ
ぼ
れ
る
よ
う
 
 

に
」
で
は
な
く
落
花
そ
の
も
の
も
あ
っ
た
が
（
⑰
⑲
⑳
）
、
『
う
つ
ほ
』
を
 
 

含
め
す
べ
て
歌
で
あ
り
、
ま
た
秋
の
落
葉
の
例
は
．
無
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
『
枕
草
子
』
は
歌
言
葉
の
「
花
…
…
こ
ぼ
る
」
を
散
文
に
持
 
 

ち
込
み
、
さ
ら
に
秋
の
落
葉
に
ま
で
用
い
た
点
が
新
し
い
と
言
え
る
。
 
 

（
『
源
氏
』
の
「
こ
ぼ
る
L
）
 
 
 

な
お
、
『
源
氏
』
 
の
「
こ
ぼ
る
」
に
は
次
の
「
山
吹
」
の
例
が
あ
る
。
 
 
 

⑳
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
…
…
ま
し
て
他
の
水
に
影
を
う
 
 
 

つ
し
た
る
刻
、
岸
よ
り
d
嘲
れ
て
い
み
じ
き
盛
り
な
り
。
 
 

（
『
漁
民
』
胡
蝶
〔
こ
）
 
 
 

し
か
し
、
花
は
こ
の
地
の
文
の
一
例
で
、
「
髪
」
や
「
愛
敬
」
も
多
い
が
、
 
 

嘲
到
朝
ぞ
薗
叫
花
今
ひ
と
し
ほ
の
飽
か
ず
見
ゆ
る
は
 
 

（
同
・
春
日
詣
（
梅
の
花
笠
）
〔
二
〕
）
 
 

⑳
水
の
上
に
花
散
り
て
浮
き
た
る
洲
浜
に
、
「
春
を
惜
し
む
」
と
い
ふ
 
 

や
は
り
次
の
よ
う
な
落
涙
表
現
が
最
も
多
い
。
 
 

ら り そ 

「涙」 

の 
の 
語を 

伴わず「こぼる て 

・こ 
る 

ぼ 
す・ 

こぼ 

注目 
れ 

あ 
づ 

る。 
の ・ 

ぎ 典 
ど 

こぼ 

ち  いれ  

涙
－
こ
ぼ
れ
そ
む
 
 

涙
－
こ
ぼ
す
 
 

涙
－
こ
ぼ
る
 
 

涙
－
こ
ぼ
れ
い
づ
 
 

涙
－
ほ
ろ
ほ
ろ
と
ー
こ
ぼ
る
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
－
こ
ぼ
れ
い
づ
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
ー
こ
ぼ
る
 
 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
－
こ
ぼ
す
 
 

こ
ほ
れ
い
づ
 
 

こ
ぼ
れ
そ
む
 
 

玉
水
の
こ
ぼ
る
る
や
う
 
 

浮
標
・
薄
雲
・
真
木
柱
・
梅
枝
」
御
法
・
幻
・
早
蕨
・
宿
木
）
 
 

1
例
（
幻
）
 
 

4
例
（
賢
木
・
真
木
柱
・
柏
木
・
夕
霧
）
 
 

1
例
（
須
磨
）
 
 

1
例
（
明
石
）
 
 

1
例
（
宿
木
）
 
 

1
例
（
胡
集
）
 
 

2
例
 
（
宿
木
・
購
玲
）
 
 

1
例
（
真
木
柱
）
 
 

1
例
 
（
青
木
）
 
 

1
例
（
空
蝉
）
 
 

1
3
例
（
夕
顔
・
葵
2
例
・
須
磨
2
例
・
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そ 
但 

い 
ここ と 

あ 
は 

る な 

り   

・ 
いと 

あは 
れ 

れ」 
か 

れ   
惜 

」 

のもの 
と 

』巻二 

思 
〔 

、 系』 

ほり 
二ハ 

漢 （『狭衣物語五 
詩 
や  

〕）  

⑳ 
憲 
と 

し 

て 
草 
木 
揺 

落して 
変 

衰 
し 
、 

… 

…   

引 

『 
楚 

詳 

九 弁 

・ 
宋 
玉 
）  

詩 
⑳ 

れ 秋 
山の 

嵐 

ー の 
、 

声を 〇 
間 

「こ 

引時に 

知 

い 木 
の 

葉な 

ら 

ね 

ま ど 

物ぞ 

魂 

い 
u 
剖 

（『 

拾   自  

⑳ ⑳ 
内 
税 

へ 

懐風産 

． 

八 
四七一・ （『九 

・ 

藤 

原字合 

租剰 

・在常陸 

『天 の 贈 
心 
（ 倭 

判 
官 

『文き 留 
』四 

在 

巻   京）  
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地
の
文
に
お
け
る
和
歌
的
技
巧
は
、
他
に
例
え
ば
次
の
掛
詞
が
あ
っ
た
。
 
 
 

刷
九
月
ば
か
り
夜
一
夜
降
り
明
か
し
っ
る
雨
の
」
今
朝
は
や
み
て
、
朝
 
 
 

日
い
と
け
ざ
や
か
宣
さ
し
出
で
た
る
に
、
前
栽
の
魂
は
q
呵
刹
ば
か
 
 
 

り
滞
れ
か
か
り
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。
∴
…
・
・
す
こ
し
日
た
け
ぬ
れ
 
 

ば
、
萩
な
ど
の
、
い
と
重
げ
な
る
に
、
蘭
の
落
つ
る
に
、
枝
う
ち
動
 
 
 

き
て
、
人
も
手
触
れ
ぬ
に
、
ふ
と
上
ざ
ま
へ
あ
が
り
た
る
も
、
い
み
 
 
 

じ
う
を
か
し
。
と
言
ひ
た
る
事
ど
も
の
、
人
の
心
に
は
∴
？
呵
」
園
「
 
 
 

を
か
し
か
ら
じ
と
思
ふ
こ
そ
、
ま
た
を
か
し
け
れ
。
（
一
二
五
投
）
 
 
 

ま
た
後
掲
㈲
の
、
造
花
と
気
づ
い
た
後
に
「
す
べ
て
、
花
の
に
ほ
ひ
な
 
 

ど
、
句
嘲
ま
こ
と
に
お
と
ら
ず
」
と
あ
り
、
後
日
「
御
前
の
桜
、
蘭
に
色
 
 

は
ま
さ
ら
で
」
と
述
べ
た
の
も
、
同
じ
く
掛
詞
的
遊
び
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
当
該
文
は
、
縁
語
・
掛
詞
と
い
っ
た
和
歌
的
・
伝
統
的
技
巧
に
 
 

加
え
て
、
③
の
『
礼
記
』
月
令
「
季
秋
之
月
…
…
草
木
黄
落
」
と
の
相
応
 
 

や
、
「
紅
葉
」
セ
は
な
く
「
黄
葉
」
と
指
定
す
る
点
に
お
い
て
、
漢
詩
文
 
 

の
伝
統
と
の
関
わ
り
も
う
か
が
え
た
。
③
を
踏
ま
え
た
次
の
よ
う
な
句
も
 
 

当
時
知
ら
れ
て
い
る
。
⑳
⑳
の
「
黄
落
」
は
、
人
事
の
衰
貌
の
悲
哀
を
伴
 
 

っ
て
い
る
。
当
該
文
は
、
本
来
春
の
色
で
あ
る
「
紅
」
で
は
な
く
「
黄
」
 
 

で
あ
る
点
で
も
、
述
語
の
「
い
と
あ
は
れ
な
り
」
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

⑳
紅
栄
粛
㈲
一
樹
の
春
の
色
別
画
期
 
綬
を
結
び
替
を
抽
づ
一
．
身
 
 
 

の
壮
な
る
心
萄
叫
倒
研
（
『
本
朝
文
粋
』
■
巻
五
・
為
清
慎
公
請
致
仕
 
 
 

表
・
菅
文
時
／
『
朗
詠
集
』
巻
下
・
老
人
・
七
二
五
）
 
 
 

⑳
秋
風
起
こ
り
て
白
雲
飛
び
 
 

鳴りて樟歌発す 

れ 
ば  

歓 
楽 

極 
ま 

り 

て 

覇u  

帝 
少 

壮 
幾 
時 
ぞ  

草
木
黄
落
し
 
 て
雁
南
に
帰
る
 
 
・
篇
鼓
 
 

草 文 

降 ネ 
の 

摘 「 

写 
到 

」 

や 
し 

同 力 
う 作 

て 刊 
。 の 

鋭 
に 

で 
の 

」 

紅葉組葡u唯」倒とし 

ても 

「と 
注 
目 

「紅 
され 

る 

（ あ 
。 

『枕  『国  

な
お
本
段
に
は
、
⑳
⑳
⑳
、
さ
ら
に
後
掲
㊥
（
⑳
⑳
の
「
斎
慧
」
も
）
 
 

な
ど
の
よ
う
な
聴
覚
表
現
は
無
く
、
視
覚
の
み
で
描
か
れ
て
い
る
。
「
風
 
 

の
音
」
は
聞
こ
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
言
葉
に
は
し
て
い
な
い
。
 
 
 

さ
て
、
『
日
本
の
文
学
』
は
本
段
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
 
 

ま
た
九
月
未
か
ら
十
月
に
か
け
て
急
激
に
変
わ
ろ
う
と
す
る
風
景
も
 
 

み
ご
と
に
措
か
れ
て
い
る
。
「
黄
な
る
葉
ど
も
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ほ
 

れ
落
つ
る
」
と
は
、
い
か
に
も
写
生
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
 ㌣
の
樹
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（
『
伊
勢
集
』
痢
憫
劉
の
屏
風
を
亭
子
院
の
帝
か
か
せ
給
ひ
て
、
そ
 
 
 

の
所
々
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
、
帝
の
御
に
な
し
て
・
五
二
）
 
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
⑮
⑳
は
、
本
段
の
よ
う
な
散
る
紅
葉
で
は
な
い
。
ま
た
 
 

◎
の
伊
勢
歌
は
、
⑳
「
長
恨
歌
」
を
踏
ま
ゝ
サ
ニ
四
節
参
照
）
、
「
散
る
」
様
 
 

を
詠
ん
で
は
い
る
が
、
「
色
見
え
わ
か
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
「
紅
」
の
色
 
 

の
共
通
性
が
眼
目
の
歌
で
あ
り
、
散
り
方
に
注
目
し
た
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

し
か
し
戎
草
子
』
の
前
後
に
は
、
前
掲
⑭
の
薫
の
歌
を
含
め
、
「
紅
」
 
 

を
強
調
し
な
い
歌
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
、
従
来
の
1
散
る
」
 
 

や
「
降
る
」
も
あ
る
が
、
「
落
つ
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 

で
お
り
、
「
涙
＝
紅
葉
」
で
は
な
く
、
「
涙
＝
雨
」
の
例
で
あ
る
。
 
 

⑪  ⑳
折
し
も
あ
れ
別
珂
に
習
痢
か
 
 

⑳
夕
暮
れ
に
刹
朝
割
威
を
眺
め
つ
つ
 
 

⑳
神
無
月
時
雨
に
濡
る
 
 

⑮
唐
衣
た
つ
た
の
山
 
 

（ 

『義 

孝 
集 
』 

集 

六・殿励痢み細別u嘲、 

」）   

か 
が 

と 

人 
の 

間 

いひたる  

葉
や
落
 
 

に
も
雨
に
も
添
ひ
て
ふ
軋
も
の
は
昔
を
恋
ふ
る
痢
な
り
け
り
 
 

に笥利ガ劉利 

も 

の 

は物 
（ 
『 

忠 
琴 
集 
』 

一 
六 
五 
）  

つ
る
と
思
 
 

（
『
友
則
集
』
龍
田
の
山
を
越
え
て
よ
め
る
・
二
九
）
 
 
 

の
も
み
 
 

（
『
和
泉
式
部
続
集
』
冬
の
は
じ
め
・
五
二
〇
）
 
 

へ 

（ 

『嘉 ど習川 
言 

集 
』 

一 

四 
九 
）  

な
も
み
 
 

も
の
思
ふ
人
の
涙
な
り
け
り
 
 

た
だ
わ
び
人
の
涙
－
な
り
け
り
 
 

や
桃
内
痢
な
る
ら
ん
 
 

の 
ま 

本 
⑫ 

（ 

、「木 任集』 

七・ 

記 『公五五笥こ 

と侍 

りける 

る 
叫 撰集』雉 

七 
こ 

山を 
頃、 

交 
る 。 

『 
」に 紅葉の 

段 
の 

一 散る 

ける定  
を  

〇三）   
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ぼ 
れ 
落 

（「ほろほ つ」 

っ 
ろと 及 
」 く 者 

び 

」 非 

歌言 

に 葉 
の 

「嵐」 「ほ し 

ろほ 
で に 

と」 

を 

用 
い 

て言 
ろ 

り 
の 

外に 

し述 に も 

つ  
）  段  

「涙 
」  

‖
た
 
 
 

遂
に
軽
紅
を
滅
た
し
む
 
何
ぞ
碑
鍋
を
縫
は
し
め
む
 
 

え
だ
 
 

（
『
菅
家
文
革
』
巻
五
・
三
七
三
・
厳
粛
淵
腐
朽
空
）
 
 
 

「
諷
々
」
は
、
窮
恒
が
後
掲
⑳
と
同
じ
場
で
「
轡
季
目
白
」
（
『
窮
 
 

恒
集
』
三
二
九
）
と
用
い
て
い
る
。
歌
に
は
「
散
り
ぬ
べ
き
紅
葉
」
と
あ
 
 

る
が
（
三
三
〇
）
、
⑮
の
「
軽
紅
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
ひ
る
が
へ
 
 

り
落
ち
た
る
」
（
堺
二
〇
〇
段
・
前
二
〇
六
段
仙
）
様
で
あ
っ
て
、
「
ほ
ろ
 
 

ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
」
と
は
若
干
異
な
る
。
畳
語
以
外
で
は
、
「
諷
落
」
 
 

笥
と
し
て
 
 
醐
に
依
り
て
衆
り
 
片
々
と
し
 
 

ふ
さ
 
 

擁
ぎ
て
量
る
 
 

や
「
荒
零
」
、
「
異
観
」
（
r
本
朝
文
粋
』
三
三
一
は
「
紅
葉
」
の
散
る
様
、
 
 

四
〇
二
は
「
落
花
」
）
な
ど
も
あ
る
。
 
 

一
方
「
紛
々
」
は
、
意
味
だ
け
で
な
く
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
「
ほ
ろ
 
 

ほ
ろ
と
」
と
の
関
係
が
最
も
強
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

イ
、
畳
語
で
あ
り
、
「
ほ
ろ
」
の
反
復
の
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
に
似
て
い
る
。
 
 
 

ロ
、
落
葉
だ
け
で
な
く
落
花
・
落
涙
・
降
雪
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
。
 
 
 

ハ
、
身
近
な
作
品
、
あ
る
い
は
和
漢
兼
作
の
作
品
に
見
ら
れ
る
。
 
 
 

以
下
、
「
紛
々
」
ゎ
具
体
例
を
挙
げ
て
お
く
。
 
 
 

ま
ず
『
文
集
』
で
は
、
人
事
の
例
が
多
い
 
（
0
〇
二
三
・
〇
一
九
七
・
 
 

〇
三
一
六
・
〇
七
二
八
二
〇
六
三
・
一
三
二
 
二
三
六
五
・
二
二
〇
 
 

三
・
二
二
五
一
・
二
四
一
人
・
二
四
七
四
二
大
〇
一
・
三
〇
三
七
・
三
 
 

一
八
八
・
三
三
四
八
・
三
三
七
九
）
。
但
し
『
前
集
』
で
は
、
降
雪
（
ひ
 
 

〇
四
六
・
〇
〇
七
大
・
〇
二
五
T
〇
六
〇
六
・
〇
七
〇
二
、
三
三
四
二
 
 

の
み
『
後
集
』
）
と
落
花
の
形
容
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
落
花
は
、
春
（
〇
 
 

四
八
七
・
〇
五
〇
二
・
〇
五
九
三
・
〇
七
〇
三
・
〇
九
一
八
）
だ
け
で
な
 
 

く
、
秋
の
例
も
、
次
の
㊥
、
巻
九
・
〇
四
〇
〇
・
翰
林
院
中
感
秋
懐
王
質
 
 

夫
「
風
列
筍
」
、
 
 

例
が
あ
る
。
し
か
し
、
落
葉
は
⑲
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
 
 

⑲
夜
深
け
て
煙
火
尽
き
 
雪
白
う
し
て
 
 

㊨ 

日暮れて渕馴州来 

た 
（ 

瓦 『文 

蓋 
ひ  

・ 

秦 
中 集』巻二 

吟 
・ 

〇〇 

七 
大 

・ 

重 
賦 

）   ）  ）  

巻
十
・
〇
五
二
三
・
秋
橿
「
夕
娯
何
樹
利
」
の
三
 
 

紛
々
た
り
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こ
と
笥
（
同
・
草
木
部
・
花
宴
・
六
七
六
・
白
・
花
下
自
勧
 
 
 

酒
／
『
文
集
』
巻
十
三
・
〇
七
〇
三
・
花
下
自
勧
酒
「
酒
査
酌
来
須
 
 
 

満
々
 
花
樹
看
即
萄
」
）
 
 
 

こ
れ
ら
を
見
る
限
り
で
は
、
落
葉
は
例
外
的
で
、
「
紛
々
」
は
降
雪
と
 
 

落
花
の
形
容
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
落
花
 
 

は
前
掲
⑩
の
「
折
れ
ば
こ
ぼ
れ
ぬ
」
の
よ
う
に
「
こ
ぼ
る
」
で
表
現
さ
れ
 
 

る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
降
雪
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
っ
た
。
 
 
 

⑳
笥
岬
刊
が
ご
と
ふ
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
。
…
…
目
鞋
れ
せ
 
 
 

ぬ
笥
の
積
る
ぞ
わ
が
心
な
る
 
 

（
虜
勢
物
声
八
十
五
段
）
 
 
 

つ
ま
り
、
「
紛
々
」
が
落
花
や
降
雪
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
こ
 
 

ぼ
る
」
「
こ
ぼ
す
」
 
の
語
と
親
和
的
だ
と
言
え
る
。
 
 
 

さ
て
日
本
漢
詩
文
で
も
、
降
雪
の
例
は
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
F
凌
雲
集
』
 
 
 

李 

⑲況 

や 

Lは 復 
た 
飛 

蛍 
の 

夜  

元長・ 

其 
一 

古 
意 
二 
首 

を 

や 
（ 

『玉 

台新 

た 
詠 

・  』   

も
ち
ろ
ん
『
文
集
』
以
前
に
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
（
他
に
落
花
・
 
 

舞
・
降
雪
各
一
例
）
、
鹿
照
隣
以
下
、
初
唐
・
盛
唐
の
詩
人
達
も
落
葉
の
 
 

形
容
に
用
い
て
い
る
が
、
平
安
の
詩
歌
に
最
も
影
響
し
た
『
文
集
』
に
少
 
 

な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
『
文
選
』
に
も
落
葉
は
無
い
）
。
 
 

⑳
酒
豊
把
る
時
に
は
須
く
満
々
た
る
 
 

⑳
紛
頑
と
し
て
習
門
空
し
く
閉
ぢ
 
寂
々
と
し
て
鴬
鳴
い
て
日
 
 
 

更
に
遷
し
（
r
佳
句
L
四
時
部
・
暮
春
・
九
大
・
劉
長
卿
・
題
稽
少
尉
 
 
 

府
湖
上
望
亭
、
劉
長
卿
は
落
葉
「
紛
々
」
の
例
が
六
例
と
特
に
多
い
）
 
 
 

花欄 

撃 
づ 

る 

処 

淵」欲） つ刹  

⑳
時
に
剣
劇
叫
花
院
に
満
ち
 
黄
鳥
の
声
窓
に
入
る
 
習
乱
 
 
 

ヽ  
れ
落
ち
 
梢
雲
を
媚
景
の
時
に
飛
び
…
…
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
丁
 
 
 

三
二
二
・
淵
爛
・
三
月
尽
日
遊
五
覚
院
同
県
対
矧
花
㈲
鳥
関
関
）
 
 
 

ま
た
、
『
菅
家
文
革
』
巻
二
二
五
〇
・
七
月
七
日
憶
野
州
安
別
駕
「
満
 
 

庭
葡
樹
幾
御
剣
1
」
は
花
が
「
こ
ぼ
れ
て
匂
ふ
」
様
で
あ
り
、
『
本
朝
文
粋
』
 
 

巻
十
・
三
〇
一
・
源
順
・
暮
春
於
浄
開
架
洞
房
同
席
花
光
水
上
浮
「
樹
利
 
 

照
流
」
は
「
水
」
の
上
に
既
に
散
っ
た
 
「
花
」
の
例
で
あ
る
。
『
本
朝
麗
 
 

藻
』
巻
上
・
春
・
二
七
・
花
落
春
帰
路
・
儀
同
三
司
「
琴
雲
路
探
」
 
 
 

も
散
っ
た
花
だ
が
、
作
者
が
注
目
さ
れ
る
（
M
参
照
）
。
さ
ら
に
同
⊥
ハ
・
 
 

林
花
落
混
舟
・
江
以
言
「
習
散
落
混
舟
中
」
や
、
同
・
一
九
・
度
水
落
 
 

ヽ  

ヽ
ヽ
ヽ
 
花
舞
・
橘
為
義
「
樹
刺
渡
水
舞
猶
軽
」
は
、
花
の
散
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。
 
 
 

落
葉
の
例
は
、
F
文
集
』
 
に
一
例
し
か
無
か
っ
た
が
 
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
 
 

藤
原
道
雄
・
詠
雪
「
翳
副
笥
従
千
里
」
、
『
文
華
秀
麗
集
』
下
・
一
二
六
・
 
 

奉
和
翫
春
雪
・
藤
原
冬
嗣
「
覇
降
九
天
」
、
『
瞥
家
後
集
』
四
九
〇
・
 
 

雪
夜
思
家
竹
「
樹
刺
専
夜
笥
」
、
「
柳
索
」
や
「
花
」
の
見
立
て
で
は
、
『
菅
 
 

家
文
革
』
巻
五
二
二
九
四
・
柳
索
「
覇
続
柳
枝
」
、
『
本
朝
文
粋
』
 
 

巻
十
二
元
六
・
源
順
・
三
月
三
日
於
西
宮
池
亭
同
賦
花
開
己
匝
樹
応
教
 
 

「
未
見
習
辞
束
之
葡
」
な
ど
が
あ
る
。
 
 
 

古
記
録
で
も
、
「
紛
々
」
は
降
雪
表
現
と
し
て
『
後
二
条
師
通
記
㌔
や
『
中
 
 

右
記
』
 
で
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
r
枕
草
子
』
以
前
で
管
見
に
入
っ
た
の
 
 

は
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
三
月
二
十
二
日
条
「
夢
想
樹
可
」
 
 

の
人
事
の
例
の
み
で
あ
る
。
後
の
例
だ
が
r
中
右
記
』
永
長
元
年
（
一
〇
 
 

九
六
）
三
月
一
日
粂
「
庭
桜
樹
可
、
岸
柳
衣
々
」
も
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 

r
枕
草
子
し
以
前
の
日
本
の
落
花
の
例
と
し
て
は
、
次
が
明
確
で
あ
る
。
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一 
⑳ 例 

⑬ 
雑 が 

重要 

であ 

」 
ろう） 

・ 、日 

本 
漢 

・ 

・ 

晩 
詩文では散見 

秋 
に 

懐 
・ 

詠 

する。   

上
に
点
じ
 
索
々
と
し
て
濃
落
し
萄
錦
を
枝
中
に
展
ぶ
（
『
本
朝
文
 
 
 

粋
』
巻
十
・
後
江
相
公
（
朝
綱
）
・
初
冬
翫
剋
粛
、
応
太
上
法
皇
製
）
 
 
 

落
葉
そ
の
も
の
に
「
紛
々
」
を
用
い
た
例
が
、
女
性
の
詩
や
和
漢
兼
作
 
 

の
場
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

⑳
の
「
紛
々
」
に
つ
い
て
、
藤
岡
忠
実
氏
・
徳
原
茂
美
氏
崩
恒
集
注
 
 

釈
』
は
「
紅
葉
が
盛
ん
に
乱
れ
散
る
さ
ま
」
と
し
、
渡
辺
秀
長
氏
は
「
ち
 
 

り
ま
が
ひ
」
と
訓
ん
で
、
自
詩
⑬
な
い
し
晩
春
の
山
跡
掲
を
よ
ん
だ
「
日
 
 

割
刷
起
劉
」
（
巻
十
二
・
〇
五
九
三
・
山
石
棺
寄
元
九
）
に
拠
る
と
 
 

⑳ 
暮 
秋 
遊 
覧 
日 

将 
（ 

酔 
撰 
万 
葉 
集 
』 

上・秋歌二一 

一 
と 

一 
一 

）  

⑳
観
る
に
夫
れ
五
更
霜
白
く
刀
剣
組
 
 

義 
時 

は見 

る 

人  

終
日
遊
人
山
に
入
る
 
 

（
r
窮
恒
き
晩
秋
遊
覧
、
同
族
秋
景
引
閑
行
、
各
分
一
字
・
硲
・
 
 

三
三
七
と
三
三
八
・
左
衛
門
尉
（
藤
原
治
方
）
）
 
 
 

笥
分
飛
し
燕
脂
を
働
 
 

々
た
り
・
 
 

さ
へ
ぞ
u
づ
心
剣
引
 
 

さ
れ
る
讐
⑳
な
ど
前
掲
の
秋
の
落
花
三
例
の
存
在
も
看
過
で
き
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
渡
辺
氏
は
、
⑳
の
末
句
は
「
澗
底
の
松
」
（
『
文
選
』
、
『
文
集
』
 
 

巻
四
・
〇
一
五
一
）
を
踏
ま
え
る
が
、
道
義
的
倫
理
的
寓
意
は
希
薄
化
さ
 
 

れ
て
お
り
、
和
歌
の
ほ
う
は
紀
友
別
の
『
古
今
集
』
八
四
番
歌
を
本
歌
と
 
 

し
た
1
散
り
行
く
紅
葉
を
桜
の
落
花
に
な
ぞ
ら
え
た
替
え
歌
」
で
ぁ
り
、
「
惜
 
 

春
を
惜
秋
に
置
き
換
え
た
も
の
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
置
換
は
、
F
文
 
 

集
』
に
お
い
て
は
落
花
表
現
の
ほ
う
が
優
勢
な
「
紛
々
」
を
、
落
葉
表
現
 
 

と
し
て
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
錦
」
の
見
立
て
や
「
尽
 
 

日
」
な
ど
、
中
国
の
詩
文
に
お
け
る
春
の
季
節
美
や
そ
れ
を
愛
で
る
表
現
 
 

が
、
日
本
の
詩
歌
で
は
む
し
ろ
秋
に
用
い
ら
れ
て
い
く
中
に
、
落
葉
の
 
 

「
紛
々
」
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

さ
ら
に
、
次
の
落
涙
の
例
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
「
下
和
の
玉
」
 
 

（
『
韓
非
子
』
『
蒙
求
』
）
の
血
涙
の
故
事
を
引
き
、
落
涙
を
散
る
「
玉
」
 
 

に
見
立
て
た
詩
で
あ
る
。
「
紛
々
」
は
「
涙
」
と
も
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
 
 

ち
な
み
に
『
菅
家
文
革
』
巻
二
・
九
九
・
九
日
侍
宴
各
分
一
字
応
製
 
 

「
拝
舞
紛
幻
m
劃
野
は
、
玉
石
が
多
い
だ
け
で
散
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

⑳
片
糸
に
貫
く
遡
の
緒
を
弱
み
副
珂
て
恋
は
人
や
知
り
な
む
 
 

こ
こ
ろ
う
す
あ
か
 
 
誰
か
織
る
中
心
の
恋
の
緒
の
練
を
 
下
和
泣
く
処
剥
樹
サ
…
・
 
 

（
『
新
撰
万
葉
集
』
上
・
恋
歌
二
≡
三
と
二
二
四
）
 
 
 

な
お
、
同
じ
く
降
雪
表
現
の
「
績
紛
」
（
『
文
選
』
巻
十
三
・
謝
意
連
・
 
 

雪
賦
）
が
、
威
撰
万
葉
集
』
八
八
「
酬
劇
楓
矧
乱
遡
飛
」
や
、
一
三
六
 
 
 

「
落
t
l
剰
績
l
矧
客
袖
欄
」
に
あ
り
、
紀
斉
名
「
落
葉
賦
」
（
岩
朝
文
粋
』
巻
 
 

一
・
・
八
）
等
々
に
も
見
え
る
が
、
畳
語
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
「
紛
々
」
 
 

の
ほ
う
が
、
よ
り
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
に
は
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
⑳
の
詩
歌
は
「
惜
春
」
の
「
惜
秋
」
へ
の
置
き
換
え
で
あ
っ
た
 
 

が
、
本
段
に
措
か
れ
た
、
木
の
葉
が
「
ほ
ろ
ほ
ろ
（
紛
々
）
と
」
、
涙
の
 
 

よ
う
に
、
花
の
よ
う
に
、
「
こ
ぼ
れ
落
つ
る
」
光
景
も
、
次
文
の
「
桜
」
 
 

を
待
つ
j
で
も
な
く
、
惜
春
の
光
景
と
重
な
り
合
う
の
で
は
な
い
か
。
 
 

三
、
「
桜
の
葉
、
椋
の
菓
こ
そ
、
い
と
と
く
は
落
つ
れ
。
」
 
 

桜
の
葉
、
壕
の
葉
こ
そ
 
 
 

樹
木
名
が
、
自
詩
②
の
「
梧
桐
」
や
⑳
の
「
柳
・
椀
」
な
ど
と
同
様
に
、
 
 

具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
だ
が
、
堺
本
と
前
田
家
本
は
1
椋
の
菓
」
 
 

が
無
く
、
「
桜
の
葉
」
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

「
椋
」
「
椋
の
木
」
「
椋
の
菓
」
は
、
増
田
繁
夫
氏
校
注
『
和
泉
古
典
叢
 
 

書
』
が
哀
草
和
名
』
を
、
萩
谷
氏
が
『
和
名
抄
』
を
引
い
て
注
す
る
よ
 
 

ぅ
に
、
研
磨
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
文
学
作
品
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
 
 

な
い
。
そ
れ
が
、
類
纂
本
に
は
無
い
一
因
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
や
毎
日
国
』
な
ど
の
辞
書
類
が
挙
げ
る
戎
 
 

草
子
』
に
近
い
時
期
の
例
と
し
て
は
、
⑳
が
あ
る
。
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
 
 

は
『
無
名
抄
』
の
「
俊
頼
朝
臣
感
じ
て
云
、
こ
れ
は
機
内
粛
磨
き
し
て
、
 
 

鼻
脂
引
き
た
る
歌
な
り
」
と
い
う
表
現
を
磨
く
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 
 

⑳
御
堂
の
内
を
見
れ
ば
、
仏
の
御
座
造
り
輝
か
す
。
椀
割
引
を
見
れ
ば
、
 
 
 

木
賊
、
樹
菊
、
桃
の
核
な
ど
し
て
、
四
五
十
人
が
手
ご
と
に
居
並
み
 
 
 

て
笥
。
 
 

（
『
栄
花
物
語
』
巻
十
五
・
う
た
が
ひ
〔
九
〕
）
 
 
 

「
桜
の
葉
」
も
ま
た
、
文
学
作
品
に
一
般
的
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
 
 

る
。
『
枕
草
子
』
で
は
、
「
さ
て
春
ご
と
に
咲
く
と
て
、
桜
l
を
よ
ろ
し
う
思
 
 

ふ
人
や
は
あ
る
」
（
三
七
段
・
節
は
）
や
、
「
（
橘
は
）
朝
露
に
滞
れ
た
る
 
 

に 
⑳ ま 

た 

桜の 

を 

「棄」は、夏の青葉 

（¶大斎院 

前御集 

』 
下 

三 
二 
六 

て て 詞 
人 

ん  々   
書 
）   

あ
さ
ぼ
ら
け
の
税
に
お
と
ら
ず
」
（
三
五
段
・
木
の
花
は
）
な
ど
の
よ
う
に
、
 
 

桜
花
の
通
念
的
な
美
を
認
め
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
独
特
な
取
り
上
げ
 
 

方
も
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

回
木
の
花
は
、
漉
き
も
薄
き
も
紅
梅
。
樹
は
、
習
大
き
に
、
剰
の
 
 
 

色
濃
き
が
、
槻
細
く
て
咲
き
美
る
。
…
…
 
 
（
三
五
段
）
 
 
 

㈹
大
き
に
て
よ
き
も
の
…
…
山
吹
の
花
。
樹
の
習
。
（
一
二
九
段
）
 
 
 

「
桜
」
は
、
遠
景
だ
け
と
は
言
え
な
い
が
、
「
白
雲
」
「
霞
」
「
滝
」
「
雪
」
 
 

「
波
」
等
に
見
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
「
雨
」
や
「
露
」
に
滞
れ
た
様
や
落
 
 

花
も
含
め
て
、
給
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
花
び
ら
の
 
 

大
き
さ
や
、
菓
の
色
、
枝
の
細
さ
と
い
っ
た
微
細
な
視
点
で
取
り
上
げ
ら
 
 

れ
る
の
は
珍
し
い
。
⑳
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
「
花
び
ら
」
の
大
き
さ
 
 

を
重
視
す
る
の
が
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

⑳ 
桐 
け 

噛 
菊 
の 

・四四大 
・ 

州相花山喝 

の 

固 
こ 

そ 
盛 

り 
な 

り 

け 
れ   

七 
人 

同 ）   

⑳
ま
た
の
日
、
宰
相
の
君
、
 
 

び
ら
 
 
大
き
 
 
な
る
桜
を
瓶
に
挿
し
て
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（ 

草 
㊧ 

子 
』 

前 

笥桐や春 

のと 
二 

ま 

で 
の記 

り 

な 

る 

ら 

な ん  

顕 
季 
卿 
）  

い 

㈲ ㈲ 

す 

地れど、 
の中 

、 

へ 
し出で 

りはて 

さぞ る 

た ・：  て 
花の木ども散、お 

の席に 

つ 
立 し 

…・ な 
べ 

出 
‥ 

て 

三 …… 
緑 

に、 

に 

）  なりに   

㈱
花
の
木
な
ら
ぬ
は
 
楓
。
桂
。
五
葉
。
た
そ
 
 

ば
の
 
 木
 
 
、
し
な
な
き
心
 
 

い て 
こ い 

る 
『古 の 

は、 

秋の ず 葉 
一 」 

紅 
葉 
で 

はな ） 
え 

い 

新緑の 

み「 
「も 

「赤」 

ぢ」 
わ 

な 
るが、次の 

で 

や、詩歌 
に 

く、い葉ある 

お、『和 
詠 

庫 
いが の  。 

』  泉  、  り  常  

－37－   



早
々
と
 
…
『
角
川
文
庫
（
新
版
）
』
『
集
成
』
『
枕
草
子
解
環
』
 
 

早
く
か
ら
…
『
新
全
集
』
 
 
 

す
ば
や
く
…
『
日
本
の
文
学
』
 
 
 

『
日
本
の
文
学
』
も
、
「
開
花
・
落
花
に
週
週
叫
為
が
あ
る
の
と
同
様
、
 
 

落
葉
に
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
述
べ
て
、
観
劉
眼
 
 

の
鋭
さ
を
印
象
づ
け
て
い
る
」
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
時
期
的
な
早
さ
で
 
 

あ
る
。
1
集
成
し
に
は
「
桜
や
橡
の
菓
は
、
ほ
と
ん
ど
立
秋
間
も
な
く
散
 
 

り
習
。
」
と
あ
る
。
「
と
く
」
は
時
期
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

1
枕
草
子
J
中
の
「
と
く
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
日
記
的
章
段
に
あ
り
、
 
 

開
花
期
も
一
例
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
咲
い
た
時
期
が
早
い
の
意
で
あ
る
。
 
 
 

川
棚
の
一
丈
ば
か
り
に
て
い
み
じ
う
咲
き
た
る
や
う
に
て
、
御
階
の
も
 
 
 

と
に
あ
れ
ば
、
「
い
と
封
矧
馴
引
に
け
る
か
な
。
轡
J
そ
た
だ
い
ま
 
 
 

は
盛
り
な
れ
」
と
見
ゆ
る
は
、
作
り
た
る
な
り
け
り
。
す
べ
て
、
花
 
 

の
に
ほ
ひ
な
ど
、
句
嘲
ま
こ
と
に
お
と
ら
ず
。
 
 

（
二
六
〇
段
・
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
輿
院
の
）
 
 
 

し
か
し
、
．
催
促
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
「
草
の
庵
」
の
段
 
 

（
七
人
段
・
頭
の
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
）
の
多
用
が
目
 
 

立
つ
。
次
の
有
名
な
縫
い
物
競
争
も
、
速
く
か
つ
早
く
で
あ
る
。
 
 
 

㈲
南
の
院
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
…
…
誰
か
引
魂
割
と
と
、
近
く
向
 
 
 

か
は
ず
縫
ふ
さ
ま
も
い
と
物
ぐ
る
ほ
し
。
（
九
一
段
・
ね
た
き
も
の
）
 
 
 

ま
た
、
次
は
既
に
牛
車
を
走
ら
せ
て
い
る
場
面
な
の
で
、
早
く
発
車
せ
 
 

よ
の
意
で
は
な
く
、
一
層
速
度
を
上
げ
よ
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

川
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
、
…
…
「
待
つ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
て
、
 
 
 

走
ら
せ
て
土
御
門
ざ
ま
ヘ
ヤ
る
に
、
・
…
‥
「
目
鼻
と
、
州
別
 
 

こ
の
よ
う
な
速
度
の
例
も
あ
る
こ
と
や
、
前
文
で
も
「
風
」
が
激
し
く
 
 

吹
い
て
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
」
と
い
う
落
ち
方
に
注
目
し
て
い
 
 

る
こ
と
か
ら
、
「
い
と
と
く
」
も
落
下
速
度
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
。
そ
 
 

も
そ
も
「
九
月
つ
ご
も
り
、
十
月
の
頃
」
と
い
う
限
ら
れ
た
期
間
内
に
お
 
 

い
て
、
時
期
的
に
「
両
日
と
く
」
と
言
う
の
は
、
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
 
 

ち
な
み
に
、
¶
枕
草
紙
抄
L
は
本
文
に
「
と
く
」
が
無
い
の
で
「
此
二
色
 
 

嘲
引
圃
動
物
な
り
」
と
す
る
。
落
ち
方
の
問
題
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

但
し
、
実
態
と
し
て
は
桜
類
は
他
よ
り
は
落
葉
の
時
期
が
早
い
。
 
 
 

し
か
も
、
山
桜
は
葉
が
出
る
時
に
徐
々
に
出
る
「
順
次
型
」
で
は
な
く
 
 

一
気
に
出
る
「
一
斉
型
」
で
あ
り
、
「
一
斉
開
葉
」
と
「
一
斉
落
葉
」
は
 
 

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
㈹
、
散
り
始
め
る
と
一
気
に
（
一
斉
に
）
散
っ
 
 

て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
も
「
と
く
」
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

よ
っ
て
、
「
早
く
習
」
と
い
う
訳
に
や
や
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
か
 
 

で
あ
り
、
完
了
も
早
い
こ
と
を
含
め
て
、
諸
注
の
訳
の
中
で
は
「
す
ば
や
 
 

く
」
「
早
々
と
」
が
よ
り
相
応
し
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
「
す
ば
や
く
」
 
 

や
「
急
い
で
」
な
ら
、
早
期
・
一
斉
（
一
気
）
・
落
下
速
度
の
速
さ
、
の
 
 

三
つ
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
表
現
に
即
し
て
読
む
と
、
「
と
ぐ
」
 
 

が
三
つ
目
の
速
さ
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
、
再
度
述
べ
て
お
く
。
 
 
 

ち
な
み
に
◎
は
、
早
く
紅
葉
狩
り
に
行
く
べ
き
だ
（
っ
た
）
と
い
う
歌
 
 

だ
が
、
落
葉
と
「
と
く
」
の
語
と
が
結
び
つ
い
た
例
歌
は
僅
か
で
あ
る
。
 
 

◎
後
ろ
め
た
引
と
急
が
 
 

す
れ
（
『
赤
染
衛
門
集
』
五
七
〇
・
紅
葉
見
に
戸
無
瀬
に
行
か
む
と
 
 

契
り
し
人
の
、
音
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
）
 
 
 

し
て
、
土
御
門
に
行
き
着
き
ぬ
る
に
ぞ
、
…
・
‥
（
九
五
段
）
 
 

戸
無
頼
の
滝
の
習
も
こ
そ
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つ
き
む
ら
 
 
 

は
や
 
 
 

⑳
到
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
山
背
の
多
賀
の
顎
に
け
る
か
も
 
 

（
『
万
葉
集
』
拳
ニ
・
雑
歌
・
高
市
連
黒
人
覇
放
歌
八
首
二
大
○
 
 

・
旧
二
七
七
／
『
五
代
集
歌
枕
』
等
で
は
初
旬
「
引
来
て
も
」
）
 
 

四
、
木
の
葉
の
散
り
敷
く
初
冬
の
「
庭
」
 
 
 

十
月
ば
か
り
に
木
立
お
ほ
か
る
所
の
庭
は
、
い
と
め
で
た
し
。
 
 
 

こ
の
文
は
三
巻
本
と
能
因
本
が
全
く
同
じ
で
あ
る
。
堺
本
・
前
田
家
本
 
 

の
「
お
ほ
か
た
（
の
）
、
そ
の
こ
ろ
」
も
、
落
葉
し
っ
つ
あ
る
時
期
で
は
 
 

な
く
、
も
う
少
し
後
の
「
十
月
ば
か
り
に
」
に
当
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

最
初
の
文
が
、
落
涙
に
重
ね
て
晩
秋
の
黄
落
に
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
て
 
 

い
た
の
に
対
し
、
こ
の
文
は
木
の
葉
が
散
牒
敷
く
初
冬
の
「
庭
」
の
視
覚
 
 

的
な
興
趣
を
述
べ
て
い
る
。
悲
哀
感
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
水
」
 
 

に
散
っ
た
も
の
は
別
と
し
て
、
散
り
敷
い
た
も
み
ぢ
が
早
く
か
ら
愛
で
ら
 
 

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
r
枕
草
子
』
 
の
表
現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
 
 

る
た
め
に
、
前
後
の
散
っ
た
も
み
ぢ
の
表
現
、
主
に
和
歌
を
見
て
お
く
。
 
 

（
九
〇
〇
年
前
後
の
宿
や
道
に
散
っ
た
も
み
ぢ
、
孤
独
の
表
象
）
 
 
 

散
る
前
の
も
み
ぢ
、
散
り
ゆ
く
も
み
ぢ
、
散
っ
た
も
み
ぢ
、
の
三
段
階
 
 

の
う
ち
、
二
つ
目
は
本
段
を
含
め
多
く
悲
哀
感
を
伴
う
が
（
「
幣
」
「
錦
を
 
 

裁
つ
」
な
ど
の
見
立
て
は
別
）
、
三
つ
目
も
『
古
今
集
』
 
に
お
い
て
は
同
 
 

様
で
あ
っ
た
。
 
 

（
F
古
今
集
』
秋
歌
上
・
是
貞
親
王
家
の
歌
合
の
歌
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
 
 
 

右
は
「
山
」
の
も
み
ぢ
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
西
暦
九
〇
〇
年
前
 
 

後
の
詩
歌
に
お
い
て
、
「
『
人
の
訪
れ
の
無
い
こ
と
』
の
表
象
」
と
し
て
、
 
 

⑳
奥
山
に
 
 

み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
時
ぞ
秋
は
悲
し
割
 
 
 

も
み
ぢ
が
「
道
」
や
「
宿
」
に
降
り
積
も
る
様
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
。
三
木
雅
博
氏
は
、
『
伊
勢
物
語
』
九
十
六
段
の
「
か
へ
で
の
初
紅
葉
」
 
 

に
つ
け
て
贈
っ
た
歌
も
含
め
、
⑮
の
「
長
恨
歌
」
や
前
掲
②
の
よ
う
な
白
 
 

寿
を
、
直
接
・
間
接
に
学
ん
だ
結
果
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
㈹
。
 
 

と
ぎ
 
 
⑲
刑
扁
し
て
人
到
ら
ず
 
橋
破
れ
て
馬
過
ぎ
る
事
無
し
・
…
‥
寒
声
は
幡
 
 

の
潮
葉
l
 
暁
気
は
糊
の
霜
花
 
 

（
『
菅
家
文
革
』
巻
五
・
三
六
〇
・
仮
中
書
懐
詩
）
 
 
 

⑳
親
潮
刑
深
く
行
跡
絶
え
 
四
壁
の
虚
中
辛
苦
多
し
 
 

（
r
本
朝
文
粋
』
巻
丁
一
八
・
紀
納
言
（
長
谷
雄
）
・
貧
女
吟
）
 
 

草
多
し
 
淵
葉
剰
暗
に
満
ち
笥
（
『
文
集
』
巻
十
二
・
〇
五
九
 
 

六
・
長
恨
歌
）
 
 
 

さ
ら
に
⑮
は
、
『
伊
勢
集
』
「
長
恨
歌
の
屏
風
」
の
歌
（
五
二
・
五
六
、
 
 

前
掲
⑳
と
後
掲
⑳
）
だ
け
で
な
く
、
「
柿
」
と
一
層
赤
い
「
ね
ず
み
も
ち
」
 
 

の
紅
葉
に
付
け
た
冒
頭
の
贈
答
歌
で
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
 
 

⑳
踏
み
分
け
て
さ
ら
に
や
と
は
む
副
菜
剰
潮
の
剖
引
嘲
u
て
し
過
と
見
な
 
 
 

（
同
・
二
八
八
・
同
）
 
 

が
ら
 
 

⑮
春
風
桃
李
花
の
開
く
日
 
秋
雨
樹
桐
葡
萄
刹
時
 
西
宮
南
苑
秋
 
 

⑳ 
寂 
実 
た 
る 

山家 

秋 
晩 

八 

の埠き 門前 

ふ 

・ 
八 

な  

り  の紅葉掃人稀  

第 
八）  

し  

⑳
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
欄
を
来
て
見
れ
ば
今
ぞ
刹
叫
菊
は
鍋
繊
引
け
る
 
 
 

（
F
伊
勢
集
』
一
／
F
後
撰
集
』
剰
・
四
五
人
・
住
ま
ぬ
劇
に
ま
で
 
 
 

来
て
紅
葉
に
書
き
て
言
ひ
つ
か
は
し
け
る
・
枇
杷
左
大
臣
（
仲
平
）
）
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ら
む
 
 

（
『
古
今
集
』
秋
歌
上
二
一
〇
三
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
 
 

（
山
や
林
に
散
っ
た
も
み
ち
、
錦
を
敷
く
・
錦
を
織
り
敷
く
）
 
 
 

し
か
し
r
後
撰
集
』
に
な
る
と
、
散
り
敷
い
た
も
み
ぢ
と
孤
独
と
を
結
 
 

び
つ
け
ず
、
愛
で
た
歌
が
見
え
る
。
し
か
も
、
散
る
前
の
状
態
や
水
上
・
 
 

水
底
に
散
っ
た
も
み
ぢ
で
は
な
く
、
主
に
「
山
」
や
「
林
」
に
散
り
敷
い
 
 

た
も
み
ぢ
を
「
錦
」
に
見
立
て
て
い
る
。
動
詞
は
、
右
の
⑲
仲
平
歌
で
は
 
 

「
錦
織
る
」
で
ぁ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
の
場
合
は
「
錦
敷
く
」
が
多
い
。
⑬
 
 

の
岩
今
集
』
よ
み
人
知
ら
ず
歌
な
ど
に
も
「
降
り
敷
引
（
頻
く
）
」
が
 
 

用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
「
錦
」
は
詠
み
こ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
 
 

⑳
立
ち
寄
り
て
見
る
べ
き
人
の
あ
れ
ば
こ
そ
秋
の
榊
に
鏑
割
引
ら
め
 
 

（
『
後
撰
集
』
秋
下
・
四
〇
八
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
 
 

㊧ 

笥剰 

は  

⑳
木
の
も
と
に
織
ら
ぬ
鏑
の
笥
は
雲
の
酬
の
組
葡
な
り
け
り
 
 

（
同
・
四
〇
九
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
 
 

⑳
 
 （

同
・
二
／
同
・
四
五
九
・
返
し
・
伊
勢
／
『
古
今
六
帖
』
一
・
天
 
 

・
時
雨
・
五
〇
八
）
 
 

次
は
、
そ
の
孤
独
の
表
象
に
「
虫
」
の
声
が
添
え
ら
れ
た
例
と
言
え
る
。
 
 
 

⑰
涙
さ
へ
時
雨
に
そ
ひ
て
 
 

（
同
・
四
一
〇
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
／
r
古
今
六
帖
』
六
 
 

錦
二
二
五
二
六
・
男
・
四
句
「
織
り
き
る
」
）
 
 

の
陶
引
割
引
秋
の
山
辺
こ
そ
た
ち
て
悔
し
き
錦
な
り
け
れ
 
 

（
同
・
四
一
二
・
題
知
ら
ず
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
 
 

ふ
る
さ
と
 
 

刻
郎
花
樹
に
繊
引
覿
引
鍋
な
り
け
り
 
 

カ
 
 

は
組
魂
の
色
も
漉
さ
ま
さ
り
け
り
 
 

宿
に
誰
 
 
を
ま
つ
虫
こ
こ
ら
な
く
 
 

人 
こ 

（ 

「伊勢 
々詠 

集』 

院 

飼憫判の屏風を享子の帝か 

・ 

か 
せ 
給 
ひ 

て、 

そ   

た も 

特 
に に 

㊧ 
っ 

詩 
は 

く「 み 、 

と つ 

「女郎花 

」を 

っ 蓬の欄に臥 

た 
「錦」 

「錦 

に見 

み 
三六 。 

て 
（『 

貫 

立て之集 

に が 
を 

』 
、 

三 
四 

っ  む  り  六  

⑳
租
に
珂
叫
瑚
剋
に
な
り
に
け
り
悲
し
き
こ
と
の
潮
 
 

の
み
積
も
り
て
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（
『
和
泉
式
部
集
』
観
身
岸
額
離
根
草
、
論
命
…
…
・
二
八
〇
）
 
 
 

こ
れ
ら
は
、
■
前
々
項
の
「
孤
独
」
の
表
象
の
系
譜
で
あ
る
。
 
 

ヽ
 
（
庭
に
散
っ
た
も
み
ち
、
掃
か
な
い
の
は
愛
で
る
た
め
）
 
 

一
方
、
伊
勢
歌
と
同
じ
頃
に
、
「
孤
独
」
の
悲
哀
感
を
伴
わ
な
い
「
庭
」
 
 

に
散
っ
た
も
み
ぢ
の
歌
も
詠
ま
れ
始
め
、
平
安
中
期
以
降
継
承
さ
れ
た
。
 
 

⑳
洞
中
に
は
清
浅
た
り
瑠
璃
の
水
 
慮
上
に
は
粛
条
た
り
鍋
繍
の
榊
 
 

（
『
朗
詠
集
』
上
・
秋
・
紅
葉
二
二
〇
三
・
保
胤
）
 
 

（
『
窮
恒
集
』
一
五
二
号
子
の
帝
の
大
井
に
お
は
し
ま
せ
る
時
に
、
 
 

九
つ
の
題
の
歌
・
紅
葉
落
つ
／
『
書
陵
部
本
窮
恒
集
』
二
〇
・
こ
 
 
 

⑳
は
、
延
喜
七
年
九
月
十
日
字
多
院
大
井
河
行
幸
と
い
う
和
漢
兼
作
の
 
 

場
で
の
詠
歌
で
あ
る
。
「
水
上
」
と
「
水
の
面
」
（
『
古
今
集
』
八
四
五
・
豊
、
 
 

九
七
六
・
窮
恒
等
）
の
関
係
の
よ
う
に
、
「
庭
上
」
な
ど
の
漢
語
に
拠
り
、
 
 

窮
恒
は
「
庭
の
面
」
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
『
古
今
集
』
一
〇
〇
五
も
）
。
 
 

「
秋
に
あ
ひ
か
ね
…
…
」
な
ど
か
ら
、
散
っ
た
も
み
ぢ
を
愛
で
た
歌
と
は
 
 

言
い
切
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
⑳
や
⑳
の
よ
う
な
作
者
の
「
孤
独
の
表
 
 

象
」
と
し
て
「
庭
」
の
も
み
ぢ
を
詠
ん
で
は
い
な
い
。
過
渡
的
な
歌
と
言
 
 

え
る
が
、
次
の
⑳
に
な
る
と
悲
哀
感
は
全
く
無
く
な
る
。
 
 

（
『
寛
和
二
年
内
裏
歌
合
』
冬
・
紅
葉
・
左
・
二
九
・
敦
信
）
 
 
 

こ
の
歌
合
は
、
二
節
で
取
り
上
げ
た
⑳
の
義
孝
の
歌
の
後
、
譲
位
十
三
 
 

目
前
の
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
十
日
、
花
山
天
皇
の
主
催
で
、
義
憤
 
 

の
判
、
歌
人
は
左
が
能
宣
・
斉
信
・
明
理
・
長
能
・
好
忠
・
敦
信
、
右
が
 
 

惟
成
・
美
方
・
道
綱
・
公
任
・
道
長
、
本
文
に
よ
っ
て
は
高
遠
も
い
た
と
 
 

◎
翳
副
に
唐
紅
に
な
る
ま
で
に
秋
に
あ
ひ
か
ね
落
つ
る
 
 

る
庭
の
紅
葉
は
唐
錦
ま
 
 
づ
u
ハ
ぃ
り
も
の
は
無
し
と
こ
そ
聞
け
 
 
 

紅
葉
か
 
 

さ
れ
（
覇
編
国
歌
大
観
』
解
説
）
、
症
草
子
』
と
関
係
の
深
い
人
々
が
 
 

関
わ
っ
て
い
た
。
作
者
藤
原
敦
信
は
明
衡
の
父
で
、
敦
良
親
王
読
書
始
に
 
 

「
文
人
」
と
し
て
詩
を
航
し
た
（
『
平
安
時
代
史
事
典
』
）
。
や
は
り
漢
文
 
 

学
的
背
景
で
「
庭
」
の
語
が
使
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
前
々
項
で
述
べ
 
 

た
「
錦
敷
く
」
も
あ
り
、
完
全
に
賞
美
の
歌
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
鈴
木
宏
子
氏
は
、
例
外
的
な
桜
＝
「
錦
」
の
見
立
て
と
し
て
、
次
 
 

の
歌
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
㈹
。
「
庭
」
に
散
り
敷
く
落
花
を
愛
で
た
歌
で
あ
 
 

る
。
『
古
今
集
』
八
六
四
番
歌
を
踏
ま
え
、
「
錦
」
の
縁
語
「
裁
つ
」
が
あ
っ
 
 

て
こ
そ
、
「
歌
の
こ
と
ば
の
中
に
安
定
し
た
地
位
を
得
て
い
る
」
と
い
う
。
 
 

こ
こ
で
は
、
こ
れ
が
元
輔
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
前
 
 

掲
⑲
の
「
こ
ぼ
る
」
と
同
じ
く
、
元
輔
の
落
花
の
歌
の
言
葉
や
光
景
が
、
『
枕
 
 

草
子
』
で
落
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

さ
て
、
⑳
と
同
様
の
表
現
が
 
 

部
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
以
後
、
 
 

ヽ
ヽ
 
 

に
錦
を
敷
く
」
が
継
承
さ
れ
、
 
 

敷
く
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
）
。
 
 

を
愛
で
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
無
い
。
 
 
 

⑳
神
無
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
、
六
条
院
に
行
幸
あ
り
。
…
…
 
 

⑳
花
の
蔭
た
た
ま
く
惜
し
き
今
宵
か
な
笥
感
と
見
え
つ
つ
 
 

（ 

『元 

輔 
・ 

九 
二 
・ 

散 
射 

て侍 槻彗 

散忍 け 
粛 
に 

／ 
て 

r後 

拾 
遺  

）  

組
葉
l
の
い
ろ
い
ろ
漉
き
薄
き
、
鍋
封
覿
到
た
る
渡
殿
の
上
 
 

道 
の 

ほ 
ど 
の 

反 
橋、 

渡殿 

に 

は鏑到割引、 

列慧   

利
圏
叫
面
に
、
…
…
帝
、
世
の
つ
ね
の
紅
葉
と
や
見
る
い
に
し
へ
の
 
 
 

「
源
氏
」
の
地
の
文
⑳
に
も
あ
り
（
波
線
 
 

「
風
」
の
有
無
の
違
い
は
あ
る
が
、
「
庭
 
 

例
歌
が
散
見
す
る
 
（
他
に
「
宿
に
錦
を
 
 

⑬
は
孤
独
感
も
う
か
が
え
る
が
、
紅
葉
 
 

ヽ  
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（
『
田
多
民
治
集
』
八
八
）
 
 
 

右
の
う
ち
⑮
は
、
『
拾
遺
集
』
一
〇
五
五
番
（
『
拾
遺
抄
』
三
九
七
／
F
公
 
 

息
集
』
五
／
¶
朗
詠
集
』
 
〓
二
二
）
 
の
落
花
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
。
落
 
 
 

㊨
初
時
雨
そ
め
し
剋
菊
の
蘭
鋼
矧
に
引
引
潮
刃
風
ぞ
習
め
る
 
 

（
『
教
長
集
』
秋
歌
・
四
九
三
・
落
葉
歌
と
て
よ
め
る
）
 
 
 

⑬
見
る
人
も
あ
ら
じ
や
梱
の
劇
画
固
に
あ
た
ら
親
潮
の
錦
割
引
ら
ん
 
 

（
同
二
四
九
四
）
 
 
 

ま
た
以
下
の
例
は
、
②
と
同
じ
く
「
庭
を
掃
か
な
い
」
こ
と
が
詠
み
こ
 
 

ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
落
葉
を
愛
で
る
た
め
で
あ
る
。
動
詞
は
「
掃
く
」
 
 

の
縁
語
で
「
散
り
（
塵
）
積
も
る
」
が
多
い
。
㊨
の
作
者
道
済
は
漢
詩
人
 
 

で
も
あ
り
、
和
泉
式
部
と
同
様
に
、
『
枕
草
子
』
と
の
関
係
が
種
々
明
ら
 
 

か
に
さ
れ
て
い
る
河
原
院
グ
ル
ー
プ
の
第
二
世
代
で
あ
る
曾
 
 

㊥
親
潮
菊
の
笥
庭
も
 
 

⑳
梢
に
て
習
し
か
ば
親
潮
菊
の
融
剣
劇
を
 
 

⑮ 

親潮潮 

を 

葛威 

は 
物 

れ  

⑳闇摘も動瑚菊 

を 

笥 
と 

せ 
し 

ほ 
ど  

（
『
詞
花
集
』
冬
・
家
に
歌
合
し
侍
り
け
る
に
落
葉
を
よ
め
る
・
一
 
 

四
二
・
大
弐
資
通
）
 
 

け
り
 
 

（
『
道
済
集
』
二
大
・
笥
劇
）
 
 

（ 
『道 

た 

命阿 

閣 
梨 

集 
』 

四 

る厳 

紙業散りたに、 

霞 
の 

降 
り 

混  

た
め
し
に
ひ
け
る
庭
の
錦
を
（
『
源
氏
』
藤
葡
萄
〔
一
五
二
六
〕
）
 
 

の
積
も
れ
る
庭
に
降
り
u
刷
ば
た
だ
露
地
の
鍋
と
ぞ
見
る
 
 

（
『
永
久
百
首
』
落
葉
二
二
大
九
・
伸
実
）
 
 
 

せ
で
朝
清
め
す
な
 
 

掃
は
で
 
 

で
秋
過
ぎ
に
 
 

ぞ
見
る
 
 

⑳
花
剖
引
u
威
に
親
潮
の
習
れ
る
を
い
づ
れ
優
り
て
惜
u
と
見
え
け
 
 

む
（
『
赤
染
衛
門
集
』
四
九
七
・
春
、
花
見
し
山
寺
を
見
れ
ば
、
劇
 
 

に
親
潮
の
散
引
欄
引
引
た
る
を
）
 
 

…
…
十
月
ば
か
り
に
木
立
お
ほ
か
る
所
の
庭
は
、
い
と
め
で
た
し
。
 
 
 

本
段
は
、
『
古
今
集
』
に
は
無
く
F
後
撰
集
』
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
地
面
に
散
り
敷
い
た
も
み
ぢ
の
美
を
、
や
は
り
漢
詩
的
表
現
を
取
り
込
 
 

ん
で
も
み
ぢ
の
和
歌
で
も
詠
ま
れ
始
め
た
「
庭
」
の
語
を
用
い
て
、
同
時
 
 

代
和
歌
と
同
様
の
新
し
い
興
趣
を
表
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
⑳
の
元
締
の
 
 

「
庭
」
の
落
花
の
「
錦
」
を
愛
で
る
歌
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
 
 

が
、
「
錦
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
詞
書
を
含
め
散
文
で
 
 

は
「
庭
」
の
語
自
体
は
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
語
を
用
い
て
散
り
敷
 
 

く
木
の
葉
の
美
を
散
文
で
措
い
た
こ
と
が
新
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
 
 

な
描
写
は
、
『
購
玲
日
記
』
 
や
『
う
つ
ほ
』
 
に
も
無
か
っ
た
。
 
 
 

ま
た
本
段
に
は
「
掃
ふ
」
の
語
は
無
い
が
、
第
一
文
の
「
貴
な
る
葉
」
、
 
 

第
二
文
に
具
体
的
な
「
桜
」
と
「
椋
」
と
い
う
木
の
名
が
あ
る
点
で
、
②
 
 

の
閑
適
の
自
詩
句
に
近
い
。
r
佳
句
し
所
収
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
者
が
 
 

こ
の
詩
句
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
直
接
的
な
影
響
が
考
え
ら
れ
 
 

る
。
な
お
前
述
し
た
よ
う
に
、
⑳
の
義
孝
歌
も
非
常
に
よ
く
似
て
い
た
。
 
 
 

ま
た
二
節
未
で
も
述
べ
た
が
、
⑳
の
赤
染
衛
門
歌
の
春
秋
優
劣
論
ほ
ど
 
 

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
落
花
と
の
対
比
は
、
「
桜
」
を
提
示
し
た
本
段
に
 
 

お
い
て
も
読
み
取
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
読
者
は
前
文
の
「
桜
…
…
落
 
 

っ
れ
」
か
ら
、
春
の
終
わ
り
の
「
桜
」
の
散
り
敷
い
た
「
庭
」
の
「
め
で
 
 

葉
を
愛
で
る
心
象
は
、
や
は
り
落
花
の
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 

次
は
、
こ
れ
ら
の
心
象
を
明
確
に
対
比
さ
せ
た
歌
で
あ
る
。
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た
」
さ
を
連
想
し
た
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
文
の
「
ほ
ろ
ほ
ろ
」
「
紛
々
」
「
こ
 
 

ぼ
る
」
は
、
落
涙
と
共
に
落
花
を
表
わ
す
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
 
 

な
お
、
⑳
の
F
源
氏
』
藤
裏
葉
に
は
、
「
風
」
に
よ
っ
て
「
庭
」
に
「
錦
 
 

を
敷
く
」
様
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
同
巻
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
紹
介
し
 
 

た
よ
う
に
、
本
段
冒
頭
近
く
の
1
三
月
ば
か
り
の
夕
暮
に
、
ゆ
る
く
吹
き
 
 

た
る
雨
風
。
」
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
前
述
し
た
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
 
 

の
使
用
も
含
め
、
戒
草
子
』
が
措
い
た
「
風
」
を
¶
源
氏
』
が
展
開
さ
 
 

せ
た
の
は
、
1
野
分
」
だ
け
で
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
文
に
 
 

鈴
木
美
弥
氏
は
「
惜
春
の
情
」
を
見
出
さ
れ
た
が
、
末
尾
三
文
に
は
、
そ
 
 

の
情
七
対
照
的
に
、
ま
た
重
ね
て
、
「
惜
秋
の
情
」
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
 
 

そ
の
意
味
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
風
は
」
 
 

と
い
う
一
連
の
文
章
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
 
 
 

（
錦
を
張
る
）
 
 
 

最
後
に
、
堺
本
・
前
田
家
本
の
み
に
あ
る
「
錦
を
張
れ
る
」
と
い
う
見
 
 

立
て
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
平
安
末
期
以
降
に
付
加
さ
れ
 
 

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
共
に
、
次
段
に
晩
秋
・
初
冬
に
続
く
季
節
の
「
し
 
 

も
月
の
つ
い
た
ち
こ
ろ
に
」
で
始
ま
る
「
風
」
に
関
す
る
随
想
章
段
も
加
 
 

え
て
い
る
。
1
読
書
行
為
」
に
よ
る
創
作
的
受
容
の
三
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

F
枕
冊
子
新
註
』
は
1
出
典
未
考
。
後
の
も
の
に
」
と
し
て
、
⑳
を
挙
 
 

げ
て
い
る
。
季
経
は
清
輔
の
異
母
弟
で
、
散
逸
し
た
F
枕
草
子
』
の
最
古
 
 

の
注
釈
書
を
著
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
（
『
本
朝
書
籍
目
録
』
）
。
 
 
 

⑳
し
つ
え
ま
で
か
か
れ
る
蔦
は
も
み
 
 

（
『
六
百
番
歌
合
』
上
・
秋
部
・
蔦
二
二
番
左
・
四
二
五
・
季
経
／
芙
 
 

木
抄
』
六
〇
三
三
／
戒
枕
名
寄
』
四
三
七
八
）
 
 

し
て
笥
は
和
田
の
観
相
 
 

そ 

戎草子』 
、⑩ 

以 

前の 

例 
も 

、万葉 
も 

集 

』歌を 

含 
「 

僅 

めかだがある。  

（
『
論
春
秋
歌
倉
二
・
右
・
こ
た
ふ
、
と
よ
ぬ
し
）
 
 

㊥
霞
た
ち
矧
を
笥
こ
め
て
花
の
ほ
こ
ろ
ぶ
春
は
優
れ
り
 
 

（
同
・
五
・
左
・
く
ろ
ぬ
し
）
 
 

⑳
浅
緑
花
の
笥
覆
い
く
ら
と
知
り
て
急
ぎ
た
つ
ら
む
 
 

（
産
経
閣
本
元
輔
集
J
麓
景
殿
の
〈
以
下
欠
〉
・
覆
二
三
六
）
 
 
 

戒
草
子
』
以
後
は
、
逆
に
秋
が
優
勢
に
な
る
。
㊥
は
春
の
「
衣
笠
岡
」
 
 

だ
が
、
㊥
は
秋
の
「
衣
笠
岡
」
、
⑳
は
秋
の
「
笠
松
」
、
㊥
も
秋
の
「
梢
」
 
 

で
、
「
張
る
」
縁
語
の
「
笠
」
も
目
立
つ
。
さ
ら
に
後
の
例
歌
は
、
r
琴
後
 
 

集
』
の
春
秋
各
一
例
（
七
〇
九
・
二
二
五
二
）
な
ど
少
な
い
。
 
 

㊥
春
は
た
だ
花
こ
そ
は
咲
け
矧
過
ご
と
に
錦
を
は
 
 

＠
花
盛
り
衣
笠
岡
を
き
て
 
 

㊥
誰
か
来
ば
（
い
づ
れ
の
山
に
手
向
く
七
て
）
封
盟
固
に
鏑
ば
る
ら
ん
 
 

（
『
経
家
集
』
三
三
・
右
大
臣
〈
兼
書
家
百
首
に
、
剋
粛
を
）
 
 

慧
痢
を
見
せ
ぬ
か
な
 
 

家
集
』
上
・
秋
・
四
八
〇
・
霧
中
親
潮
／
F
夫
木
抄
』
五
三
五
五
）
 
 

㊥
お
の
づ
か
ら
い
そ
し
の
峰
や
曇
る
ら
ん
お
の
れ
笥
の
劇
蔭
 
 
 

（
『
為
患
家
後
度
百
首
』
償
・
岡
辺
桜
・
七
丁
為
息
）
 
 

見
れ
ば
鍋
を
封
ば
ま
1
叫
利
春
の
曙
 
 

へ
だ
つ
る
霧
の
聞
を
作
り
て
（
『
山
 
 

れ
る
 
 
秋
は
優
れ
り
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る
と
見
ゆ
る
に
、
鹿
の
た
た
ず
み
歩
く
も
（
『
源
氏
』
若
紫
〔
八
〕
）
 
 
 

し
か
し
、
そ
の
儀
の
散
文
作
品
に
お
け
る
「
錦
」
の
見
立
て
は
、
和
歌
 
 

と
は
異
な
り
（
㊨
⑫
⑬
参
照
）
、
散
っ
た
紅
葉
や
花
に
つ
い
†
の
「
錦
を
 
 

敷
く
」
は
用
い
ら
れ
ず
、
⑳
を
除
き
、
「
山
」
や
1
木
」
の
散
る
前
の
紅
 
 

葉
を
「
錦
を
引
く
」
（
地
面
と
並
行
で
は
な
↑
王
に
垂
直
方
向
に
引
く
）
 
 

と
表
現
す
る
例
が
散
見
す
る
。
⑲
は
、
前
掲
⑲
と
同
じ
場
面
で
あ
る
。
 
 

く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
 
 

る
渡
殿
の
上
 
 

と
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
歌
の
中
に
は
、
「
庭
」
に
散
り
 
 

敷
く
落
葉
や
落
花
を
詠
ん
だ
も
の
は
無
い
。
「
野
辺
」
の
語
が
地
上
（
平
面
）
 
 

と
い
う
点
で
「
庭
」
に
近
い
が
、
落
葉
や
落
花
で
は
な
く
、
草
花
の
1
錦
」
 
 

で
あ
っ
た
。
他
の
花
や
も
み
ぢ
の
場
合
は
、
散
る
以
前
の
1
山
」
や
「
木
」
 
 

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
「
錦
を
張
れ
る
」
と
い
う
句
自
体
は
、
㊥
㊥
㊥
に
あ
っ
た
。
特
 
 

に
保
延
元
年
（
二
三
五
）
頃
に
詠
ま
れ
た
㊧
は
、
「
春
の
曙
」
も
あ
り
、
 
 

春
秋
の
違
い
は
あ
る
が
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
中
期
以
前
に
お
け
る
堺
本
 
 

祖
本
へ
の
増
補
に
影
響
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

（
散
文
で
は
錦
を
「
敷
く
」
か
ら
「
引
く
L
へ
、
1
張
る
」
は
例
外
）
 
 

⑲
高
陽
院
の
有
様
、
・
…
・
・
秋
深
く
な
る
ま
ま
に
、
 
 

」 

欄q酬ぃ  

類
編
纂
本
系
統
に
「
 
 

『
源
氏
』
 
で
は
前
掲
⑳
 
 

（
『
夫
木
抄
』
巻
四
・
葡
部
四
・
花
・
一
二
九
五
・
建
保
四
年
（
一
 
 

三
六
〉
内
裏
十
首
歌
合
・
僧
正
行
意
／
『
歌
枕
名
寄
』
四
八
九
七
）
 
 

見
え
ま
 
 ふ

庭
の
面
」
以
外
に
も
、
春
の
落
花
に
「
錦
を
敷
 
 
 

ま
こ
と
に
『
錦
を
張
れ
る
』
な
ど
（
と
）
見
幻
て
」
 
 

の
い
ろ
い
ろ
 
 

ろ
い
割
に
習
、
鍋
到
覿
刷
 
 

、
鋼
を
ー
割
引
た
 
 

の
薄
き
も
濃
 
 

し
に
ひ
け
る
庭
の
錦
を
」
や
、
次
の
⑲
の
影
響
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
特
 
 

に
㊨
や
⑳
は
「
引
き
珂
た
一
列
」
）
。
⑳
の
「
霧
」
に
対
し
、
⑳
は
春
の
1
霞
」
 
 
 

（
『
熊
野
懐
紙
』
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
藤
代
王
子
和
歌
会
・
詠
 
 
 

二
首
和
歌
∴
詠
深
山
紅
葉
和
歌
・
因
幡
守
通
方
・
七
九
）
 
 
 

こ
れ
ら
の
歌
や
平
安
後
期
の
散
文
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
㊤
の
好
忠
歌
 
 

の
直
接
的
な
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
『
源
氏
』
の
前
掲
⑳
の
汲
線
部
「
た
め
 
 

⑳利明固 

に 

引責 

浮 
き 

橋 
を  

る
や
う
な
る
山
の
か
た
を
、
…
…
 
 

（
『
寝
覚
』
巻
五
〔
三
四
〕
）
 
 

「
錦
を
引
く
」
は
、
歌
の
例
も
あ
る
が
少
な
い
。
 
 

⑳
瀦
山
に
は
む
ら
む
ら
習
か
と
見
る
に
つ
け
て
も
酬
粛
ぞ
立
つ
 
 

（
『
好
忠
集
』
（
毎
月
集
）
九
月
上
・
二
五
三
）
 
 

笥
す
る
四
方
の
剖
劉
を
見
渡
せ
ば
空
に
鋼
到
別
封
ぞ
巡
ら
す
 
 

（
『
教
長
集
』
秋
歌
・
四
人
四
・
東
山
辺
に
て
、
連
峰
紅
葉
）
 
 

⑳
十
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
、
 
 

⑳
斎
院
の
わ
た
り
の
粗
菓
－
も
い
み
じ
う
盛
り
に
て
、
 
 

た
る
。
・
…
：
 

足
柄
山
と
い
ふ
は
、
…
…
 
 
（
『
更
級
日
記
』
〔
五
〕
）
 
 

⑳
足
柄
と
い
ひ
し
山
の
麓
に
、
暗
が
り
わ
た
り
た
り
し
木
の
や
ぅ
に
、
 
 
 

茂
れ
る
所
な
れ
ば
、
十
計
ば
か
り
の
租
菊
、
四
方
の
山
辺
よ
り
も
け
 
 

＠ 
到 
は 

た
る
や
う
に
見
渡
さ
れ
た
る
に
、
 
 （

『
狭
衣
』
巻
四
〔
三
三
六
〕
）
 
 
 

に
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く
、
 
 

き
も
錦
を
引
け
る
や
う
な
り
。
 
 

（
『
為
忠
初
度
百
首
』
冬
・
橋
上
落
葉
・
四
五
三
・
伸
正
）
 
 

し
に
け
り
冬
来
れ
 
 

…
…
習
お
も
し
ろ
く
、
錦
－
を
到
馴
刷
 
 

濃 
く 

うす 

小 
錦 
到 
研 
川 
副 
や 
う 

に 

なむ 

咲 
き  

錦
を
ひ
け
る
や
う
な
る
に
（
同
〔
一
こ
）
 
 
 

ば
鍋
到
引
潮
 
 

（
『
栄
花
』
巻
三
十
六
〔
三
こ
）
 
 

引
き
渡
し
 
 る

心
地
の
み
し
て
 
 

た
る
錦
と
 
 

色
 
 
々
錦
引
き
渡
し
 
 

ぞ
見
る
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こ
の
⑲
の
存
在
か
ら
、
平
安
後
期
に
「
錦
を
張
る
」
が
一
時
的
に
せ
よ
 
 

韻
文
・
散
文
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
 
 

も
前
項
の
歌
と
同
じ
く
、
本
段
の
よ
う
な
散
っ
た
も
み
ぢ
で
は
な
い
。
そ
 
 

の
点
で
は
r
枕
草
子
し
類
纂
本
の
「
ま
こ
と
に
錦
を
嘲
叫
刹
な
ど
（
と
）
 
 

見
え
て
」
の
見
立
て
は
、
や
は
り
孤
立
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
「
ま
こ
 
 

で
、
傍
線
部
は
確
か
に
「
春
霞
の
美
景
の
比
喩
。
大
和
絵
を
連
想
さ
せ
る
。
」
 
 

（
『
新
全
集
』
）
が
、
「
錦
」
と
あ
る
限
り
、
「
霞
み
あ
ひ
た
る
梢
ど
も
」
が
 
 

「
色
々
」
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
 
 

⑳
三
月
の
二
十
す
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
…
…
こ
な
た
か
な
た
風
刺
あ
 
 
 

ひ
た
る
梢
ど
も
、
鏑
葛
に
（
『
源
氏
』
胡
蝶
〔
こ
）
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
中
に
あ
っ
て
、
次
は
例
外
的
と
言
え
る
。
 
 

『
う
つ
ほ
』
な
ど
に
見
立
て
で
は
な
い
「
錦
を
張
る
」
の
例
は
あ
っ
た
が
、
 
 

見
立
て
で
は
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
例
歌
も
少
な
か
っ
た
。
 
 
 

⑳
や
う
や
う
日
は
山
の
端
に
入
り
が
た
に
、
光
の
い
み
じ
う
さ
し
て
、
 
 

と
に
錦
を
し
け
る
 
 

識
的
な
見
立
て
を
あ
え
て
排
し
て
独
自
に
「
ま
こ
と
に
…
…
」
と
述
べ
た
 
 

の
か
、
表
現
史
に
や
や
不
案
内
で
あ
っ
た
結
果
な
の
か
は
、
類
纂
本
全
体
 
 

の
傾
向
か
ら
明
ら
か
に
で
き
よ
う
が
、
本
稿
で
は
「
錦
を
張
れ
る
」
が
常
 
 

識
に
完
全
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く
。
 
 

五
、
ま
と
め
 
 
 

以
上
見
て
き
た
こ
と
を
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
 
 
 

最
初
の
文
は
、
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
、
曇
り
空
に
強
風
（
木
枯
ら
 
 

錦
を
は
り
た
る
 
 

な
ど
（
と
）
見
え
て
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
常
 
 

や
う
に
、
（
『
大
鏡
』
人
〓
九
七
〕
）
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

し
）
が
吹
き
、
黄
葉
が
は
ら
は
ら
と
ひ
と
し
き
り
散
り
ゆ
く
の
が
、
哀
 
 

愁
を
感
じ
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
伝
統
的
な
「
悲
秋
」
で
 
 

あ
る
が
、
従
来
『
晴
蛤
日
記
』
『
う
つ
ほ
』
な
ど
で
落
涙
表
現
で
あ
っ
た
「
ほ
 
 

ろ
ほ
ろ
と
」
の
語
を
用
い
、
同
じ
く
落
涙
の
動
詞
で
あ
り
⑲
元
輔
歌
「
誰
 
 

が
た
め
か
明
日
は
残
ら
ん
山
桜
こ
ぼ
れ
て
匂
へ
…
…
」
な
ど
の
よ
う
に
和
 
 

歌
で
は
落
花
を
も
表
わ
し
て
い
た
「
こ
ぼ
れ
（
落
つ
）
」
を
用
い
て
、
落
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
葉
（
散
り
ゆ
く
葉
）
を
落
涙
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
て
表
現
し
た
点
に
独
 
 

自
性
が
見
ら
れ
た
。
当
時
、
⑳
義
孝
歌
「
夕
暮
れ
に
刹
矧
引
頗
を
眺
め
つ
 
 

つ
木
の
葉
と
共
に
落
つ
る
涙
か
」
の
よ
う
に
落
葉
を
落
涙
に
重
ね
る
歌
も
 
 

流
行
し
始
め
て
い
た
が
、
r
枕
草
子
で
は
非
在
の
「
涙
」
を
明
記
せ
ず
、
 
 

歌
言
葉
で
は
な
い
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
を
用
い
て
、
和
歌
的
な
縁
語
・
掛
詞
 
 

の
方
法
で
「
涙
の
よ
う
に
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
「
黄
な
る
葉
」
と
 
 

色
を
指
定
し
、
『
万
葉
集
』
よ
り
後
の
和
歌
で
一
般
的
な
「
紅
葉
」
や
「
紅
 
 

涙
」
を
避
け
て
い
る
。
一
方
、
漢
詩
文
に
は
「
黄
落
」
や
「
黄
葉
」
が
あ
 
 

り
、
特
に
前
者
は
人
生
の
黄
昏
と
重
な
る
秋
の
「
あ
は
れ
」
を
表
わ
す
語
 
 

で
、
「
紅
葉
＝
紅
涙
」
と
は
別
の
意
味
で
「
涙
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
 
 

当
該
文
は
、
③
『
礼
記
』
月
令
「
季
秋
之
月
…
…
草
木
黄
落
」
や
、
⑳
『
文
 
 

選
』
「
秋
興
賦
」
所
引
『
楚
辞
』
「
九
弁
」
の
冒
頭
「
悲
秋
気
…
…
草
木
揺
 
 

落
」
に
符
合
し
、
特
に
前
者
を
訓
読
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
「
ほ
ろ
 
 

ほ
ろ
と
」
に
つ
い
て
も
、
「
揺
落
」
の
他
、
⑬
白
詩
句
「
紅
葉
紛
々
蓋
欲
瓦
」
 
 

な
ど
を
拠
り
所
に
、
落
花
・
降
雪
以
外
に
落
葉
の
表
現
と
し
て
も
積
極
的
 
 

に
和
漢
兼
作
の
場
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
畳
語
の
「
紛
々
」
が
、
ヒ
ン
ト
に
 
 

な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
語
は
「
玉
」
の
見
立
て
に
よ
り
落
涙
を
表
 
 

わ
し
た
例
も
あ
る
（
⑳
）
。
そ
し
て
当
該
文
の
「
紛
々
（
ほ
ろ
ほ
ろ
）
」
や
「
こ
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ぼ
れ
落
つ
」
か
ら
は
、
落
花
の
惜
春
の
光
景
も
浮
ぶ
。
 
 
 

次
の
文
は
、
「
桜
」
と
「
椋
」
の
葉
が
特
に
急
い
で
す
ば
や
く
散
っ
て
 
 

し
ま
う
と
い
う
発
見
を
述
べ
て
い
る
。
「
梅
」
な
ど
の
開
花
の
遅
速
は
「
遅
 
 

く
と
く
開
く
る
花
の
枝
ゆ
ゑ
に
…
…
」
（
『
元
輔
集
』
九
九
）
な
ど
和
歌
で
 
 

も
よ
ま
れ
る
が
、
落
葉
は
時
期
す
ら
問
題
に
さ
れ
な
い
。
も
し
「
い
と
と
 
 

く
」
が
落
下
速
度
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
層
特
異
で
あ
る
。
具
 
 

体
的
な
落
葉
樹
名
を
挙
げ
た
点
で
漢
詩
文
に
近
い
が
、
そ
れ
が
春
を
代
表
 
 

し
落
花
も
注
目
さ
れ
る
「
桜
」
と
、
実
用
的
・
非
文
学
的
な
「
椋
」
で
あ
 
 

る
と
い
う
点
で
、
一
般
的
な
「
も
み
ぢ
」
を
取
り
上
げ
な
い
 
『
枕
草
子
』
 
 

ら
し
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
桜
」
「
落
つ
れ
」
の
語
を
出
す
こ
と
で
、
当
 
 

該
箇
所
の
落
花
の
光
景
と
の
重
な
り
は
、
よ
り
確
か
な
も
の
と
な
る
バ
 
 
 

最
後
の
文
は
、
初
冬
十
月
、
木
立
の
多
い
場
所
の
庭
は
、
木
の
葉
が
散
 
 

り
敷
い
て
す
ば
ら
し
い
と
愛
で
た
も
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
以
来
も
み
 
 

ぢ
は
美
し
く
惜
し
む
べ
き
秋
の
代
表
的
景
物
と
し
て
賞
美
さ
れ
て
き
た
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

が
、
『
古
今
集
』
ま
で
は
「
山
」
や
「
木
」
の
散
る
前
の
も
み
ぢ
か
、
「
河
」
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

や
「
池
」
「
江
」
な
ど
「
水
」
の
上
や
底
に
散
っ
た
も
み
ぢ
に
限
ら
れ
て
 
 

い
た
。
し
か
し
、
九
〇
〇
年
前
後
の
詩
歌
に
お
い
て
、
主
に
⑳
「
長
恨
歌
」
 
 

の
「
秋
雨
梧
桐
葉
落
時
 
西
宮
南
苑
秋
草
多
 
落
葉
滞
階
紅
不
掃
」
の
影
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

響
で
、
孤
独
感
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
「
宿
」
や
「
道
」
に
散
っ
た
も
 
 

み
ぢ
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
中
に
「
庭
」
の
語
を
持
 
 

っ
㊨
伊
勢
歌
「
紅
に
掃
は
ぬ
庭
に
な
り
に
け
り
…
…
」
も
あ
っ
た
。
一
方
、
 
 

¶
後
撰
集
』
に
な
る
と
、
「
山
」
や
「
林
」
「
宿
」
な
ど
地
上
に
散
っ
た
も
 
 

み
ぢ
の
美
に
も
『
万
葉
集
』
以
来
の
「
錦
」
の
見
立
て
を
用
い
、
「
錦
を
 
 

敷
く
」
と
愛
で
た
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
F
古
今
集
』
 
 

以
後
、
窮
恒
は
和
漢
兼
作
の
場
で
㊨
「
庭
の
面
に
唐
紅
に
な
る
ま
で
に
 
 

…
…
 」
と
孤
独
と
は
無
関
係
に
「
庭
」
に
散
っ
た
も
み
ぢ
の
叙
景
歌
を
詠
 
 

み
、
同
じ
く
和
漢
兼
作
の
敦
倍
の
⑳
「
落
ち
積
も
る
庭
の
紅
葉
は
唐
錦
ま
 
 

つ
如
く
（
敷
く
）
も
の
は
無
し
と
こ
そ
聞
け
」
な
ぜ
、
「
庭
」
に
散
っ
た
 
 

も
み
ぢ
を
積
極
的
に
愛
で
る
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
枕
草
子
』
 
 

は
、
こ
の
興
趣
を
い
ち
早
く
仮
名
散
文
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
 
 

に
は
、
『
後
撰
集
』
撰
者
の
一
人
で
も
あ
る
元
締
の
落
花
を
愛
で
惜
し
む
歌
、
 
 

⑳
「
花
の
蔭
た
た
ま
く
惜
し
き
今
宵
か
な
錦
を
晒
す
庭
と
見
え
つ
つ
」
の
 
 

直
接
・
間
接
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
錦
」
の
見
立
て
は
避
け
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
自
詩
の
「
晩
秋
閑
居
」
の
②
「
秋
庭
不
掃
携
藤
杖
 
閑
跨
蒋
桐
黄
 
 

葉
行
」
は
、
「
庭
」
の
語
を
含
み
、
も
み
ぢ
を
簸
で
る
と
い
う
点
で
も
詩
 
 

人
や
歌
人
達
が
⑮
「
長
恨
歌
」
以
上
に
依
拠
し
た
で
透
ろ
う
が
、
F
千
載
 
 

佳
句
』
 
に
も
あ
り
、
最
初
の
「
黄
な
る
葉
」
や
次
文
の
具
体
的
な
樹
木
名
 
 

も
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
本
段
に
お
い
て
も
踏
ま
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
 
 

い
。
な
お
、
類
纂
本
系
統
の
本
文
に
あ
る
「
錦
を
張
る
」
の
見
立
て
は
、
「
山
」
 
 

や
「
木
」
や
「
野
」
の
花
や
も
み
ぢ
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
早
く
は
F
万
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

葉
集
し
㊥
に
あ
る
が
、
「
庭
」
に
限
ら
ず
散
っ
た
花
や
も
み
ぢ
の
例
は
無
い
。
 
 

「
ま
こ
と
に
」
と
あ
る
が
実
は
例
外
的
で
あ
っ
た
。
平
安
末
期
に
「
笠
」
 
 

の
地
名
な
ど
と
共
に
流
行
し
た
表
現
で
あ
り
、
他
の
散
文
が
恐
ら
く
F
源
 
 

氏
』
の
影
響
で
も
っ
ば
ら
「
錦
を
引
く
」
を
用
い
る
中
に
あ
っ
て
『
大
鏡
』
 
 

に
も
見
ら
れ
、
そ
の
時
期
の
後
補
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
は
、
晩
秋
・
初
冬
の
「
風
」
に
散
る
、
そ
し
て
散
ウ
た
落
葉
の
 
 

様
を
視
覚
的
に
措
い
て
「
悲
秋
」
「
惜
秋
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
 
 

用
語
か
ら
、
春
の
終
わ
り
の
落
花
ヒ
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。
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得 た も 

も この 

ち で 
よ 

き 
ろん、 

うに当 
、 手 

該三 

続きが 
文は、 

無く 風」と 
名 

平 

た 

写 
易で生的 

大 と 

読 素 だ 
が、 
新 
奇 

と 
で 

孤立 

た に せ 

した  

に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
さ
り
げ
な
い
が
分
析
に
耐
え
る
表
現
で
あ
り
 
奥
行
き
（
言
語
文
化
的
背
景
や
言
葉
に
よ
る
人
脈
）
を
探
る
こ
と
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 
 

雨 に 一 

に も 方 
みぢ で 

必 

月 要 
に 

雨水気 ろ 

含  ・窮 
三 も 

と 

澤五 

を 

み 孤 六、補足－三者棟－  は「錦」の他に、散る様 

は 

う。 

だ 

よ 

六 前掲 り 
唯 

題知ら が 一 

」 五 
「幣 絶 

村 

く の 

「 
解 

」や涙」 
釈 
な 

「 

いる 
「 ど 

雨」 は 
「 無 

葉なりけ 時 い 
雨 

L-- 」  
と 

月  り   ）  思  
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を
聴
く
）
の
例
は
、
孤
独
と
無
関
係
な
も
の
も
含
め
て
無
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
孤
独
感
や
見
立
て
な
ど
に
村
す
る
姿
勢
が
、
和
泉
、
赤
染
、
 
 

清
少
納
言
に
お
い
て
、
『
文
集
』
な
ど
漢
詩
文
の
表
現
を
踏
ま
え
て
、
言
 
 

葉
を
共
有
し
っ
つ
、
三
者
三
様
に
一
貫
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
 
 
 

和
泉
式
部
は
、
聴
雨
の
他
に
雁
の
歌
で
も
、
「
青
紙
」
と
「
文
字
」
の
 
 

漢
詩
に
始
ま
る
見
立
て
を
取
り
込
ん
で
新
し
く
隊
列
を
詠
み
つ
つ
㈹
、
結
 
 

句
に
雇
が
音
を
聴
く
」
と
い
う
『
万
葉
集
』
以
来
の
聴
覚
表
現
を
用
い
 
 

て
、
訪
れ
の
無
い
こ
と
、
人
恋
し
さ
を
詠
ん
で
い
た
（
『
和
泉
式
部
続
集
』
 
 

五
九
七
）
。
そ
し
て
⑳
の
「
庭
」
に
散
り
敷
く
紅
葉
も
、
㊧
伊
勢
歌
と
同
 
 

じ
く
孤
独
の
表
象
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
独
詠
歌
で
哀
感
が
あ
る
。
 
 

一
方
赤
染
衛
門
は
、
娘
の
「
文
字
」
を
「
空
」
の
隊
列
に
見
立
て
て
詠
 
 

み
（
『
赤
染
衛
門
集
』
三
三
五
）
、
「
庭
」
の
紅
葉
に
つ
い
て
は
、
⑲
の
落
 
 

花
の
美
と
の
優
劣
論
を
含
む
賞
美
の
歌
を
詠
ん
だ
。
い
ず
れ
も
贈
答
歌
で
、
 
 

機
智
的
な
明
る
さ
が
あ
る
。
◎
の
「
と
く
」
と
紅
葉
狩
り
を
催
促
す
る
贈
 
 

答
歌
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
「
烏
」
は
あ
ま
り
歌
 
 

に
詠
ま
れ
な
い
が
、
漢
詩
文
で
は
家
族
愛
の
深
い
鳥
と
さ
れ
、
症
草
子
』
 
 

初
段
で
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
「
唖
々
」
た
る
鳴
き
声
を
 
 

詠
み
込
み
、
「
床
」
の
語
が
あ
る
た
め
か
、
六
八
段
「
た
と
し
へ
な
き
も
の
」
 
 

の
「
夜
烏
」
と
同
じ
よ
う
に
、
 

微
笑
ま
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
 
 
 

⑳
夕
暮
れ
は
梢
の
痢
や
紛
ふ
ら
ん
司
叫
村
村
叫
利
と
鳴
く
烏
か
な
 
 

（
『
赤
染
衛
門
集
』
二
三
四
・
同
じ
御
社
に
寵
り
た
り
し
に
、
暮
る
 
 
 

れ
ば
鳥
ど
も
の
か
し
ま
し
か
り
し
か
ば
）
 
 
 

⑳
噴
噴
た
る
児
を
護
る
鶴
 
習
母
子
の
烏
 
 

（
『
文
集
』
巻
八
・
〇
三
大
三
・
官
舎
）
 
 
 

ま
へ
る
…
…
 
 

（
『
源
氏
』
須
磨
〓
五
〕
）
 
 
 

右
で
用
い
た
三
者
三
様
の
語
は
、
「
あ
は
れ
」
も
「
を
か
し
」
も
伝
統
 
 

的
な
型
に
結
晶
さ
せ
た
和
歌
と
、
文
脈
を
持
つ
物
語
と
、
自
由
な
散
文
に
 
 

ょ
る
写
生
文
の
三
つ
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
戒
草
子
』
 
 

に
は
独
自
の
達
成
が
あ
る
。
観
察
と
、
詩
歌
め
伝
統
と
、
散
文
表
現
の
可
 
 

能
性
の
追
求
と
に
よ
る
、
創
造
的
な
言
語
妻
術
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

に っ ろ 

し 

繋 村 
象 
と 

な 
清 

但る人 

々 

て の 

状 

によっては 

況痛切な歌となる。「ほ  

べ
引
を
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
 
 

習呵割引 

を 

か 
き 

払 
ひ 
た  
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七
、
お
わ
り
に
－
文
脈
の
ス
リ
カ
エ
ー
 
 

最
後
に
、
別
の
角
度
か
ら
も
う
少
し
当
該
箇
所
を
見
て
お
き
た
い
。
最
 
 

初
の
文
に
も
「
落
つ
る
」
、
次
に
も
「
落
つ
れ
」
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
落
 
 

つ
」
と
い
う
語
を
軸
と
し
て
、
「
黄
落
」
と
小
う
自
然
の
摂
理
か
ら
、
普
 
 

通
は
誰
も
問
題
に
し
な
い
木
の
種
類
に
よ
る
落
葉
の
「
は
や
さ
」
の
違
い
 
 

に
話
が
移
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
落
葉
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
「
あ
は
れ
」
 
 

か
ら
「
を
か
し
」
に
文
脈
が
ず
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
落
つ
」
 
 

の
よ
う
に
、
あ
る
言
葉
を
別
の
文
脈
で
捉
え
直
す
こ
と
。
こ
れ
は
掛
詞
な
 
 

ど
に
見
ら
れ
る
和
歌
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
も
、
日
記
的
章
段
の
表
現
方
 
 

法
に
も
、
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
一
五
六
段
「
故
殿
の
御
服
の
頃
」
の
段
で
は
、
「
四
月
」
の
 
 

道
隆
死
後
の
三
ケ
月
間
を
、
斉
信
と
の
秀
句
の
応
酬
を
思
い
続
け
た
時
間
 
 

と
い
う
角
度
か
ら
語
り
、
服
喪
中
で
あ
る
こ
と
は
冒
頭
に
明
示
し
た
上
で
、
 
 

悲
し
み
と
は
別
の
意
味
づ
け
を
し
て
い
た
。
 
 
 

ま
た
、
八
〇
段
「
も
の
の
あ
は
れ
知
ら
せ
顔
な
る
も
の
。
痍
重
り
間
も
 
 

な
う
か
み
つ
つ
物
言
ふ
声
。
眉
抜
く
」
 
（
仝
）
 
は
、
題
と
項
目
と
の
関
係
 
 

自
体
に
肩
透
か
し
が
あ
る
が
、
元
夫
則
光
と
の
別
れ
を
語
っ
た
前
段
か
ら
 
 

続
け
て
見
る
と
、
一
層
「
あ
は
れ
」
の
文
脈
の
ず
ら
し
が
際
立
つ
だ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
九
一
段
「
ね
た
き
も
の
」
の
「
南
の
院
に
お
は
し
ま
す
頃
」
以
 
 

下
の
縫
い
物
競
争
㈲
は
、
萩
谷
氏
以
来
、
東
三
条
南
院
と
解
し
た
上
で
道
 
 

隆
菱
去
に
よ
る
喪
服
の
裁
縫
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
二
条
南
宮
と
 
 

解
し
二
六
〇
段
の
積
善
寺
供
養
前
夜
の
出
来
事
と
す
る
新
説
を
、
坪
美
奈
 
 

子
氏
が
出
さ
れ
て
い
る
印
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
に
「
笑
ひ
の
の
し
る
」
と
 
 

い
う
場
面
の
明
る
さ
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
も
、
一
家
の
大
黒
柱
を
失
っ
 
 

た
衝
撃
の
中
で
、
「
素
服
裁
縫
」
と
い
う
急
務
に
（
一
致
団
結
し
て
）
必
 
 

死
に
取
り
組
む
自
分
達
の
姿
を
、
背
景
か
ら
切
り
離
し
て
眺
め
て
、
右
で
 
 

述
べ
た
よ
う
に
、
滑
稽
な
側
面
を
の
み
書
き
記
し
た
の
で
は
な
い
か
。
事
 
 

実
と
異
な
る
こ
と
を
記
し
た
の
で
は
な
く
、
文
脈
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
は
、
室
田
村
雅
子
氏
の
言
わ
れ
る
「
複
眼
的
視
点
の
導
入
」
「
虚
 
 

構
の
方
法
」
倒
に
当
た
る
。
但
し
、
そ
れ
を
行
っ
た
の
は
、
「
容
貌
と
出
身
 
 

か
ら
く
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
故
に
、
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
し
か
な
か
っ
 
 

た
清
少
納
言
」
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
。
随
想
的
章
段
に
も
通
底
す
る
、
『
枕
 
 

草
子
』
に
お
け
る
物
の
見
方
、
描
き
方
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
表
現
者
と
 
 

し
て
の
特
質
と
言
っ
て
も
よ
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
ず
ら
し
、
あ
る
い
は
ス
リ
カ
エ
は
、
浸
り
返
し
に
 
 

な
る
が
、
和
歌
的
で
あ
る
。
r
枕
草
子
』
は
、
主
に
日
記
的
章
投
に
お
い
て
、
 
 

「
雲
」
「
門
」
「
火
」
な
ど
の
定
子
の
重
大
事
を
象
徴
す
る
、
喚
起
力
の
強
 
 

い
言
葉
を
「
つ
れ
な
く
」
用
い
て
い
た
。
歌
枕
・
歌
言
葉
の
記
号
性
と
同
 
 

じ
で
あ
る
。
そ
う
と
も
読
め
る
し
そ
う
で
な
い
と
も
読
め
る
。
自
然
描
写
 
 

に
託
し
た
恋
歌
の
手
法
に
近
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
『
枕
草
子
』
 
 

の
言
葉
は
伝
統
と
関
わ
り
、
し
か
も
新
し
い
の
で
あ
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
拙
稿
「
『
枕
草
子
』
二
十
五
年
－
こ
の
草
子
を
ど
こ
に
置
く
か
－
」
 
 

（
『
国
語
と
国
文
学
』
8
2
－
5
、
平
1
7
・
5
）
。
 
 

（
2
）
 
角
田
典
子
氏
「
枕
草
子
「
風
は
」
段
解
釈
に
つ
い
て
」
（
『
枕
草
子
 
 
 

探
求
』
昭
5
5
・
望
も
、
平
安
朝
で
は
嵐
が
秋
冬
の
も
の
で
あ
り
、
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れ
な
れ
。
「
一
葉
の
庭
に
落
つ
る
時
」
と
か
い
ふ
な
り
。
 
 

（
4
）
 
静
永
健
氏
は
、
「
「
黄
葉
」
が
「
紅
葉
」
に
か
は
る
ま
で
－
自
居
易
 
 
 

と
王
朝
漢
詩
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
自
居
易
研
究
年
報
』
1
、
平
1
2
・
 
 
 

5
）
 
で
、
『
文
集
』
 
の
影
響
下
に
平
安
時
代
に
「
紅
葉
」
が
大
流
行
 
 
 

し
た
と
い
う
小
島
憲
之
氏
の
指
摘
を
進
め
て
、
特
に
「
林
間
暖
酒
焼
 
 
 

紅
葉
 
石
上
題
詩
掃
緑
苔
」
（
巻
十
四
・
〇
七
一
五
／
『
佳
句
』
七
 
 
 

九
九
／
『
朗
詠
集
』
 
二
二
一
）
 
の
影
響
や
、
道
真
の
功
績
を
重
視
さ
 
 
 

れ
て
い
る
。
⑳
「
長
恨
歌
」
の
「
紅
」
の
影
響
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
 
 

（
5
）
 
沢
田
正
子
氏
「
購
蛤
日
記
－
枕
草
子
へ
の
揺
曳
」
（
『
平
安
文
学
研
 
 
 

究
』
最
終
輯
、
昭
6
3
・
1
0
）
 
や
注
（
1
）
拙
稿
な
ど
。
 
 

『
佳
句
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
注
（
8
）
の
近
藤
氏
の
御
論
文
や
、
 
 
 

小
野
泰
央
氏
「
『
購
蛤
日
記
』
に
お
け
る
漢
詩
文
表
現
」
（
『
東
洋
文
化
』
 
 
 

7
8
、
平
9
・
3
）
と
「
『
千
載
佳
句
』
小
者
－
同
時
代
に
お
け
る
影
 
 
 

響
関
係
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
教
育
・
研
究
』
7
、
平
5
・
望
が
 
 
 

詳
し
い
。
拙
稿
「
『
枕
草
子
』
初
段
と
和
漢
の
類
書
の
首
巻
部
類
標
 
 
 

本
段
の
形
容
詞
か
ら
強
風
と
わ
か
る
の
で
、
冒
頭
の
「
嵐
」
を
全
体
 
 

の
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
単
な
る
春
風
や
秋
風
で
は
な
く
「
晩
 
 
 

春
・
晩
秋
の
季
節
の
節
目
」
「
季
節
の
移
り
変
わ
り
」
の
「
風
」
を
 
 
 

取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
点
は
、
本
稿
と
も
重
な
る
。
 
 

（
3
）
 
前
田
家
本
を
一
部
挙
げ
て
お
く
。
堺
本
は
若
干
異
な
り
、
特
に
末
 
 
 

尾
は
「
秋
の
露
を
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
を
な
じ
心
に
」
で
あ
る
。
 
 

六
月
廿
余
日
ば
か
り
に
、
…
…
い
さ
ゝ
か
風
の
け
し
き
も
な
き
 
 

に
、
い
と
高
き
木
ど
も
の
木
暗
き
中
よ
り
、
 
 

つ
づ
 
 
つ
や
う
や
う
ひ
る
 
 カ 
 
へ
り
落
ち
た
る
、
見
る
こ
そ
、
あ
は
 
 

黄
な
る
葉
の
、
一
 
 

題
の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
『
和
漢
古
典
学
の
オ
ン
ト
ロ
ジ
』
1
、
 
 
 

平
1
6
・
3
）
と
「
『
枕
草
子
』
初
段
「
春
は
曙
」
 
の
段
を
め
ぐ
つ
て
 
 
 

－
 和
漢
の
融
合
と
、
紫
の
票
の
象
徴
性
－
」
 
（
『
む
ら
さ
き
』
 
4
4
、
平
 
 

1
6
・
1
2
）
 
で
も
、
『
枕
草
子
』
と
の
関
係
を
述
べ
た
。
 
 

（
6
）
 
こ
の
歌
自
体
は
『
枕
草
子
』
と
の
関
係
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
が
、
 
 
 

清
輔
と
 
『
枕
草
子
』
 
の
関
係
は
深
い
。
久
保
田
淳
氏
は
、
「
枕
草
子
 
 
 

の
影
響
－
中
世
文
学
」
（
『
枕
草
子
講
座
 
第
四
巻
』
有
精
堂
、
昭
邑
 
 
 

等
で
、
『
枕
草
子
』
が
「
歌
人
必
読
の
書
」
で
あ
り
、
「
一
種
の
歌
学
 
 
 

書
の
よ
う
な
意
識
で
読
ま
れ
て
い
た
」
と
し
、
影
響
歌
を
家
集
か
ら
 
 

「
…
…
秋
は
夕
べ
と
誰
か
言
ひ
け
む
」
（
一
一
三
）
等
五
首
を
挙
げ
 
 

（
一
・
六
三
・
三
三
〇
、
二
六
八
）
、
『
奥
義
抄
』
 
の
蟻
通
明
神
の
縁
 
 
 

起
も
『
枕
草
子
』
を
取
り
込
ん
だ
も
の
か
と
さ
れ
る
。
芦
田
耕
一
氏
 
 
 

も
、
「
清
輔
の
反
伝
統
的
詠
歌
」
 
（
『
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
言
語
 
 
 

文
化
学
科
編
』
 
5
、
平
1
0
・
7
／
『
六
条
藤
家
清
輔
の
研
究
』
和
泉
 
 
 

書
院
、
平
空
 
で
、
刷
を
踏
ま
え
た
歌
（
一
〇
六
）
を
加
え
、
清
輔
 
 
 

が
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
 
 

ま
た
1
袋
草
耗
』
は
、
拙
稿
「
物
語
史
の
中
の
 
（
草
子
）
－
（
草
 
 
 

子
）
 
の
転
機
と
し
て
の
枕
草
子
－
」
（
『
古
代
文
学
研
究
 
第
二
次
』
 
 
 

1
0
、
平
1
3
・
1
0
）
 
で
述
べ
た
よ
う
に
、
百
科
全
書
的
・
作
法
書
的
性
 
 
 

格
や
、
分
類
意
識
、
類
衆
的
要
素
、
連
想
に
よ
る
繋
が
り
な
ど
、
．
『
枕
 
 
 

草
子
』
と
の
共
通
点
が
あ
り
、
書
名
に
つ
い
て
、
作
者
自
ら
「
嚢
」
 
 
 

と
い
う
作
品
の
内
容
に
深
く
関
わ
り
、
か
つ
モ
ノ
 
（
調
度
品
）
を
表
 
 
 

す
語
を
選
ん
だ
点
は
、
特
に
看
過
で
き
な
い
共
通
点
で
あ
る
。
さ
ら
 
 
 

に
下
賜
さ
れ
た
「
造
紙
」
に
記
し
た
点
も
共
通
す
る
。
ま
た
、
『
初
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学
抄
』
物
名
の
排
列
に
お
け
る
「
天
象
」
の
優
先
や
、
「
歳
時
」
が
 
 
 

時
間
帯
を
含
む
こ
と
へ
の
『
枕
草
子
』
初
段
の
影
響
は
、
注
（
5
）
の
 
 
 

両
拙
稿
で
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
前
田
家
本
の
「
は
」
型
章
段
の
排
列
 
 

（
天
、
地
、
水
、
居
所
、
寺
社
、
植
物
、
動
物
、
仏
神
、
人
倫
、
官
 
 
 

職
、
疾
病
、
見
物
、
諸
芸
、
装
束
、
服
飾
・
調
度
）
は
、
特
に
人
事
 
 
 

が
動
植
物
よ
り
も
後
に
あ
る
点
で
、
『
初
学
抄
』
や
他
の
歌
学
書
や
 
 
 

辞
書
類
と
異
な
り
、
『
奥
義
抄
』
二
十
三
「
物
異
名
」
の
挙
げ
方
に
 
 
 

最
も
近
い
。
拙
稿
「
『
枕
草
子
』
「
は
」
型
類
栄
華
段
と
和
漢
の
類
筆
 
 
 

の
部
類
標
題
と
の
比
較
・
対
照
－
三
巻
本
こ
別
田
家
本
と
『
重
文
類
 
 
 

宋
』
『
倭
名
類
衆
抄
』
を
中
心
に
－
」
（
『
和
漢
古
典
学
の
オ
ン
ト
ロ
ジ
』
 
 
 

2
、
相
田
満
氏
編
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
平
1
7
・
3
）
。
 
 

（
7
）
 
詩
の
転
・
結
句
「
殉
別
の
l
嵐
軽
く
簸
ひ
て
千
の
句
ひ
習
／
此
れ
 
 
 

よ
り
税
花
客
の
情
を
傷
ま
し
む
」
は
、
風
に
よ
る
落
花
と
も
詠
め
る
。
 
 

（
8
）
 
h
松
浦
正
浩
氏
「
枕
草
子
の
和
歌
機
能
－
章
段
構
成
論
理
の
一
視
点
」
 
 

（
r
語
文
』
7
9
、
平
3
・
3
）
、
山
口
美
夏
氏
「
『
枕
草
子
』
の
表
現
 
 
 

に
つ
い
て
の
一
考
察
－
好
思
お
よ
び
河
原
院
周
辺
の
歌
人
詠
と
の
関
 
 
 

連
を
中
心
に
」
 
（
還
和
文
』
8
4
、
平
4
・
望
。
注
（
1
）
拙
稿
で
も
 
 
 

触
れ
た
。
注
（
5
）
拙
稿
と
も
関
わ
る
が
、
『
う
つ
ほ
』
に
も
散
見
 
 
 

す
る
歌
言
葉
「
紫
の
雲
」
左
流
行
ら
せ
た
の
も
彼
ら
ら
し
い
。
 
 

ま
た
、
近
藤
み
ゆ
き
氏
「
平
安
中
期
河
原
院
文
化
圏
に
関
す
る
一
 
 
 

考
察
－
曽
祢
好
忠
・
恵
慶
・
源
道
済
の
漢
詩
文
受
容
を
中
心
に
－
」
 
 

（
『
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
』
A
－
2
2
、
平
2
・
3
）
と
、
小
 
 
 

野
泰
央
氏
「
『
元
輔
集
』
と
同
時
代
和
歌
－
漢
詩
文
表
現
の
浸
透
度
 
 
 

を
中
心
と
し
て
－
」
（
『
和
歌
文
学
研
究
』
7
1
、
平
7
∴
曇
は
、
『
枕
 
 
 

草
子
』
 
へ
の
言
及
は
無
い
が
、
示
唆
的
で
あ
る
。
 
 

近
藤
氏
は
、
好
息
が
「
自
然
詠
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
 
 
 

表
現
性
を
詩
文
受
容
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
い
る
こ
と
」
、
「
着
想
を
漢
 
 
 

詩
文
世
界
に
求
め
な
が
ら
も
そ
れ
を
奥
に
沈
め
て
、
あ
く
ま
で
表
現
 
 
 

と
し
て
は
自
ら
の
言
語
感
覚
・
造
語
力
を
駆
使
し
た
自
ら
の
文
体
と
 
 
 

し
て
歌
の
完
成
を
目
指
し
て
い
く
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
「
歌
」
 
 
 

を
「
仮
名
散
文
」
に
置
き
換
え
る
と
、
正
に
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
 
 
 

る
『
枕
草
子
』
 
の
方
法
意
識
そ
の
も
の
に
な
る
。
山
口
氏
が
指
摘
さ
 
 
 

れ
た
よ
う
に
『
枕
草
子
b
 
の
表
現
と
類
似
・
共
通
し
、
か
つ
希
少
な
 
 
 

歌
言
葉
や
そ
の
組
合
せ
が
、
特
に
「
毎
月
集
」
や
「
好
忠
百
首
」
に
 
 
 

多
い
の
も
、
そ
の
志
向
の
共
通
性
に
困
る
の
だ
ろ
う
。
 
 

ま
た
小
野
氏
が
指
摘
さ
れ
た
、
元
輔
歌
の
特
徴
の
う
ち
、
「
鶴
の
 
 
 

羽
の
自
さ
」
の
喩
え
を
「
雪
」
か
ら
漢
詩
文
表
現
に
拠
り
「
霜
」
（
「
白
 
 
 

髪
」
を
重
ね
る
）
に
変
え
た
こ
と
（
『
元
輔
集
』
一
七
一
）
、
従
来
の
 
 
 

「
簡
の
菊
（
残
菊
）
」
で
は
な
く
「
習
菊
（
老
菊
）
」
を
用
い
 
 
 

た
こ
と
（
一
三
五
・
一
三
七
）
、
「
澗
底
の
松
」
を
「
桜
花
」
に
置
き
 
 
 

換
え
て
不
遇
感
を
述
べ
た
こ
と
（
七
）
、
自
詩
句
「
鴬
声
誘
引
花
下
」
 
 
 

を
「
松
虫
の
音
」
と
「
紅
葉
」
に
景
物
を
改
変
し
た
こ
と
（
『
尊
経
 
 
 

閣
本
元
輔
集
』
二
四
）
な
ど
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
枕
草
子
』
 
 
 

の
方
法
と
共
通
す
る
圭
一
一
口
え
る
。
中
で
も
「
こ
ぼ
る
」
や
「
庭
」
に
 
 
 

散
り
敷
く
実
は
、
他
な
ら
ぬ
元
輔
の
落
花
の
歌
⑲
⑳
を
落
葉
に
置
き
 
 
 

換
え
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
 
 

（
9
）
 
注
（
竪
三
田
村
氏
御
著
書
や
、
内
田
暁
子
氏
「
『
枕
草
子
』
論
致
「
－
 
 
 

「
あ
は
れ
」
を
め
ぐ
つ
て
ー
」
（
『
大
妻
国
文
』
2
7
、
平
8
・
3
）
等
。
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（
1
0
）
 
西
山
秀
人
氏
「
『
枕
草
子
』
 
の
新
し
さ
ー
後
拾
遺
時
代
和
歌
と
の
 
 
 

接
点
－
」
 
（
『
学
海
』
 
1
0
、
平
6
・
3
）
。
 
 

（
H
）
 
注
（
3
）
に
同
じ
。
な
お
、
注
（
ほ
）
三
木
氏
は
『
古
今
集
』
二
八
六
 
 
 

番
歌
◎
や
長
谷
雄
の
「
落
葉
吟
」
の
、
落
葉
に
人
生
の
は
か
な
さ
を
 
 
 

見
出
す
発
想
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
『
文
集
』
巻
十
八
・
一
 
 
 

一
二
丁
新
秋
「
二
毛
生
鏡
日
一
葉
落
頗
時
」
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
 
 
 

注
（
1
0
）
の
西
山
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
段
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
『
枕
 
 
 

冊
子
新
註
』
が
「
こ
こ
に
該
当
し
な
い
」
と
す
る
の
は
、
語
句
が
完
 
 
 

全
に
は
一
鼓
し
な
い
の
意
だ
ろ
う
。
「
諷
零
」
は
、
注
（
ほ
）
参
照
。
 
 

（
ほ
）
 
r
師
連
記
J
の
雪
月
花
の
描
写
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。
 
 

（
ほ
）
 
渡
辺
秀
夫
氏
「
古
今
集
時
代
に
お
け
る
自
居
易
」
（
太
田
次
男
氏
 
 
 

他
編
r
自
居
易
研
究
講
座
 
第
三
巻
 
日
本
に
お
け
る
受
容
（
韻
文
 
 
 

篇
）
』
勉
誠
社
、
平
5
）
。
 
 

（
1
4
）
 
菊
沢
喜
八
郎
氏
『
北
の
国
の
雑
木
林
 
ツ
リ
ー
・
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
 
 
 

入
門
』
 
（
蒼
樹
書
房
、
昭
6
1
）
一
三
三
頁
、
同
氏
『
葉
の
寿
命
の
生
 
 
 

態
学
－
個
葉
か
ら
生
態
系
へ
－
』
（
共
立
出
版
、
平
ほ
）
五
一
貫
等
。
 
 

（
望
 
三
木
雅
博
氏
「
紅
葉
降
る
や
ど
－
古
今
集
時
代
に
お
け
る
「
長
恨
 
 
 

歌
」
享
受
の
一
端
－
」
（
『
大
谷
女
子
大
国
文
』
軍
平
4
・
3
／
『
平
 
 
 

安
詩
歌
の
展
開
と
中
国
文
学
』
和
泉
書
院
、
平
日
）
。
 
 

氏
は
「
も
み
ぢ
」
が
「
降
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
上
代
に
 
 
 

見
ら
れ
ず
、
「
雨
や
雪
の
よ
う
に
盛
ん
に
散
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
 
 
 

し
ょ
ぅ
と
し
た
、
平
安
び
と
の
新
し
い
言
い
回
し
」
で
あ
り
、
そ
の
 
 
 

先
駆
け
が
『
経
国
集
』
巻
十
三
・
紀
長
江
・
奉
読
既
得
秋
の
「
黄
粛
刹
 
 
 

醜
萄
秋
欲
暮
」
な
ど
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
諷
 
 
 

零
」
は
「
軽
く
柔
ら
か
な
も
の
が
風
に
従
っ
て
空
中
か
ら
落
ち
て
く
 
 
 

る
様
」
を
表
わ
し
、
「
雪
な
ど
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
」
。
『
文
選
』
「
雪
 
 
 

賦
」
の
末
尾
近
く
に
も
「
従
風
楓
零
」
と
あ
る
が
、
落
涙
や
降
雨
に
 
 

は
軽
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
が
降
雪
表
現
の
落
葉
に
 
 

用
い
ら
れ
た
先
例
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
「
道
」
を
「
埋
む
」
落
葉
・
紅
葉
で
も
、
注
（
8
）
近
藤
氏
 
 
 

が
指
摘
さ
れ
た
「
山
里
」
「
山
路
」
の
そ
れ
（
『
好
忠
集
』
二
六
四
、
『
道
 
 

済
集
』
七
、
『
輔
親
集
』
一
二
五
）
は
、
別
系
統
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
1
6
）
 
鈴
木
宏
子
氏
「
（
も
み
じ
と
錦
の
見
立
て
）
 
の
周
辺
－
漢
詩
文
と
 
 
 

和
歌
の
間
－
」
 
（
犬
養
廉
氏
編
『
古
典
和
歌
論
叢
』
明
治
書
院
、
昭
 
 

6
3
／
『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』
笠
間
書
院
、
平
1
2
）
。
 
 

（
望
 
注
（
8
）
に
同
じ
。
ま
た
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
任
地
筑
紫
で
 
 

亡
く
な
っ
た
の
を
開
い
て
、
赤
染
衛
門
が
暇
乞
い
の
挨
拶
の
時
の
こ
 
 
 

と
を
思
い
出
し
、
哀
悼
し
て
い
る
（
『
赤
染
衛
門
集
』
 
五
一
七
）
。
 
 

（
1
8
）
 
三
木
雅
博
氏
「
聴
雨
考
－
表
現
素
材
の
獲
得
と
定
着
を
め
ぐ
つ
て
 
 
 

－
 」
（
『
中
古
文
学
』
3
1
、
昭
5
8
・
5
）
。
注
（
ほ
）
の
御
著
書
所
収
。
 
 

（
1
9
）
 
岩
井
宏
子
氏
「
「
雁
」
の
詩
と
「
か
り
」
の
歌
」
（
『
国
文
目
白
』
墾
 
 
 

平
1
2
・
2
）
。
注
（
5
）
 
r
む
ら
さ
き
』
 
の
拙
稿
で
も
触
れ
た
。
 
 

（
聖
 
杯
美
奈
子
氏
「
r
枕
草
子
』
「
南
の
院
の
裁
縫
」
の
条
の
事
件
年
時
 
 
 

に
つ
い
て
 
（
上
）
 
（
下
）
」
 
（
義
和
文
』
 
8
4
と
8
5
、
平
4
・
1
2
と
平
5
・
 
 
 

3
／
『
新
し
い
枕
草
子
論
 
主
題
・
手
法
 
そ
し
て
本
文
』
新
典
社
、
 
 
 

平
1
6
）
。
注
（
1
）
の
拙
稿
で
も
触
れ
た
。
 
 

（
竪
 
三
田
村
雅
子
氏
「
枕
草
子
の
虚
構
性
」
（
『
枕
草
子
講
座
 
第
一
巻
』
 
 
 

有
精
堂
、
平
5
0
／
『
枕
草
子
 
表
現
の
論
理
』
有
精
堂
、
平
7
）
。
 
 

－52－   


