
一

「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

─ 

土
左
日
記
の
作
中
歌
「
も
の
の
悲
し
き
」
を
め
ぐ
っ
て 

─西　
　

 

耕 　

生

　

は
じ
め
に
―
本
稿
の
概
要

　

土
左
日
記
の
作
中
歌
「
都
へ
と
思
ふ
を
も
の
の
悲
し
き
は
帰
ら
ぬ
人

の
あ
れ
ば
な
り
け
り
」
に
詠
み
こ
ま
れ
た
名
詞
モ
ノ
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
漠
然
と
し
た
対
象
を
指
す
と
す
る
通
説
の
あ
る
一
方
で
、
異
見
も

示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
定
し
て
は
い
な
い
が
格
別
に
強
調
す

る
意
味
が
あ
る
」（
萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』）、
あ
る
い
は
、「
古

い
時
代
の
基
本
的
意
味
は
『
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
不
可
変
の
こ

と
』
で
あ
っ
た
」
と
概
括
し
て
「
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
運
命
、
な
り
ゆ
き
」（
以
上
、
大
野
晋
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』）
を
意

味
す
る
な
ど
と
説
く
解
釈
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
を
端
緒
と
し
て
、
名
詞
あ
る

い
は
接
頭
辞
の
モ
ノ
を
伴
な
っ
た
情
意
表
現
に
つ
い
て
、
祖
述
と
粗
描

を
試
み
る
。
そ
う
し
て
、
漠
然
性
を
あ
ら
わ
す
と
す
る
通
説
を
あ
ら
た

め
、
夙
く
富
士
谷
御
杖
『
土
佐
日
記
燈
』
な
ど
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
、
喜
怒
哀
楽
を
は
じ
め
と
す
る
情
緒
の
誘
因
が
表
現
主
体

を
と
り
ま
い
て
遍
満
す
る
あ
り
よ
う
を
明
示
し
た
用
語
と
し
て
、
古
語

モ
ノ
を
把
握
し
な
お
そ
う
と
す
る
。

　

一
、
亡
き
女
児
へ
の
哀
傷
―
通
説
と
そ
の
異
見

　
　

廿
七
日
お
ほ
つ
よ
り
う
ら
と
乎
散
し
て
こ

　
　

支
い
つ
か
く
あ
る
う
ち
に
京
に
て
う
ま
れ

　
　

た
り
し
乎
ん
な
こ
く
に
ヽ
て
に
は
か
に

　
　

う
せ
に
し
か
は
こ
の
こ
ろ
の
い
て
た
ち
い
そ

　
　

支
乎
み
れ
と
な
に
こ
と
ん
い
は
数
京
へ

　
　

か
へ
る
に
乎
ん
な
こ
の
な
支
の
み
そ
か
な

　
　

し
ひ
こ
ふ
る
あ
る
ひ
と
〳
〵
毛
た
へ
数

　
　

こ
の
あ
ひ
た
に
あ
る
ひ
と
か
支
て
い
た
せ
る

　
　

う
た　

み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
乎
毛
の
ヽ
か
な

　
　

し
支
は
か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の
あ
れ
は
な
り

　
　

け
り
ま
た
あ
る
と
支
に
は　

あ
る
ん
の
と



二

　
　

わ
須
れ
つ
ヽ
な
ほ
な
支
ひ
と
乎
い
つ
ら

　
　

と
ヽ
ふ
そ
か
な
し
か
り
け
る
と
い
ひ
け
る

　
　

あ
ひ
た
に
…
…

　
　
　
　
　
〔
土
左
日
記
・
某
年
十
二
月
廿
七
日
条

�
（
萩
谷
朴
編
『
影
印
本
土
左
日
記
（
新
訂
版
）』
新
典
社
、

�
二
三
～
二
四
頁
、
平
成
十
五
年
四
月
新
訂
16
刷
）〕

　

土
左
日
記
某
年
十
二
月
二
十
七
日
条
の
前
半
、
二
首
の
和
歌
を
含
ん

だ
一
節
で
あ
る
。
引
用
に
際
し
て
字
母
表
記
を
一
部
保
持
し
な
が
ら
翻

字
し
た
、
右
の
「
青
谿
書
屋
本
は
、
為
家
筆
本
の
形
を
、
ほ
と
ん
ど
複

製
本
と
も
い
う
べ
き
ほ
ど
忠
実
に
転
写
し
た
も
の
で
あ（

１
）」

る
と
評
せ
ら

れ
て
い
る
。
二
首
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
頭
に
設
け
ら
れ
た
空
白
も
、
定
家
筆

お
よ
び
為
家
筆
両
本
の
書
写
奥
書
に
記
さ
れ
る
ご
と
く
「
紀
氏
自
筆

本
」「
紀
氏
正
本
」
に
さ
か
の
ぼ
る
書
記
様
態
を
彷
彿
さ
せ
て
貴
重
で

あ
る
。
在
京
時
に
生
ま
れ
な
が
ら
任
国
で
急
死
し
た
女
児
を
悼
む
歌
に

共
通
す
る
、
形
容
詞
カ
ナ
シ
と
歌
末
の
助
辞
ケ
リ
と
が
、
人
生
の
悲
哀

を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。

　
　

都
へ
と
思
ふ
を
も
の
の
悲
し
き
は

　
　

帰
ら
ぬ
人
の
あ
れ
ば
な
り
け
り

3

3

　

第
一
首
は
、
い
わ
ゆ
る
ナ
リ
ケ
リ
構
文
を
用
い
、
破
線
を
施
し
た
ご

と
く
地
の
文
に
記
す
「
京
へ
帰
る
に
女
児
の
無
き
」
現
実
を
そ
の
ま
ま

痛
嘆
し
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
第
二
首
で
は
、
歌
を
導
く
前
句

「
あ
る
時
に
は
」
と
も
密
接
に
繫
が
っ
て（

２
）、

　
（
あ
る
時
に
は

0

0

0

0

0

）
あ
る

0

0

も
の

8

8

と
忘
れ
つ
つ
な
ほ

　
　

亡
き
人
を
い
づ
ら
と
問
ふ
ぞ
悲
し
か
り
け
る

3

3

3

と
、
死
別
し
た
「
亡
き
人
」
を
や
や
も
す
れ
ば
此
の
世
に
「
在
る
も
の

と
忘
れ
」
て
い
る
も
う
一
つ
の
現
実
を
詠
ん
で
、
前
歌
の
痛
嘆
を
半
面

か
ら
支
え
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
両
首
は
同
工
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
悲
し
み
の
対
象

を
具
体
的
に
「（
な
ほ
）
亡
き
人
を
い
づ
ら（

３
）と

問
ふ
（
ぞ
）」
と
示
す
後

者
に
対
し
、
前
者
で
は
、
な
に
と
特
定
せ
ず
「
も
の
」
と
言
う
に
と
ど

め
て
い
る
。
ち
な
み
に
第
一
首
の
「
も
の
」
を
意
識
し
て
、
第
二
首
も

「
あ
る
も
の
」
と
詠
み
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
一
首
目
に
配
さ
れ
た
「
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
は（

４
）、

　

⒈
「
も
の
悲
し
い
」
と
い
う
一
語
に
ま
と
め
る

　
　

⒜
い
よ
い
よ
都
へ
帰
る
の
だ
と
思
う
の
に
、
何
か
に
つ
け
て
も
の

悲
し
い
思
い
の
す
る
の
は

　
　
　

 

〔
日
本
古
典
文
學
大
系
20
二
九
頁
頭
注
二
五
（
岩
波
書
店
、

�

一
九
五
七
年
十
二
月
第
１
刷･

一
九
七
九
年
四
月
第
23
刷
）〕

　
　

⒝
懐
か
し
い
都
へ
帰
る
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
も
の
悲
し
い
気
分

に
と
ざ
さ
れ
る
の
は
〔
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
一
四
頁
頭
注
一

�

（
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
十
二
月
）〕

と
い
っ
た
通
釈
が
行
な
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
現
在
で
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
訳
解
が
大
勢
を
な
す
。

　

⒉
「
何
か
し
ら
」「
何
と
な
し
に
」
と
意
訳
す
る

　
　

⒞
い
よ
い
よ
な
つ
か
し
い
都
へ
帰
る
の
だ
と
思
う
の
に
、
何
か
し

ら
悲
し
い
の
は



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

三

�

〔
日
本
古
典
文
学
全
集
９
三
二
頁
下
段
口
語
訳

�

（
小
学
館
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
初
版･

�

昭
和
五
十
七
年
十
月
第
十
三
版
）〕

　
　

⒟
さ
あ
、
あ
の
な
つ
か
し
い
京
の
都
へ
帰
る
の
だ
と
思
う
の
に
、

心
が
躍
ら
ず
何
と
な
し
に
悲
し
い
の
は

�

〔
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
10
巻
『
王
朝
日
記
』
三
五
頁
口
訳

�

（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
年
七
月
初
版
・

�

昭
和
五
十
四
年
五
月
３
版
）〕

　
　

⒠
い
ざ
都
へ
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
何
か
し
ら
悲
し
い
の
は

�

〔
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
13
一
八
頁
下
段
口
語
訳

�

（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
十
月
）〕

　

即
ち
、「｢

も
の｣

は
漠
然
と
し
た
対
象
を
指
す（

５
）。」

と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
⒉
の
よ
う
な
通
説
に
対
し
て
異
見
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　

⒊
「（
何
か
に
つ
け
て
）
む
や
み
に
」
と
意
訳
す
る

　
　

⒡
「
も
の
の
悲
し
き
は
」
は
、
漠
然
と
「
何
と
な
く
悲
し
い
の

は
」
と
訳
し
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味
を
な

さ
な
い
。
悲
し
み
の
度
合
が
は
な
は
だ
し
く
薄
弱
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
悲
し
い
と
始
め
か
ら
ハ
ッ
キ
リ
意

識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
何
か
に
つ
け
て
む
や
み
に

悲
し
い
の
で
あ
る
。「
も
の
」
に
は
一
定
し
て
は
い
な
い
が
格

別
に
強
調
す
る
意
味
が
あ
る
。「
も
の
も
の
し
」「
も
の
の
け
」

「
も
の
の
あ
は
れ
」「
も
の
の
か
ず
」
な
ど
の
場
合
の
「
も
の
」

は
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

�

〔
萩
谷
朴
〈
日
本
古
典
評　

釈

全
注
釈

叢
書
〉『
土
佐
日
記
全
注
釈
』　　

�

九
五
頁
釈
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
初
版
〕

　

七
五
調
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
以
下
の
訳
文
か
ら
も
、
萩
谷
博
士
の
一

貫
し
た
注
釈
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
　

⒢
み
や
こ
へ
と
の
歌
─
都
へ
帰
る
そ
の
こ
と
は
、
思
う
も
嬉
し
い

は
ず
な
の
に
、
む
や
み
に
悲
し
ゅ
て
な
ら
ぬ
の
は
、
生
き
て

い
っ
し
ょ
に
帰
れ
な
い
、
い
と
し
あ
の
子
が
あ
れ
ば
こ
そ
。

�

〔
萩
谷
朴
編
『
影
印
本
土
左
日
記
（
新
訂
版
）』
二
四
頁
頭
注

�

（
新
典
社
、
平
成
十
五
年
四
月
新
訂
16
刷
）〕

　
「
漠
然
と
し
た
対
象
を
指
す
」
と
す
る
通
説
へ
の
批
判
は
肯
な
わ
れ

る
も
の
の
、
モ
ノ
を
「
強
調
語（

６
）。」

と
す
る
注
解
に
は
、
な
お
行
き
届

か
ぬ
憾
み
を
覚
え
る
。「
一
定
し
て
は
い
な
い
が
格
別
に
強
調
す
る
意

味
が
あ
る
」
と
い
う
解
釈
は
一
体
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
一
方
で
注
釈
書
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
⒡
の
二
重
傍
線
箇
所
に
補

な
わ
れ
て
い
る
「
何
か
に
つ
け
て
」
が
夙
く
⒜
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
と
併
せ
、
⒝
の
破
線
箇
所
「（
も
の
悲
し
い
気
分
）
に
と
ざ
さ
れ
る
」

と
い
う
綿
密
な
訳
解
に
も
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
古
語
モ
ノ
に
関
す
る
従
来
の
注
説
を
顧
み

な
が
ら
、
連
語
「
な
に
と
な
く
」
の
解
釈
と
も
絡
め
、
少
し
ば
か
り
私

按
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
い
。



四

　

二
、「
な
に
と
な
く
か
な
し
き
心
」
―
富
士
谷
御
杖
の
注
解

　
「
都
へ
と
」
の
歌
に
配
さ
れ
た
「
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
夙
く
、
富

士
谷
御
杖
が
［
～
ハ
～
ナ
リ
ケ
リ
］
の
「
う
ち
あ
ひ
」（
呼
応
）
に
も

注
意
し
な
が
ら
説
い
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
け
れ
ど
も
、
以
下
に
引

用
す
る
。

　
　

○
も
の
ゝ
云
々
物
と
は
「
物
わ
ひ
し
「
物
う
し
「
物
へ
ま
か
る

「
も
の
す
る
な
と
う
た
に
も
文
に
も
い
へ
る
か
こ
と
く
事
に
ま

れ
處
に
ま
れ
そ
の
名
を
さ
ゝ
す
し
て
お
も
は
す
る
詞
な
り
こ
れ

ら
も
大
か
た
詞
は
も
の
に
せ
ま
り
て
つ
く
ま
し
け
れ
は
な
り

…
…
〔
中
略
〕
…
…
そ
の
名
を
さ
す
と
き
は
只
そ
の
一
條
に
か

き
る
を
も
の
と
い
へ
は
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
と
な

る
か
故
に
な
に
と
な
く
か
な
し
き
心
な
り
と
志
る
へ
し
か
な
し

と
い
ふ
義
は
ま
へ
に
い
へ
り
○
は
も
し
は
下
の
な
り
け
り
の
う

ち
あ
ひ
な
り
す
へ
て
何
は
何
也
け
り
と
い
ふ
脚
結
は
た
ゝ
そ
の

故
を
こ
と
わ
る
詞
也
と
心
江
た
る
は
く
は
し
か
ら
す
は
も
し
も

と
多
か
る
も
の
ゝ
中
に
て
そ
の
分
別
を
た
つ
る
詞
な
か
ら
…
…

〔
中
略
〕
…
…
す
へ
て
自
然
拔
群
の
か
た
ち
あ
り
又
け
り
も
お

も
ふ
に
は
こ
と
な
る
よ
し
を
い
ふ
詞
な
れ
は
た
ゝ
故
を
こ
と
わ

る
の
み
そマ

マ

は
あ
ら
て
常
に
た
か
ひ
て
あ
り
け
る
こ
と
を
み
つ
か

ら
に
お
と
ろ
け
る
心
な
り
か
く
み
つ
か
ら
お
と
ろ
く
心
に
よ
む

は
即
そ
の
分
別
を
人
に
こ
と
わ
り
き
か
す
る
用
な
り
と
志
る
へ

し

　
　
　
〔
土
佐
日
記
燈
卷
之
二
（
国
光
社
版
、
一
八
九
八
年
）
百
八
～

百
九
頁
。
傍
線･

鉤
括
弧
等
原
文
の
マ
マ
。
引
用
に
際
し
異
体

か
な
の
一
部
を
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。な
お
太
字
表
記
は
西
。〕

　

古
語
「
も
の
」
と
は
、「
事
」
で
あ
れ
「
處
」
で
あ
れ
「
そ
の
名
を

指
さ
ず
し
て
思
は
す
る
詞
な
り
」
─
こ
う
前
置
き
し
た
あ
と
更
に
、

対
象
と
し
て
「
そ
の
名
を
指
す
時
は
只
そ
の
一
條
に
か
ぎ
る
」
の
に
対

し
、「
も
の
」
と
言
い
表
わ
せ
ば
「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞

と
な
る
が
故
に
な
に
と
な
く
か
な
し
き
心
な
り
と
知
る
べ
し
」
と
説
き

及
ぼ
す
。
前
置
き
だ
け
な
ら
、
表
現
対
象
を
漠
然
と
指
す
名
詞
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
細
説
す
る
後
半
ま
で
含
め
る
と
、
全
体
と
し
て
、「
ら
り
と
し
て

ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
と
な
る
が
故
に

0

0

0

0

0

0

」「
も
の
の
悲
し
き
」
と
い
う
歌

句
は
「
な
に
と
な
く
悲
し
き
心
」
を
言
う
と
弁
え
る
べ
し
、
と
説
い
た

注
解
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
行
論
に
二
階
梯
あ
る
点

に
留
意
し
た
い
。

　
　

㈠
モ
ノ
の
布
置
に
よ
り
「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
と
な

る
」

　
　

㈡
ゆ
え
に
「
も
の
の
悲
し
き
」
と
は
「
な
に
と
な
く
悲
し
き
心
」

を
言
う

　

こ
こ
に
、《
も
の
＝
な
に
と
な
く
》
と
い
う
私
ど
も
に
親
し
い
図
式

も
お
の
ず
か
ら
析
出
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
御
杖
の
注
説
を
検
証
す
る

要
件
と
し
て
、
㈠
「
ら
り
」
と
、
㈡
「
な
に
と
な
く
」
と
、
二
つ
の
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
に
関
す
る
正
確
な
理
解
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

五

　

で
は
ま
ず
、
㈠
の
ほ
う
か
ら
検
討
し
よ
う
。

　

字
書
に
拠
れ
ば
「
ら
り
」
と
は
、［
氤
氳
／
絪
縕
／
烟
熅
／
茵
薀
］

な
ど
と
も
表
記
さ
れ
、〝
万
物
生
成
の
根
元
と
み
な
さ
れ
る
気
が
盛
ん

な
こ
と
。
気
が
あ
た
り
に
た
ち
こ
め
て
い
る
さ
ま
。〟
を
意
味
す
る（

７
）。

現
在
耳
慣
れ
ぬ
こ
の
漢
語
は
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
　

…
…
徒
ニ
觀
ル
ニ
夫
レ
一
人
日
ヲ
慎
ミ
、
四
方
雲
ヲ
觀
ル
。
…
…

求
メ
而
必
ズ
致
ス
、
五
葉
浪
ニ
浸
ス
之
痕
氤
氳
タ
リ
。
…
…

�

〔
本
朝
文
粋
巻
第
一
・
賦
・
幽
隠
・
視
雲
知
隠
賦
、
大
江
以
言

�

（
訓
読
は
『
本
朝
文
粹
註
釋
』
上
册
八
六
頁
を
参
照
。）〕

　

例
え
ば
右
の
賦
に
配
さ
れ
た
「
氤
氳
」
に
つ
い
て
、
柿
村
重
松
博
士

が
、

　
　

○
氤
氲マ

マ
。　

易
、
繫
辭
傳
云
、
天
地
絪
縕
、
萬
物
化
醇
、
釋
文

云
、
絪
縕
本
又
作
二
氤
氲マ

マ
一
、
漢
書
、
楊
雄
傳
、
絪
縕
玄
黃
注
云
、

天
地
合
レ
氣
也
、
一
切
經
音
義
五
云
、
氲マ

マ
盛
貌
也
、
杳
也
、

�

〔
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粹
註
釋
』
上
册
八
七
頁
〕

と
簡
潔
に
注
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
漢
籍
や
経
典
に
見
え
る
典
拠
あ
る
措

辞
と
し
て
平
安
期
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
辞
書
に

は
こ
れ
ら
関
連
す
る
各
々
の
字
義
や
字
訓
を
、
以
下
の
ご
と
く
解
説
す

る
。

　
　

氲
〈
紆
文
於
云
二
反
无マ

マ

氣
也
〉

　
　
　
　
　

 

〔
天
治
本
新
撰
字
鏡
巻
一
・
气
部
第
六　

17
ウ
⑦

�

（
臨
川
書
店
版
・
四
八
頁
）
以
下
〈　

〉
は
割
注
。〕

　
　

蕰
藴
〈
二
同
許
文
於
郡
二
反
平
積
也
最
也
蔵
也
潨
也
習止

聚
也
習
也

　
　
　

蓄
也
崇
也
饒
也
盛
也
〉

�

〔
天
治
本
新
撰
字
鏡
巻
七
・
草
部
第
七
十　

18
オ
⑥
～
⑦

�

（
臨
川
書
店
版
・
四
二
一
頁
）〕

　
　

絪
〈
亠
因　

細マ
マ

を
元
氣
〉

　
　
　
　
　
〔
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
法
中
63
オ
④

�

（
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
第
十
巻
・
二
五
七
頁
）

�

以
下
〈　

〉
は
割
注
、
声
点
は
省
略
。〕

　
　

煴
〈
焉
採
乂　

又
亠
気
〉

　
　

烟
ー
〈
无マ

マ

氣
丶　

上
亠
燕　

又
因　

カ
マ
ト　

ケ
ブ
リ　

モ
ユ　

禾
エ
ン
〉

　
　
　
〔
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
仏
下
末
20
ウ
⑧
～
21
オ
①

�

（
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
第
九
巻
・
四
四
四
～
四
四
五
頁
）〕

　
　

蒀
〈
或
媪
字　

サ
カ
リ
〉
…
…

　
　

蕰
る
〈
下
正
亠　

煴
又
上
声　

ア
ツ
ム　

ツ
ヽ
ム　

カ
ク
ス　

タ

ク
ハ
フ　

ツ
モ
レ
リ　

キ
ハ
ム　

ハ
カ
ル　

ツ
ム　

ア
ツ
シ　

ウ
ツ
モ
ル　

オ
モ
ヒ　

ユ
タ
カ　

フ
爪
フ　

于
問
乂　

亠
温
乱

丶
〉

　
　

藴
蘊
〈
下
正
於
問
乂　

又
於
粉
乂　

ツ
ヽ
ム　

ア
ツ
ム　

ツ
モ
ル

フ
ヽ
ム　

ア
カ
ム　

タ
フ
ト
シ　

又
作
ろ
〉

　
　
　
〔
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
僧
上
14
ウ
⑦
～
15
オ
①

�
（
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
第
十
一
巻
・
三
二
～
三
三
頁
）〕

　
　

氲
〈
紆
文
乂　

フ
爪（

ス
ホ
）小

ル　

フ
カ
シ　

呉
丶
雲
〉

　
　

れ 

氲
〈
冝
作 

葐 

蒀
〉
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〔
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
僧
下
57
オ
⑥
～
⑦

�

（
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
第
十
一
巻
・
四
〇
九
頁
）〕

　

時
代
は
下
る
け
れ
ど
、
江
戸
後
期
の
国
学
者
が
説
明
し
よ
う
と
し
た

モ
ノ
の
意
味
も
、
活
気
の
遍
満
し
て
い
る
さ
ま
と
捉
え
て
過
た
ぬ
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、「
も
の
」
と
言
い
表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
が
一

つ
に
限
定
さ
れ
ず
、
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
感
情
の
誘
因
が
全
般
に
わ
た
っ

て
存
在
し
て
い
る
さ
ま
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
、
と
理
解
す
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
と
な
る
」
と

は
、
厳
密
に
は
、
漠
然
性
の
謂
い
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
「
も
の
」
を
御
杖
が
さ
ら

に
言
い
換
え
た
㈡
「
な
に
と
な
く
」
に
も
、
従
来
の
ご
と
く
、
暗
黙
の

う
ち
に
現
代
語
ナ
ン
ト
ナ
ク
を
漫
然
と
あ
て
は
め
て
済
ま
せ
る
わ
け
に

は
い
か
な
い（

８
）。

少
な
く
と
も
平
安
期
よ
り
漢
文
の
訓
読
を
介
し
て
和
漢

の
文
章
に
通
用
さ
れ
て
き
た
副
用
語
「
な
に
と
な
く
」
に
は
、
こ
の

「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
と
い
う
説
明
に
矛
盾
す
る
こ
と

な
く
ふ
さ
わ
し
い
用
例
が
、
確
実
に
見
出
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

９
）。

　

㋑
四
月
、
祭
の
こ
ろ
い
と
を
か
し
。
…
…
木
々
の
木こ

の
葉
、
ま
だ
い

と
し
げ
う
は
あ
ら
で
、
若
や
か
に
青
み
わ
た
り
た
る
に
、
霞
も
霧

も
隔
て
ぬ
空
の
け
し
き
の
、
何
と
な
く
す
ず
ろ
に
を
か
し
き
に

…
…

�

〔
三
巻
本
枕
草
子
「
こ
ろ
は
」
の
段
（
和
泉
古
典
叢
書
１
）〕

　

㋺
宮
の
御
前
の
、
御
几
帳
押
し
や
り
て
、
長
押
の
も
と
に
出
で
さ
せ

給
へ
る
な
ど
・た

・ヽ
何
・事

と
・も

な
く
た・

・ヾ

・よ

・ろ

・つ

・に

め
で
た
き
を
、

さ
ぶ
ら
ふ
人
も
思
ふ
こ
と
な
き
・を

心
地
す
る
に
…
…

　
　
　
　
〔
三
巻
本
枕
草
子
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の
段

�

（
能
因
本
の
校
異
本
文
は
『
校
本
枕
册
子
』
に
拠
る
。）〕

　

㋩
志
よ
う
ね
ん
の
春
ハ
お
し
め
ど
も
、
と
ま
ら
ぬ
も
の
物
な
り
け
れ

バ
、
や
よ
ひ
の
中
の
と
を
か
こ
ろ
に
も
な
り
ぬ
。
御
ま
へ
の
こ
た

ち
あ
を
ミ
わ
た
り
て
な
に
と
な
く

）
（1
（

こ
く
ら
き
中
に
…
…

　
　
　
　
〔
伝
慈
鎮
筆
本
狭
衣
巻
一
（
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
第
三
巻
）

�

な
お
私
に
清
濁
を
分
か
ち
句
読
点
を
施
し
た
。）〕

　

㋥
お
ほ
か
た
は
、
歌
は
か
な
ら
ず
し
も
お
か
し
き
節
を
い
ひ
、
事
の

理
を
言
ひ
切
ら
ん
と
せ
ざ
れ
ど
も
、
本
自
詠
歌
と
い
ひ
て
、
た
ヾ

讀
み
あ
げ
た
る
に
も
、
う
ち
な
が
め
た
る
に
も
、
な
に
と
な
く
、

艷
に
も
幽
玄
に
も
き
こ
ゆ
る
事
有
な
る
べ
し
。

�

〔
慈
鎭
和
尚
自
歌
合
・
十
禪
師
・
跋
、
藤
原
俊
成

�

（
日
本
古
典
文
學
大
系
74
）〕

　

㋭
…
…
世
上
騒
し
き
時
節
な
れ
ば
、
詩
歌
を
奉
る
騒
人
も
無
く
、
絃

管
を
調
る
伶
倫
も
な
し
、
適
上
臥
し
た
る
月
卿
雲
客
も
、
何
と
無

く
、
世
中
の
乱
又
誰
身
の
上
に
か
来
ん
ず
ら
ん
、
と
魂
を
消
し
肝

を
冷
す
時
分
な
れ
ば
、
皆
眉
を
顰
め
面
を
低
て
ぞ
候
け
る
。

�

〔
太
平
記
巻
第
一
・
資
朝
俊
基
関
東
下
向
事
付
御
告
文
事

�

（
角
川
文
庫
）
私
意
に
よ
り
句
読
・
表
記
等
改
め
た
。〕

　

共
説
の
係
助
詞
「
も
」
と
共
起
す
る
㋑
㋥
㋭
が
わ
か
り
よ
い
典
型
と

見
な
さ
れ
る
。
即
ち
、
中
古
中
世
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
副
用
語
「
な

に
と
な
く
」
に
は
、
現
在
通
例
の
漠
然
性
と
は
違
っ
て
、「
な
に
と
特



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

七

に
限
定
せ
ず
（
何
も
か
も
／
誰
彼
と
な
く
）」
な
ど
と
解
し
う
る
よ
う

な
〝
不
特
定
か
ら
悉
皆
を
暗
示
し
て
全
体
に
及
ぼ
そ
う
と
す
る
〟
例
が

見
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
枕
草
子
㋺
で
叙
せ
ら
れ
る
、
身
近
に
「
さ
ぶ
ら
ふ
人
も
思

ふ
こ
と
（
屈
託
）
な
き
心
地
す
る
」
定
子
中
宮
の
「
め
で
た
き
」
姿
に

は
、
一
点
の
曇
り
も
あ
る
は
ず
が
な
い
。
す
な
わ
ち
三
巻
本
の
「
な
に

と
な
く
」
は
、
漠
然
の
意
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
中
宮
の
麗
姿
を
「
た
ヾ
何
事
と
も
な
く
よ
ろ
づ
に
め
で
た
き

を
」
と
叙
す
る
能
因
本
の
異
文
は
、「
な
に
と
な
く
」
の
含
意
を
む
し

ろ
説
明
的
に
言
い
換
え
た
趣
を
持
っ
て
い
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
漫
然
の
意
を
担
う
「
す
ず
ろ
に
」
を
す
ぐ
あ
と
に
続
け
て
い
る
枕

草
子
㋑
が
、「
な
に
と
な
く
」
と
の
語
意
の
区
別
を
如
実
に
示
し
て
も

い
る
。

　

平
安
期
か
ら
副
詞
的
用
法
の
見
と
め
ら
れ
る
「
す
べ
て
」
が
、
動
詞

「
統
ぶ
」
の
原
義
に
ち
な
ん
で
「
統
攝）

（（
（

」
し
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
全0

体
を
明
示
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
に
対
照
さ
せ
て）

（1
（

、
不
定
代
名
詞
の
打
消
を

核
と
す
る
連
語
「
な
に
と
な
く
」
の
ほ
う
は
、
い
わ
ば
発
散
し
よ
う
と

す
る
観
点
か
ら
全
体
を
暗
示
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

副
用
語
で
あ
る
、
と
把
握

で
き
よ
う
か
。

　

㋬
『
さ
ご
ろ
も
』
こ
そ
『
源
氏
』
に
つ
ぎ
て
ハ
よ
を
ぼ
へ
は
べ
れ
。

「
初（

マ
マ
）年の

ハ
る
ハ
」
と
う
ち
ハ
じ
め
た
る
よ
り
、
こ
と
ば
づ
か
ひ

な
に
と
な
く
、
江
む
に
い
ミ
じ
く
上
ず
め
か
し
く
な
ど
あ
れ
ど
、

さ
し
て
そ
の
ふ
し
と
ヽ
り
た
て
ヽ
心
に
し
む
ば
か
り
の
と
こ
ろ
な

ど
ハ
い
と
見
え
ず
。
又
さ
ら
で
も
あ
り
な
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
も

お
ほ
か
り
。

�

〔
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
建
久
物
語
（
笠
間
影
印
叢
刊
43
七
四
頁
）

�

鉤
括
弧
・
句
読
・
清
濁
は
私
意
。〕

　

い
わ
ゆ
る
無
名
草
子
に
見
え
る
こ
の
用
例
㋬
も
、
源
氏
物
語
に
次
ぐ

世
評
あ
る
狭
衣
物
語
に
つ
い
て
、「
少
年
の
春
は
」
と
叙
す
る
冒
頭
を0

初
め
と
し
た

0

0

0

0

0

「
こ
と
ば
づ
か
ひ
」（
用
語
）
全
般

0

0

が
「
上
種
め
か
し
く
」

（
貴
人
ぶ
っ
て
）
あ
る
割
に
は
、
肝
銘
す
べ
き
箇
所
が
乏
し
い
点
を
批

難
し
た
一
節
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
「
も
の
」
と
い
へ
ば
、
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
と
な
る

が
故
に
、
な
に
と
な
く
か
な
し
き
心
な
り
、
と
志
る
べ
し
。

　

御
杖
が
こ
ん
な
ふ
う
に
結
論
づ
け
る
筋
道
を
あ
ら
た
め
て
辿
っ
て
み

れ
ば
、「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
」
形
式
名
詞
と
、
不
定
代
名

詞
の
打
消
を
核
と
す
る
連
語
と
、
両
語
を
結
び
つ
け
る
そ
の
理
路
は
整

然
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
古
語
「
も
の
」
と
連
語
「
な
に
と
な
く
」

と
は
、
表
現
対
象
が
何
と
一
つ
に
特
定
さ
れ
ず
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る

様
子
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
通
底
し
て
い
る
。
こ
こ

に
、

　
　
《
も
の
＝
な
に
と
な
く
》

と
析
出
さ
れ
る
図
式
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
不
定
か
ら
導
か
れ
る

漠
然
性
で
な
く
、
む
し
ろ
不
特
定
か
ら
悉
皆
を
介
し
て
の
遍
満
性
だ
と

想
い
到
る
の
で
あ
る
。



八

　

三
、「
も
の
の
わ
び
し
き
」
山
里
―
古
今
集
の
用
例
な
ど

　

喜
怒
哀
楽
を
は
じ
め
と
す
る
情
緒
の
誘
因
が
主
体
を
と
り
ま
い
て
遍

満
し
て
い
る
さ
ま
を
表
わ
す
「
も
の
」。
こ
の
よ
う
な
名
詞
は
、
土
左

日
記
の
作
中
歌
だ
け
で
な
く
、
も
と
よ
り
平
安
期
の
歌
文
に
見
出
だ
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

Ⓐ
山
里
は
も
の
の
わ
び
し
き
こと

とき

こ〔
元
雅
六
家
前
伏
俗
志
高
天
〕

そ
あ
れ
世
の
憂
き
よ
り
は
住
み

よ
か
り
け
り

　
　
〔
古
今
和
歌
集
巻
第
十
八･
雑
歌
下･

九
四
四
、
よ
み
人
し
ら
ず

／
新
撰
和
歌
巻
第
四･

恋
雑･
二
五
三
、
第
二
句
「
も
の
さ
び

し
か
る
」
／
和
漢
朗
詠
集
巻
下･
山
家･

五
六
三
、
第
二
句
「
も

の
さ
び
し
か
る
」
／
正
保
版
本
歌
仙
家
集
本
小
町
集･

一
一
〇
〕

　
「
世
の
憂
き
」
暮
ら
し
に
比
べ
れ
ば
、
脱
俗
に
よ
り
孤
絶
し
た
「
憀

慄）
（1
（

」
が
身
に
し
む
「
山
里
」
も
「
住
み
よ
」
い
も
の
だ
、
と
詠
み
な
し

た
歌
。
そ
の
第
二
句
を
「
も
の
さ
び
し
か
る
」
と
作
る
異
文
も
併
せ
、

「
も
の
」
は
、「
わ
び
し
／
さ
び
し
」
と
い
う
感
情
の
誘
因
が
「
全
体

的
、
雰
囲
気
的
に）

（1
（

」
た
ち
こ
め
て
い
る
様
子
を
明
示
し
た
措
辞
だ
と
考

え
ら
れ
る）

（1
（

。

　

ま
た
、
以
下
に
掲
げ
る
、
Ⓑ
と
し
て
一
括
し
う
る
四
首
の
う
ち
、
私

家
集
の
⑴
は
伊
勢
作
と
し
て
後
撰
集
⑷
に
収
め
ら
れ
る
一
方
で
、
古
今

集
⑵
や
新
撰
和
歌
⑶
で
は
よ
み
人
知
ら
ず
の
一
首
と
し
て
収
め
ら
れ
て

い
る
。「
苦
し
き
」
を
「
悲
し
き
」
と
作
る
腰
句
、「
い
づ
こ
」
を
「
い

づ
れ
」
と
作
る
第
四
句
、
お
よ
び
「
涙
」
を
「
心
」
と
作
る
結
句
が
、

大
き
な
異
同
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

物
い
み
し
う
お
も
ひ
は
へ
り
し
こ
ろ

　

Ⓑ
⑴
わ
ひ
は
つ
る
と
き
さ
へ
も
の
ヽ
く
る
し
き
は
い
つ
こ
を
し
の
ふ

な
み
た
な
る
ら
ん

　
　
　

 

〔
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
い
せ･

一
二
六
／
島
田
良
二
蔵
本

伊
勢
集･

一
四
三
、｢

物
の
か
な
し
き｣

／
正
保
版
歌
仙
家

集
本
伊
勢
集･

一
四
〇
、｢

物
の
か
な
し
き
は
い
づ
くこ

を｣
�

（
以
上
、
新
編
私
家
集
大
成
に
よ
る
。）〕

　
　
　

 　
（
題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず
）

　
　
　

あ
ふ
こ
と
の
もい

はと

らも

た（
諸
本
）え

ぬ
る
時
に
こ
そ
人
の
こ
ひ
し
き
事
も

し
り
け
れ

　
　

⑵
わ
び
は
つ
る
時
さ
へ
も
の
ヽ
か
な
し
き
は
い
づ
こ
を
し
の
ぶ
なこ

みこ

だろ

な（
筋
元
真
）

る
ら
ん

�

〔
古
今
和
歌
集
巻
第
十
五
・
恋
歌
五
・
八
一
二
～
八
一
三
〕

　
　

⑶
わ
び
は
つ
る
時
さ
へ
も
の
ヽ
か
な
し
き
は
い
づ
れ
を
し
の
ぶ
心

な
る
ら
ん

�

〔
新
撰
和
歌
第
四
・
恋
雑
・
三
二
八
・
不
記
〕

　
　
　
　
　

を
と
こ
わ
す
れ
侍
に
け
れ
ば　
　
　
　
　

伊　

勢

　
　

⑷
わ
び
は
つ
る
時
さ
へ
物
の
か
な
し
き
は
い
づ
こ
を
忍
心
な
る
ら

む�

〔
後
撰
和
歌
集
巻
第
十
三
・
恋
五
・
九
三
六
〕

　

⑴
や
⑷
の
詞
書
を
重
ん
ず
れ
ば
、
恋
の
終
局

0

0

を
い
う
「
わ
び
は
つ
る

0

0

0

時
さ
へ
」
は
、
伊
勢
自
身
の
苦
衷
を
思
わ
せ
る
。
男
に
忘
れ
ら
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
き
ら
め
切
れ
ず
な
お
も
こ
ぼ
れ
る
我
が
「
涙
」



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

九

（
あ
る
い
は
な
お
も
「
偲
ぶ
心
」）
の
や
る
せ
な
さ
。
対
象
と
な
る
相
手

0

0

0

0

0

0

0

が
い
な
く
な
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

も
な
お
心
ひ
か
れ
る
自
己
を
省
察
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、「
も
の
」
そ
し
て
不
定
代
名
詞
「
い
づ
こ
（
い
づ
れ）

（1
（

）」
が
選
択
さ

れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

　

か
く
し
て
、
古
今
集
⑵
の
直
前
に
排
列
さ
れ
た
八
一
二
番
の
歌
の
第

四
句
「
人
の
恋
し
き
」
と
の
相
違
も
得
心
さ
れ
よ
う
。
逢
会
の
途
絶
し

た
「
時
に
こ
そ
人
」
恋
し
さ
を
思
い
知
る
と
い
う
現
実
の
皮
肉
を
詠
む

こ
の
一
首
に
あ
っ
て
は
、「
人
」
こ
そ
が
焦
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、「
憂
し
と
思
」
う
の
に
「
恋
し
」
く
思
う
矛
盾
し

た
あ
り
方
を
、「
人
」（
相
手
）
の
「
い
づ
こ
」
に
惹
か
れ
る
我
が
「
心
」

か
と
自
問
す
る
、
次
の
よ
う
な
詠
作
も
参
照
し
て
よ
い
。

　
　
　
　
（
女
に
つ
か
は
し
け
る　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず
）

　
　

う
し
と
思
物
か
ら
人
の
こ
ひ
し
き
は
い
づ
こ
を
し
の
ぶ
心
な
る
覧

　
　
　
　
〔
拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
二
・
恋
二
・
七
三
一
／
同
巻
第

十
五
・
恋
五
・
九
四
四
「
題
し
ら
ず　

よ
み
人
し
ら
ず
」
ト

シ
テ
重
出
／
拾
遺
抄
巻
第
八
・
恋
部
下
・
三
〇
六
「
だ
い
よ

み
人
し
ら
ず
」〕

　

こ
れ
ら
に
対
し
⑵
で
は
、
対
象
を
特
定
せ
ず
「
わ
び
果
つ
る
時
さ
へ

も
の
の
悲
し
き

0

0

0

0

0

0

は
」
と
、
よ
り
一
般
化
し
て
恋
心
の
「
悲
し
」
さ
を
詠

ん
で
い
る
。「
人
」
と
い
う
具
体
的
な
対
象
が
失
わ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も
か
か
わ

ら
ず
な
お
「
偲
ぶ
」
心
向
き
を
問
う
て
い
る
の
だ
か
ら
、
総
じ
て
Ⓑ
の

も
と
一
括
さ
れ
る
⑴
～
⑷
の
歌
々
に
お
け
る
情
意
の
対
象
は
「
も
の
」

と
表
現
す
る
以
外
に
す
べ
は
無
い
の
で
あ
っ
た
。

　

ゆ
え
に
、
平
安
末
期
の
次
の
よ
う
な
詠
歌
Ⓔ
も
、
一
連
の
「
秋
歌
中

に
」
お
い
て
慎
重
に
解
釈
し
直
さ
れ
る
べ
き
か
と
思
う）

（1
（

。

　
　
　
　

秋
歌
中
に

　
　

ふ
き
わ
た
す
風
に
あ
は
れ
を
ひ
と
し
め
て
い
づ
く
も
す
ご
き
秋
の

夕
ぐ
れ

　

Ⓒ
お
ぼ
つ
か
な
秋
は
い
か
な
る
ゆ
へ
の
あ
れ
ば
す
ヾ
ろ
に
も
の
ヽ
か

な
し
か
る
ら
ん

　

Ⓓ
な
に
ご
と
を
い
か
に
お
も
ふ
と
な
け
れ
ど
も
た
も
と
か
は
か
ぬ
秋

の
ゆ
ふ
ぐ
れ

　

Ⓔ
な
に
と
な
く
も
の
か
な
し
く
ぞ
見
え
わ
た
る
と
は
た
の
お
も
の
秋

の
夕
ぐ
れ

�

〔
山
家
集
（
陽
明
文
庫
蔵
）
二
八
九
～
二
九
二
〕

　

ま
ず
、
右
四
首
の
う
ち
唯
一
「
秋
の
夕
暮
」
と
明
示
し
て
い
な
い
Ⓒ

は
、
大
和
物
語
に
収
め
る
次
の
歌
C'
「
に
依
る）

（1
（

」。

　
　

お
な
じ
み
こ
（「
故
式
部
卿
宮
」）
の
、
ひ
と
に
久
し
う
お
ハ
し
ま

さ
ヾ
り
け
れ
バ
、
秋
の
こ
と
也
。

　

C'　

世
に
ふ
れ
バ
恋
も
せ
ぬ
身
の
夕
さ
れ
ば

0

0

0

0

す
ヾ
ろ
に
も
の
ヽ
か
な

し
き
や
な
ぞ

　
　

と
あ
り
け
れ
バ
、
御
か
へ
し
、

　
　
　

夕
暮
に
物
お
も
ふ

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
ハ
神
無
月
わ
れ
も
時
雨
に
を
と
ら
ざ
り

け
り

　
　

と
な
ん
あ
り
け
る
。
心
に
い
ら
で
な
ん
、
あ
し
う
読
給
ひ
け
る
。

�
〔
鈴
鹿
本
大
和
物
語
十
九
段
（
和
泉
書
院
影
印
叢
刊
28
。



一
〇

�

私
意
に
よ
り
清
濁
を
分
か
ち
句
読
を
施
し
た
。）〕

　

右
の
十
九
段
に
お
い
て
、
C'
以
下
の
贈
答
歌
に
ふ
れ
る
前
に
「
秋
の

こ
と
也
」
と
限
定
す
る
導
入
か
ら
、
こ
の
章
段
で
は
「
秋
夕
」
が
恋
の

不
如
意
を
か
こ
つ
重
要
な
設
定
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
重
傍
線
を

施
し
た
よ
う
に
、
本
歌
C'
の
情
意
表
現
を
あ
ら
わ
に
踏
襲
し
た
Ⓒ
の
詠

み
ぶ
り
が
、
本
歌
の
趣
旨
を
あ
ら
た
に
展
開
し
て
問
い
直
し
た
「
秋

歌
」
の
趣
向
と
な
っ
て
い
る
。
西
行
は
巧
み
に
本
歌
の
腰
句
「
夕
さ
れ

ば
」
を
言
外
に
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

趣
向
を
凝
ら
し
た
第
二
首
Ⓒ
を
含
め
、
第
一
首
か
ら
順
に
「
い
づ
く

も
凄
き
」「
漫
ろ
に
も
の
の
悲
し
」「
何
事
を
い
か
に
思
ふ
と
無
け
れ
ど

も
」
と
詠
み
継
ぎ
な
が
ら
第
四
首
ま
で
、
い
ず
れ
も
「
秋
（
の
夕
暮
）」

が
醸
し
出
す
悲
哀
あ
る
い
は
寂
寥
感
を
詠
ん
で
い
る
。
な
か
で
も
特

に
、
Ⓒ
と
Ⓔ
と
に
「
も
の
（
の
）
悲
し
」
の
ご
と
く
名
詞
あ
る
い
は
接

頭
辞
の
モ
ノ
を
伴
な
う
情
意
が
共
通
し
て
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。

　

第
一
首
「
ど
こ
も
か
し
こ
も

0

0

0

0

0

0

0

、
秋
の
夕
暮
に
吹
き
わ
た
っ
て
ゆ
く
風

に
ひ
と
し
く

0

0

0

0

あ
わ
れ
を
感
ず
る
の
を
詠
じ
た
歌）

11
（

」
に
応
じ
て
、
第
四
首

Ⓔ
で
は
、「
何
と
限
る
こ
と
な
く
す
べ
て
が

0

0

0

0

し
み
じ
み
と
悲
し
く
見
え

わ
た
る

0

0

0

鳥
羽
田
の
面
の
秋
の
夕
暮
」
よ
、
と
詠
嘆
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
腰
句
「
見
え
わ
た
る

0

0

0

」
が
、
初
句
を
「
一
帯
・
一
面
・
全
体

に
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
。「
な
に
と
な
く
」
と
は
、「
も

の
悲
し
」
の
遍
満
性
を
ひ
き
だ
し
顕
在
さ
せ
た
歌
句
だ
と
理
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
、
漫
然
や
漠
然
を
意
味
す
る
の
は
む
し
ろ
、
C'
や
Ⓒ
に
見

え
る
措
辞
「
す
ず
ろ
に
」
の
ほ
う
だ
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。
Ⓒ
の
上
句
に
配

さ
れ
た
「
お
ぼ
つ
か
な
」「
い
か
な
る
」
と
い
っ
た
用
語
も
こ
う
し
た

解
釈
を
堅
固
に
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

Ⓕ
（
剃
髪
シ
タ
惟
喬
親
王
ノ
隠
栖
ス
ル
）
小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、

比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま

う
で
て
を
が
み
奉
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
い
と
も
の
が
な
し
く
て
お

は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
久
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
こ

と
な
ど
思
ひ
出
で
聞
え
け
り
。

�

〔
伊
勢
物
語
第
八
十
三
段
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）〕

　

や
や
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
小
野
に
隠
栖
す
る
惟
喬
親
王
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
叙
す
る
伊
勢
物
語
の
章
段
に
用
い
ら
れ
た
「
も
の
が
な
し
」。

「｢

物
悲
し｣

と
は
、
悲
し
さ
が
そ
の
あ
た
り
に
満
ち
て
い
て
、
人
が
そ

の
中
に
あ
る
の
を
い
う）

11
（

」。
遍
満
す
る
悲
し
さ
と
は
つ
ま
り
、
無
常
観

に
繫
が
る
人
生
の
悲
哀
を
象
っ
て
い
よ
う（

（2
（

。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
も
の

の
わ
び
し
き
」
山
里
を
詠
ん
だ
Ⓐ
と
も
遙
か
に
相
通
じ
て
い
る
の
に
ち

が
い
な
い
。

　

四
、「
も
の
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
―
情
緒
の
遍
満
す
る
世
界

　

幼
い
愛
娘
の
死
を
悲
し
む
土
左
日
記
の
一
首
は
周
知
の
ご
と
く
、
後

世
、
説
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
も
い
る
。
子
の
性
別
や
年
齢
の
訛
伝
は
い

ま
措
い
て
、
例
え
ば
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
収
め
る
説
話
と
比
べ
そ
の



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

一
一

「
さ
ま
。
こ
の
日
記
に
す
こ
し
か
ハ
れ
る
や
う
な
れ
ど
◦
此
う
た
ハ
紀

氏
乃
よ
め
る
よ
し
ハ
分
明
に
こ
そ
」（
土
左
日
記
抄
上
13
ウ
）
と
、
詠

歌
主
体
を
貫
之
自
身
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
北
村
季
吟
の
説
な
ど
具

わ
っ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
詠
歌
内
容
に
関
わ
る
和
歌
の
措
辞
に

注
目
し
た
い
。

　
　

み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
乎�

毛
の
ヽ
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の

あ
れ
は
な
り
け
り

�

〔
土
左
日
記
・
某
年
十
二
月
廿
七
日
条
（
新
典
社
版
影
印
）〕

　
　

ミ
や
こ
へ
と
い
そ
く
に�
も
の
ヽ
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の

あ
れ
ハ
な
り
け
り

�

〔
和
歌
體
十
首
・
直
體
・
一
五
（
日
本
名
跡
叢
刊
36
）〕

　
　

ミ
ヤ
コ
ヘ
ト
思
フ
心
ノ
ワ
ビ
シ
キ
ハ
カ
ヘ
ラ
ヌ
人
ノ
ア
レ
バ
ナ
リ

ケ
リ

�

〔
今
昔
物
語
集
巻
第
二
十
四
・
本
朝
付
世
俗
「
土
佐
守
紀
貫
之
、

�

子
死
讀
和
歌
語
第
四
十
三
」（
日
本
古
典
文
學
大
系
25
）〕

　
　

宮
こ
へ
と
お
も
ふ
に
つ
け
て
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
人
の
あ
れ
ば

な
り
け
り
〔
宇
治
拾
遺
物
語
下
・
一
四
九
「
貫
之
歌
事
」

�

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42
）〕

　
　

み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
に
つ
け
て
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の
あ

れ
ば
な
り
け
り
〔
古
本
説
話
集
上
・
四
一
「
貫
之
赴
土
左
任
事
」

�

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
42
）〕

　
「
于
時
天
慶
八
年
冬
十
月
壬
生
忠
岑
撰
」
と
漢
文
体
の
序
に
記
す
も

の
の
内
部
徴
証
か
ら
忠
岑
に
仮
託
し
た
書
と
考
え
ら
れ
、
藤
原
公
任
と

同
時
代
頃
の
成
立
と
目
さ
れ
て
い
る）

11
（

和
歌
體
十
首
で
は
、
第
二
句
を

「
い
そ
ぐ
に
も
の
ヽ
」
と
作
り
、「
思
ふ
」
が
「
急
ぐ
」
に
変
わ
っ
て
い

る
。
は
や
る
気
持
を
具
体
的
行
動
と
し
て
明
確
に
印
象
づ
け
る
歌
句
本

文
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
時
代
の
下
る
説
話
集
で
は
、
土
左
日
記
に
「
か
な
し
」

と
あ
る
の
を
「
ワ
ビ
シ
」
と
作
る
今
昔
物
語
集
に
も
注
意
さ
れ
る
け
れ

ど
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
本
文
異
同
が
あ
る
。
和
歌
體
十
首
に
お

い
て
も
保
た
れ
て
い
た
、「
も
の
」
が
無
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

説
話
で
は
動
詞
「
思
ふ
」
が
保
た
れ
て
い
る
一
方
で
、
す
べ
て
「
も

の
」
を
有
た
ぬ
歌
句
に
変
わ
っ
て
い
る
。

　
「
も
の
の
悲
し
き
」
の
ご
と
く
「
悲
し
」
の
対
象
を
「
も
の
」
と
表

現
す
る
こ
と
は
、
感
情
の
誘
因
が
な
に
と
一
つ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

な
く
全
体
に
わ
た
っ
て
遍
満
し
て
い
る
様
子
を
表
わ
す
こ
と
と
な
る
。

「
強
調
語
」
だ
と
す
る
萩
谷
博
士
が
「
何
か
に
つ
け
て
む
や
み
に
」
と

説
か
れ
た
の
も
、
古
語
モ
ノ
が
漫
然
や
漠
然
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
対

象
を
そ
れ
と

0

0

0

個
別
に
指
示
で
き
ぬ
不
定
性
を
介
し
普
遍
性
に
ま
で
行
き

届
い
て
い
る
こ
と
を
無
意
識
に
察
知
さ
れ
た
明
証
で
は
な
い
か
。「
一

定
し
て
は
い
な
い
が
格
別
に
強
調
す
る
意
味
が
あ
る
」
と
は
、
お
そ
ら

く
こ
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
は
、「
も
の
悲
し
い

気
分
に
と
ざ
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
一
四
頁
頭
注
一
。
傍

点
西
。）
と
い
う
意
訳
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と

反
芻
さ
れ
る
。

　
「
も
の
」
を
伴
な
わ
ぬ
歌
句
の
形
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
こ
う
し
た



一
二

遍
満
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
忘
れ
ら
れ
不
分
明
と
な
り
、
転
訛
・
改
変
さ

れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
今
昔
物
語
集
を
初
め
と
す

る
三
つ
の
説
話
は
「
同
原
と
思
わ
れ
る
が
、
素
材
を
一
に
す
る
土
左
日

記
、
十
二
月
二
十
七
日
の
条
と
は
発
想
を
異
に
す
る）

11
（

」
の
で
あ
る
。

　

土
左
日
記
の
地
の
文
に
記
す
「
京
へ
帰
る
に
女
児
の
無
き
」
現
実
を

素
直
に
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

0

0

0

詠
ん
だ
歌
─
「
都
へ
と
思
ふ
を
も
の
の
悲
し
き
は

帰
ら
ぬ
人
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
」。

　
　

此
直
體
義
實
以
無
曲
折
為
得
耳

　
　
　

此
ノ
直
體
ハ
、
義
實
ニ
シ
テ
曲
折
無
キ
ヲ
以
テ
得
ト
為
ス
ノ
ミ

�

〔
和
歌
體
十
首
・
直
體
（
訓
読
は
私
意
）〕

　

和
歌
體
十
首
に
掲
げ
る
「
直
體
」
の
実
例
と
し
て
、「
も
の
」
は
不

可
欠
の
措
辞
に
ち
が
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
要
語

を
持
た
ぬ
言
い
回
し
で
採
録
さ
れ
た
後
世
の
説
話
に
お
い
て
は
、
日
記

当
初
に
綴
ら
れ
た
「
悲
し
び
恋
ふ
る
」
歌
の
心
に
少
な
か
ら
ぬ
変
質
が

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
に
、
万
葉
集
巻
第
十
九
の
首
尾
に
お
い
て
春
愁
を
繊
細
に
詠
み

分
け
て
い
た
、
大
伴
家
持
の
歌
も
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。

　
　

春
儲
而
物
悲
尓
さ
夜
ふ
け
て
羽
ぶ
き
鳴
く
鴫
誰
が
田
に
か
住
む

�

（
四
一
四
一
）

　
　

春
野
尓
霞
多
奈
毗
伎

3

3

3

3

3

3

3

3

宇
良
悲
こ
の
夕
影
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

�

（
四
二
九
〇
）

　
　

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

情
悲
も
ひ
と
り
し
思

へ
ば�

（
四
二
九
二
）

　

た
ん
に
「
悲
」
と
詠
ま
ず
モ
ノ
・
ウ
ラ
・
コ
コ
ロ
と
訓
ま
れ
る
べ
き

語
を
冠
し
な
が
ら
峻
別
し
た
詠
み
ぶ
り
か
ら
は
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の

違
い
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嘱
目
の
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
、

春
野
に
た
な
び
く
霞

3

3

3

3

3

3

3

3

、
遅
々
た
る
春
日
に
舞
い
上
が
る
ヒ
バ
リ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

と
は
っ

き
り
詠
み
こ
ん
で
、
左
注
に
記
す
ご
と
く
鬱
屈
し
た
心

0

0

0

0

0

（
悽
惆
之
意
／

締
緒
）
を0

「
展0

」
ば
そ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

四
二
九
〇
番
・
四
二
九
二
番
の
両
首

に
コ
コ
ロ
を
意
味
す
る
「
宇
良
」「
情）

11
（

」
が
冠
せ
ら
れ
た
の
は
、
む
し

ろ
当
然
の
こ
と
。
文
字
ど
お
り
抒
情

0

0

の
機
能
を
果
た
そ
う
と
し
た
二
首

に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
四
一
四
一
番
で
は
、「
見
二
翻
翔
鴫
一
作
歌
一
首
」
と
い

う
題
詞
を
承
け
、
春
と
い
う
季
節
を
迎
え
て
の
心
持
を
詠
み
表
わ
す
べ

く
「
物
悲
」
と
詠
む
。
霞
や
鳥
や
花
や
風
な
ど
個
別
に
言
い
定
め
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
ら
春
の
風
物
の
あ
れ
こ
れ
を
包
み
こ
ん
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
春
儲
而
」

と
詠
み
始
め
て
い
る
。「｢

も
の
悲
し｣

は
、
何
に
よ
ら
ず

0

0

0

0

0

心
の
感
じ
や

す
く
傷
む
の
を
い
う）

11
（

。」
つ
ま
り
、
対
象
を
そ
れ
と

0

0

0

指
定
せ
ず
、
愁
い

の
誘
因
が
主
体
を
と
り
ま
い
て
遍
満
し
て
い
る
情
態
を
い
う
要
語
な
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く
春
愁
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
仮
に
音
数
律
が
合
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
物
悲
」
を
「
宇
良
悲
」

に
置
き
換
え
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

遍
満
性
を
あ
ら
わ
す
「
も
の
」
─
富
士
谷
御
杖
の
説
を
祖
述
し
な

が
ら
述
べ
来
た
っ
た
本
稿
の
立
場
は
、
西
下
經
一
博
士
の
説
に
相
渉
っ

て
も
い
る
。
源
氏
物
語
に
多
用
さ
れ
る
「
も
の
」
の
使
わ
れ
方
を
十
九

種
に
分
け
て
整
理
す
る
過
程
で
、
博
士
は
、
委
細
を
尽
く
し
次
の
よ
う



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

一
三

に
説
明
せ
ら
れ
た
。

　
　
（
ｐ
）　

彌
漫
の
狀
況
を
あ
ら
は
す
。
…
…
〔
用
例
省
略
〕
…
…

　
　
　

こ
れ
ら
の
用
例
が
、
普
通
に
「
何
と
な
く
哀
れ
な
」
と
い
ふ
風

に
解
釋
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、「
あ
は
れ
」「
か
な
し
」「
心
細
し
」

な
ど
の
感
情
が
、
特
定
の
一
つ
の
事
情
か
ら
お
こ
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
時
そ
の
場
の
狀
況
一
般
か
ら
催
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
う
い
ふ
感
情
を
お
こ
さ
せ
る
理
由
が
一
點
に
集
中
し
な
い
で
、

環
境
の
全
體
の
中
に
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
り
、
彌
漫
（
び
ま
ん
）

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
か
う
い
ふ
感
情
を
お
こ
す
主
體
の
側
か

ら
み
て
も
、
自
分
の
心
が
ど
ち
ら
か
一
方
に
集
中
し
て
感
情
が
お

こ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
安
ら
か
な
精
神
狀
態
に
を
る
ま
ま

で
、
い
つ
し
か
さ
う
い
ふ
感
情
に
な
つ
て
を
り
、
自
分
の
心
の
全

面
に
さ
う
い
ふ
感
情
が
ゆ
き
わ
た
り
、
さ
う
い
ふ
感
情
の
中
に
自

分
が
ひ
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
感
情
が
遍
在
し
、
彌

漫
す
る
狀
況
を
「
も
の
」
と
い
ふ
語
が
示
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の

「
も
の
」
を
、
彌
漫
の
狀
況
を
あ
ら
は
す
「
も
の
」
と
考
へ
る
の

で
あ
る
。

�

〔
西
下
經
一
「
源
氏
物
語
の
「
も
の

）
11
（

」」（『
國
語
と
國
文
學
』

�

昭
和
二
十
九
年
一
月
號
〔
第
三
百
五
十
七
號
〕

�

東
京
大
學
國
語
國
文
學
會
）
六
～
七
頁
〕

　

そ
う
し
て
博
士
は
、
次
の
ご
と
く
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
も
の
」
は
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
を
も
つ
が
、
そ
の
最
も
深
い
意

味
に
お
い
て
は
、
確
か
に
一
つ
の
世
界
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
自

分
の
外
に
な
が
め
ら
れ
る
環
境
（
外
界
）
で
は
な
く
、
自
分
が
そ

の
中
に
ゐ
る
世
界
で
あ
る
。「
わ
れ
」
と
「
も
の
」
と
は
主
客
の

關
係
で
對
立
す
る
の
で
は
な
く
、
主
客
が
か
さ
な
り
あ
ひ
、
融
和

し
、
理
解
と
詠
嘆
と
の
ま
つ
は
る
空
氣
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
世

界
が
活
動
す
る
。
そ
の
世
界
が
「
も
の
」
で
あ
り
、
自
分
は
そ
の

中
に
住
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
普
通
に
我
々
は
客
觀
的
對
象
を
よ

く
觀
察
し
て
、
對
象
の
中
に
融
け
込
む
こ
と
に
よ
つ
て
衜
理
と
美

と
を
感
じ
て
感
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
か
ら
衜
理
と
美
と

を
含
ん
で
ゐ
る
詠
嘆
の
世
界
が
「
も
の
」
で
あ
る
。�〔
同
右
九
頁
〕

　
「
彌
漫
の
狀
況
を
あ
ら
は
す｢

も
の｣

」
と
は
、
御
杖
の
「
ら
り
と
し

て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
と
い
う
説
明
を
布
衍
し
た
と
の
印
象
を
与
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、「
ら
り
」
と
「
彌
漫
」
と
は
そ
の
含
意
を
異

に
す
る
。
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
「
ら
り
」
が
〝
万
物
生
成
の
根

元
と
み
な
さ
れ
る
気
が
盛
ん
な
こ
と　

気
が
あ
た
り
に
た
ち
こ
め
て
い

る
さ
ま
〟
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、「
彌
漫
」
は
、
広
く
ゆ
き
わ
た

る
意
は
重
な
る
も
の
の
「
蔓
莚
〈
ハ
ヒ
コ
ル）

11
（

〉」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン

ス
も
籠
も
る）

11
（

。
こ
れ
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
「
漫

然
」
や
「
漠
然
」
に
も
一
脈
通
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

漫
々
〈
亠
慢　

玉
云
虚
廣
ヽ
…
…
マ
爪
〳
易〵　

ハ
ビ
コ
ル　

爪
ヾ
ロ
遊
〉

�

〔
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
（
勉
誠
出
版
影
印
・
二
四
頁
）〕

　
　

漫
〈
亠
慢　

ミ
ダ
リ
カ
ハ
シ　

ハ
ビ
コ
ル　

ヨ
ル　

サ
ハ
カ
シ　

ク
ラ
シ　

ケ
カ
ル　

マ
ス
〳
　〵

ス
ヾ
ロ　

ケ
ル　

タ
ナ
ヒ
ク
〉



一
四

�

〔
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
法
上
（
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書

�

第
十
巻
四
六
頁
。〈　

〉
は
割
注
。）〕

　
「
漫
（
々
）」
に
与
え
ら
れ
た
字
訓）

1（
（

の
う
ち
、
マ
ス
マ
ス
が
い
わ
ば
積

極
性
に
傾
く
の
に
対
し
、
ハ
ビ
コ
ル
・
ス
ズ
ロ
は
消
極
性
に
傾
い
て
い

る
と
評
し
て
よ
か
ろ
う
か
。「
ら
り
」
は
も
と
よ
り
積
極
性
を
志
向
す

る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
、
漠
然
性
を
表
わ
す
と
す
る

通
説
に
な
ず
む
こ
と
な
く
、
か
つ
現
在
耳
慣
れ
ぬ
「
ら
り
」
を
も
避
け

て
、「
遍
満）

11
（

」
を
用
い
よ
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

◇
…
…
普
門
と
は
、
普
と
は
、
遍
満
法
界
、
平
等
利
人
の
義
な
り
。

門
と
は
、
出
入
無
碍
自
在
遊
戯
の
義
な
り
。
自
在
遊
戯
は
、
す
な

は
ち
、
如
来
の
事
業
威
儀
な
り
。
…
…
『
金
剛
頂
経
』
を
准
ず
る

に
、
普
賢
菩
薩
は
、
一
切
如
来
の
菩
提
心
な
り
。
ま
た
、
普
賢

と
は
、
ま
た
こ
れ
如
如
法
身
な
り
。
遍
満
法
界
最
妙
善
の
身
な

り
。
故
に
、
頌
に
い
は
く
、「
普
賢
法
身
は
一
切
に
遍
じ
、
よ
く

世
間
の
自
在
主
と
な
る
。
無
始
無
終
に
し
て
、
生
滅
な
く
、
性
相

常
住
に
し
て
、
虚
空
に
等
し
」。
…
…
故
に
、『
経
』
に
い
は
く
、

「
…
…
一
一
の
身
分
、
一
一
の
毛
孔
、
一
一
の
相
、
一
一
の
随
形

好
、
一
一
の
福
徳
、
一
一
の
智
恵
、
量
、
虚
空
法
界
に
等
し
く
、

重
重
無
尽
遍
満
遍
満
平
等
平
等
な
り
。
よ
く
こ
の
義
を
解
す
れ

ば
、（
身
・
口
・
意
ノ
）
三
密
相
応
す
る
が
故
に
、
速
や
か
に
大

覚
の
位
を
証
す
」。

　
　
〔
法
華
経
釈
・
承
和
元
年
（
八
三
四
）
二
月
開
演
（
筑
摩
書
房
版

�

『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
三
巻
、
四
一
三
頁
～
四
一
七
頁
）〕

　

◇
第
四
ニ
五
妙
ノ
境
界
楽
ト
者イ

フ
ハ

、
わ
八
願
㽵
嚴
せ
ル
浄
土
、
一
切

ノ
万
物
美
ヲ
窮キ

ハ
メ

妙
ヲ
極
タ
リ
。
見
ル
所
ハ
悉
ク
是
レ
浄
妙
ノ
色

ナ
リ
。
聞
ク
所
ハ
解
脱
ノ
聲
ヘ
ニ
（
あ
ら
）
不ス

ト
イ
フ
コ
ト
无

シ
。
香
味
觸
ノ
境
亦
復
是
（
の
）
如
シ
。
…
…
復
如
意
ノ
妙
香
タ

ル
塗
香
、
末
香
、
无
量
香
ノ
、
芬フ

ン
馥フ

ク
し
て
世
界
ニ
遍
満
せ
リ
。
若

シ
聞

カ
ム
コ
ト

有
ル
者
ノ
ハ
、
塵
勞
垢
習
、
自
然
ニ
起オ

コ
ラ

不ス

。
…
…
又
光
明

周
遍
シ
テ
、
日
月
燈
燭ソ

ク
ヲ

用
ヰ
不ス

。
…
…
毎
日
ノ
晨
朝
ニ
、
妙
花

ヲ
吹フ

キ
散
シ
シ
、
佛
土
ニ
遍
満
ス
。
馨
香
芬
烈
シ
テ
、
微
妙
柔
軟
兜

羅
綿
ノ
如
シ
。
…
…

　
　
〔
最
明
寺
本
往
生
要
集
巻
上
（
五
一
ウ
～
五
六
オ
）
大
文
第
二
・

�

第
四
（
汲
古
書
院
刊
の
影
印
篇
・
譯
文
篇
を

�

参
考
に
訓
み
下
し
た
。）〕

◇
（
万
寿
元
年
三
月
廿
余
日
、
法
成
寺
薬
師
堂
ヘ
遷
仏
サ
レ
タ
）
六
観

音
、
金
色
の
相
好
円
満
し
、
三
昧
月
輪
相
現
じ
、
無
数
の
光
明
か

か
や
き
て
、
十
方
界
に
へ
む
ま
ん
す
。
所
有
の
色
に
は
、
あ
ま
ね

く
一
切
衆
生
を
利
益
せ
ん
と
お
ぼ
し
た
り
。

�

〔
栄
華
物
語
巻
第
二
十
二
・
と
り
の
ま
ひ

�

（
栄
華
物
語
全
注
釈
四
）〕

　

主
客
融
和
し
た
「
衜
理
と
美
と
を
含
ん
で
ゐ
る
詠
嘆
の
世
界
」
と

は
、
喜
怒
哀
楽
を
は
じ
め
と
す
る
情
緒
の
遍
満
す
る
世
界
な
の
で
あ

る）
11
（

。
情
緒
の
遍
満
す
る
あ
り
よ
う
は
、
一
面
、「
も
の
」
に
強
い
感
覚

性
官
能
性
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
に
も
繫
が
っ
て
い
る）

11
（

。
土
左
日
記
に

「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
語
が
見
え
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

一
五

　

そ
う
し
て
、「
も
の
」
に
籠
め
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
、
お
お
よ
そ
平
安
後
期
に
も
な
る
と
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
考

え
ら
れ
る
。
院
政
期
の
辞
書
に
「
情
」
を
ス
ズ
ロ
と
よ
む
訓
が
見
え
る）

11
（

の
も
、
あ
る
い
は
軌
を
一
に
す
る
変
移
の
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

人
々
の
内
面
の
深
ま
り
に
つ
れ
て
主
客
が
分
化
し
て
い
く
、
心
の
自

覚
の
歴
史
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
感
受
す
る
心
性
が
い
わ

ば
徐
々
に
世
俗
化
し
分
節
し
て
い
く
過
程
─
そ
の
よ
う
な
世
界
観
の

変
容
が
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
に
あ
た
る
か
と
見
透
さ
れ
る
の

も
、
あ
な
が
ち
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

�

─
令
和
二
年
十
六
夜
─

　
　

注

（
１
）　

萩
谷
朴
編
『
影
印
本
土
左
日
記
（
新
訂
版
）』
十
二
頁
「
解
題
」（
新
典
社
、
平
成

十
五
年
四
月
新
訂
16
刷
）
参
照
。

（
２
）　

別
れ
た
人
に
「
悲
し
び
恋
ふ
る
」
心
情
を
端
的
に
象
っ
た
作
例
が
具
わ
っ
て
い

る
。

　
　
　
　

あ
る
と
き
は
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

の
す
さ
び
に
か
た
ら
は
で
こ
ひ
し
き
も○

の○

と
わ
か
れ
て
ぞ
し

る

�

〔
古
今
和
歌
六
帖
第
五
・
雑
思
・
も
の
が
た
り
・
二
八
〇
五
〕

　
　
「
恋
し
き
も
の
と
別
れ
て
ぞ
知
る
」
と
作
る
下
句
は
ま
た
、「
あ
る
も
の
と
忘
れ
つ

つ
」
と
詠
む
土
左
日
記
十
二
月
二
十
七
日
条
の
歌
の
措
辞
と
も
響
き
合
う
で
あ
ろ

う
。

（
３
）　
「
い
づ
こ
」
と
比
較
し
て
「
い
づ
ら
」
の
原
義
を
説
く
、
日
本
古
典
文
學
大
系

20
六
三
頁
補
注
一
六
参
照
。

（
４
）
二
首
目
に
配
さ
れ
た
、「
な
き
人
」
と
対
照
さ
れ
る
「
あ
る
も
の
」
に
も
モ
ノ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
と
は
視
点
を
異
に
す
る
け
れ
ど
、
萩
谷
朴

『
土
佐
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
初
版
）
九
六
頁
釈
に
注

意
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）　

村
瀬
敏
夫
訳
注
『
対
訳
古
典

シ
リ
ー
ズ

土
佐
日
記
』
一
七
頁
脚
注
８
（
旺
文
社
、
一
九
八
八
年
五

月
）
参
照
。

（
６
）　

萩
谷
朴
校
注
〈
校
注
古
典
叢
書
〉『
土
佐
日
記
』
一
〇
頁
頭
注
４
（
明
治
書
院
、

昭
和
四
三
年
三
月
初
版
・
昭
和
五
四
年
三
版
）

（
７
）　

大
漢
和
辞
典
お
よ
び
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
に
基
づ
く
節
略
。

（
８
）　
「
も
の
」「
こ
と
」
を
比
較
対
照
し
な
が
ら
語
彙
（
史
）
論
の
観
点
か
ら
包
括
的
に

考
察
せ
ら
れ
た
、
東
辻
保
和
『
も
の
語
彙
こ
と
語
彙
の
國
語
史
的
硏
究
』
汲
古
書
院

（
一
九
九
七
年
九
月
）
を
い
わ
ば
先
駆
と
し
て
、
近
年
に
お
い
て
も
例
え
ば
、
次
の

よ
う
な
考
説
が
具
わ
る
。

　
　
　
　

接
頭
辞
「
も
の
」
を
冠
す
る
こ
と
で
、「
な
ん
と
な
く
」「
漠
然
と
」
そ
の
よ
う

な
感
情
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
情
意
性
「
も
の
」
形
容
詞
の
基
本
的
意
味
は
、

そ
の
漠
然
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。〔
本
廣
陽
子
「「
も
の
」
形
容
詞
の
意
味



一
六

と
用
法
の
発
展
─
源
氏
物
語
の
果
た
し
た
役
割
─
」（『
国
語
国
文
』
第
七
十
七

巻
第
六
号
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
、
平
成
二
十
年
六
月
）〕。

（
９
）　

西
「
古
語｢

な
に
と
な
く｣

再
考
─
不
特
定
か
ら
悉
皆
・
普
遍
に
お
よ
ぶ
副
用
語

─
」（『
愛
文
』
第
五
十
五
号
、
愛
媛
大
学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年

三
月
）。

（
10
）　
『
校
本
狹
衣
物
語
巻
一
』
一
三
頁
〔
校
異
〕
に
拠
れ
ば
、
底
本
で
あ
る
元
和
古
活

字
本
は
じ
め
比
校
本
い
ず
れ
も
「
御
前
の
木
た
ち
な
に
と
な
く
あ
を
み
わ
た
り
て
木

く
ら
き
」
の
ご
と
く
作
っ
て
お
り
、「
な
に
と
な
く
」
の
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
11
）　

図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
（
勉
誠
出
版
影
印
・
三
〇
一
頁
）
参
照
。

（
12
）　

山
田
孝
雄
博
士
『
漢
文
の
訓
讀
に
よ
り
て
傳
へ
ら
れ
た
る
語
法
』
に
は
「｢

す
べ

て｣

は｢

總｣
｢

凡｣
｢

都｣
｢

渾｣
等
の
字
の
訓
に
あ
て
た
る
國
語
な
り
。」
と
示
さ

れ
た
上
、
こ
れ
ら
の
字
義
に
つ
い
て
「
多
く
の
事
物
を
統
括
し
て
一
槪
に
し
て
之
を

い
ふ
義
な
る
こ
と
は
一
な
る
な
り
。」
と
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
（
寶
文
館
、
昭
和
十

年
五
月
、
二
一
二
～
二
一
四
頁
参
照
）。

（
13
）　

以
下
に
掲
げ
る
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
二
八
四
頁
脚
注
参
照
。

　
　
　
　

▽
藤
原
定
家
は
こ
の
歌
の
「
わ
び
し
」
に
漢
語
「
憀
慄
（
り
ょ
う

り
つ　

）」
を
当
て
て
い

る
（
伊
達
本
古
今
和
歌
集
）。
文
選
・
秋
興
賦
「
善
乎
宋
玉
之
言
曰
。
悲
哉
秋

之
為
レ
気
也
。
蕭
瑟
兮
草
木
揺
落
而
変
衰
。
憀
慄
兮
若
下
在
二
遠
行
一
。
登
レ
山
臨

レ
水
。
送
上
レ
将
レ
帰
」
を
ふ
ま
え
て
こ
の
一
首
を
解
そ
う
と
し
た
か
。〔
新
日
本

古
典
文
学
大
系
５
『
古
今
和
歌
集
』
二
八
四
頁
脚
注
（
一
九
八
九
年
二
月
）〕

（
14
）　

片
桐
洋
一
訳
注
『
古
今
和
歌
集
』
笠
間
文
庫
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）

三
七
一
頁
脚
注
参
照
。
片
桐
博
士
は
、
第
二
句
に
つ
い
て
「｢

物
わ
び
し｣

は
、「
何

と
な
く
つ
ら
い｣

の
意
。」（『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』

（下）
二
九
三
頁
、
講
談
社
、

一
九
九
八
年
二
月
）
だ
と
釈
さ
れ
た
か
つ
て
の
解
を
改
め
て
お
ら
れ
る
。

（
15
）　
「
も
の
」
に
つ
い
て
、「
何
か
と
」（
旺
文
社
文
庫
本
二
四
三
頁
脚
注
〔
一
九
八
二

年
六
月
〕・
注
13
前
掲
書
二
八
四
頁
脚
注
等
）
ま
た
「
何
か
に
つ
け
て
」（
注
14
前
掲

書
三
七
一
頁
口
語
訳
）
と
す
る
訳
解
が
具
わ
る
。

（
16
）　

注
３
参
照
。

（
17
）　

山
家
心
中
集
（
妙
法
院
蔵
本
）
に
は
「
秋
の
哥
よ
み
侍
し
に
」
と
い
う
詞
書
で
一

括
さ
れ
る
六
首
の
う
ち
第
三
・
第
四
の
歌
と
し
て
以
下
の
ご
と
く
収
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

秋
の
哥
よ
み
侍
し
に

　
　
　
　

し
か
の
ね
を
か
き
ね
に
こ
め
て
き
く
の
み
か
月
も
す
み
け
り
秋
の
山
さ
と

　
　
　
　

い
ほ
に
も
る
月
の
か
け
こ
そ
さ
ひ
し
け
れ
や
ま
た
は
ひ
た
の
を
と
は
か
り
し
て

　
　
　

Ⓓ
な
に
事
を
い
か
に
お
も
ふ
と
な
け
れ
と
も
た
も
と
し
く
る
ヽ
秋
の
ゆ
ふ
く
れ

　
　
　

Ⓔ
な
に
と
な
く
も
の
か
な
し
く
そ
見
え
わ
た
る
と
は
た
の
を
も
の
秋
の
ゆ
ふ
く
れ

　
　
　
　

お
ほ
か
た
の
つ
ゆ
に
は
な
に
の
な
る
な
ら
ん
た
も
と
に
を
く
は
涙
な
り
け
り

　
　
　
　

山
さ
と
は
秋
の
す
ゑ
に
そ
お
も
ひ
し
る
か
な
し
か
り
け
り
木
か
ら
し
の
か
せ

�

〔
山
家
心
中
集
（
妙
法
院
蔵
本
）
二
二
八
～
二
三
三
参
照
〕

（
18
）　

和
歌
文
学
大
系
21
五
四
頁
脚
注
（
平
成
十
五
年
七
月
）
参
照
。
な
お
こ
の
脚
注
は

大
和
物
語
の
い
わ
ゆ
る
流
布
本
系
本
文
に
拠
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
異
本
系
の
鈴

鹿
本
に
拠
っ
た
。
流
布
本
で
初
句
を
「
世
に
ふ
れ
ど
」
と
作
る
以
外
、
C'
の
歌
に
注

目
す
べ
き
歌
句
の
異
同
は
見
ら
れ
な
い
（
阿
部
俊
子
『
校
本
大
和
物
語
と
そ
の
硏
究�

增
補
版
』
三
省
堂
〔
昭
和
二
十
九
年
六
月
初
版
〕
昭
和
四
十
五
年
十
月
三
版
）。

（
19
）　
「
夕
暮
」
と
絞
ら
ず
秋
の
「
も
の
（
の
）
悲
し
」
さ
を
前
提
と
し
た
言
い
回
し
が
、

山
家
心
中
集
の
詞
書
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　

修
行
し
て
み
ち
の
く
に
へ
ま
か
り
た
り
し
に
、
野
ヽ
中
に
つ
ね
よ
り
も
と

お
ほ
し
き
つ
か
の
み
え
し
を
人
に
と
ひ
侍
し
か
は
、
中
将
の
み
は
か
と
は

こ
れ
か
事
な
り
と
ま
う
し
ヽ
か
は
、
中
将
と
は
た
れ
か
事
そ
と
ま
た
と
ひ

侍
し
か
は
、
さ
ね
か
た
の
御
事
な
り
と
ま
う
す
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ほ
え

て
、
さ
ら
ぬ
た
に
も
の
か
な
し
く
、
し
も
か
れ
の
す
ヽ
き
ほ
の
〳
〵
み
え

わ
た
り
て
、
の
ち
に
か
た
ら
ん
も
こ
と
の
は
な
き
や
う
に
お
ほ
え
て

　
　
　
　

く
ち
も
せ
ぬ
そ
の
名
は
か
り
を
と
ヽ
め
を
き
て
か
れ
の
ヽ
す
ヽ
き
か
た
身
に
そ

す
る

�

〔
山
家
心
中
集
（
妙
法
院
蔵
）
三
三
〇
〕

　
　
　

実
方
中
将
の
墓
跡
だ
と
知
っ
て
「
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
」
た
西
行
が
詠
歌
に
及

ぶ
際
、「
さ
ら
ぬ
だ
に

0

0

0

0

0

も
の
か
な
し
く
、
霜
枯
れ
の
薄
ほ
の
〴
〵
見
え
わ
た
り

0

0

0

て
」

と
い
う
情
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
さ
ら
ぬ
だ
に
」
と
は
、
墓
跡
を
見
る
ま
で
も
な

く
〝
悲
秋
〟
を
前
提
と
す
る
措
辞
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
秋
を
「
も
の
（
の
）
か



「
ら
り
と
し
て
ひ
ろ
き
に
わ
た
る
詞
」
モ
ノ

一
七

な
し
」
と
詠
む
彼
の
作
例
に
も
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
。

二
九
〇
番
（
Ⓒ
）
の
ほ
か
、
次
の
ご
と
き
詠
作
も
見
と
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　

さ
ら
ぬ
だ
に

0

0

0

0

0

秋
は
も
の
の
み
か
な
し
き
を
涙
も
よ
ほ
す
小
牡
鹿
の
声

　
　
　
　

山
お
ろ
し
に
鹿
の
音ね

た
ぐ
ふ
夕
暮
に
も
の
が
な
し
と
は
い
ふ
に
や
有
ら
ん

　
　
　
　

鹿
も
わ
ぶ
空
の
け
し
き
も
し
ぐ
る
め
り
か
な
し
か
れ
と
も
な
れ
る
秋
哉

�

〔
山
家
集
・
四
三
二
～
四
三
四
（
岩
波
文
庫
）〕

　
　
　

な
お
、
陽
明
文
庫
本
山
家
集
八
〇
〇
番
の
歌
の
詞
書
で
は
、
妙
法
院
蔵
本
山
家
心

中
集
三
三
〇
番
の
詞
書
に
施
し
た
傍
線
箇
所
を
、
実
方
の
墓
跡
だ
と
聞
い
た
西
行
が

「
い
と
悲
し
か
り
け
り
、
さ
ら
ぬ
だ
に
も
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
る
に
」
と
記
す
。

こ
の
よ
う
な
、
カ
ナ
シ
と
ア
ハ
レ
の
交
代
が
も
た
ら
す
文
意
の
違
い
は
観
過
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
西
行
の
自
撰
私
家
集
で
あ
る
山
家
心
中
集
の
ほ
う
が
、
本
稿
に

と
っ
て
自
然
な
叙
述
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
20
）　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
山
家
集
』
八
四
～
八
五
頁
289
頭
注
（
新
潮
社
、
昭
和

五
十
七
年
四
月
）。
傍
点
は
西
。

（
21
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
『
大
和
物
語
』
二
六
七
頁
頭
注
に
「｢

す
ず
ろ｣

は

な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
心
ひ
か
れ
て
、｢

情
ス
ヽ
ロ　

ス
ヽ
ロ
ニ｣
（
字
類
抄
）」
と
注
し
て
い

る
の
は
す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
む
。
本
稿
第
四
節
お
よ
び
注
26
参
照
。

（
22
）　

西
下
經
一
博
士
『
古
今
和
歌
集
新
解
』
三
〇
三
頁
【
語
釈
】（
明
治
書
院
、
昭
和

三
十
二
年
十
月
）
参
照
。
ち
な
み
に
、
古
今
和
歌
集
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
九
七
〇

番
の
詞
書
「
つ
れ
づ
れ
と
し
て
い
と
物
悲
し
く
て
」
の
後
半
を
「
業
平
の
心
で
あ

る
。」（
笠
間
文
庫
本
三
八
〇
頁
脚
注
）
と
説
く
向
き
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
近
年
で

は
、
伊
勢
物
語
と
同
じ
く
「
業
平
が
感
じ
た
親
王
の
様
子
」（
新
日
本
古
典
文
学
大

系
本
二
九
一
頁
脚
注
）
だ
と
注
せ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
本
稿
は
、「
親
王
の
様
子
を

の
べ
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
業
平
の
心
に
起
っ
た
感
情
で
あ
り
、
主

客
の
別
は
な
い
。」
と
説
く
西
下
經
一
博
士
の
立
場
に
与
し
た
い
（『
古
今
和
歌
集
新

解
』
三
〇
三
頁
【
語
釈
】
参
照
）。

（
23
）　

例
え
ば
、「
も
の
」
を
伴
な
っ
て
「
悲
し
」
と
詠
む
、
以
下
の
よ
う
な
作
例
が
見

ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
父
）
宮
う
せ
給
て
の
ち
、
正
月
一
日

　
　
　
　

い
む
な
れ
と
け
ふ
し
も
ヽ
の
ヽ
か
な
し
き
は
と
し
を
へ
た
つ
と
お
も
ふ
な
り
け

り

�

〔
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
本
斎
宮
女
御
集
・
九
四
〕

　
　
　
　
　
　

女
を
う
ら
み
て
、
元
輔

　
　
　
　

う
き
な
か
ら
さ
す
か
に
物
の
か
な
し
き
は
い
ま
は
と
物
を
思
な
り
け
り

�

〔
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
本
小
野
宮
殿
集
・
七
六
〕

　
　
　
　
　
　

と
き
〳
〵
ま
か
る
女
に
、
こ
と
人
ま
か
る
と
き
ヽ
て

　
　
　
　

う詞

き
な
か
ら
さ
す
か
に
物
の
か
な
し
き
は
今
は
か
き
り
と
思
ふ
な
り
け
り

�

〔
正
保
版
本
歌
仙
家
集
本
元
輔
集
・
二
二
〇
〕

　
　
　
　
　
　

月
あ
か
き
夜
、
そ
ら
す
み
て
い
と
あ
は
れ
な
る
に

　
　
　
　

こ千

の
よ
に
は
す
む
へ
き
ほ
と
や
つ
き
ぬに

らけ

んん

よ
の
つ
ね
な
ら
す
も
の
ヽ
か
な
し

き

　
　
　
　
　

 

〔
道
信
集
・
四
六
／
千
載
和
歌
集
巻
第
十
七
・
雑
歌
中
・
一
〇
九
四
「
女
の

も
と
に
ま
か
り
て
、
月
の
あ
か
く
侍
け
る
に
そ
ら
の
け
し
き
物
心
ぼ
そ
く

侍
け
れ
ば
、
よ
み
侍
け
る　

藤
原
道
信
朝
臣
」〕

　
　
　
な
お
、
道
信
集
の
「
世
の
常
な
ら
ず
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
「
喪
中
に
、
命

の
は
か
な
さ
を
深
く
嘆
じ
て
詠
ん
だ
と
見
る
」
無
常
観
へ
の
連
想
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
説
が
あ
る
（
私
家
集
注
釈
叢
刊
11
『
道
信
集
注
釈
』
八
七
頁
【
補
説
】〔
貴
重

本
刊
行
会
、
平
成
十
三
年
五
月
〕
参
照
）。

（
24
）　

古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
一
三
二
七
頁
（
平
成
二
十
六
年

十
二
月
）
参
照
。

（
25
）　

日
本
古
典
文
學
大
系
25
『
今
昔
物
語
集�

四
』
三
四
一
頁
頭
注
（
岩
波
書
店
、
昭

和
三
十
七
年
三
月
第
一
刷
）
参
照
。

（
26
）　

三
巻
本
色
葉
字
類
抄
巻
下
（
118
ウ
⑦｢

洲
・
辭
字
付｣

）
に
は
「
情
ス
〻
ロ　

ス
〻
ロ
ニ

徒
や
ス
〻
ロ
ニ

然

よ
閇
座
ゆ

子
（
マ
マ
）已
上
同
」
と
注
す
（
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
18
・
四
八
六
頁
参
照
）。
な

お
注
21
を
も
参
照
。

（
27
）　

青
木
生
子
『
萬
葉
集
全
注　

巻
第
十
九
』
二
〇
頁
【
注
】（
有
斐
閣
、
平
成
九
年

十
一
月
）、
傍
点
は
西
。
な
お
同
書
に
「
そ
ぞ
ろ
物
悲
し
い
」（
一
九
頁
口
語
訳
）
と

す
る
口
語
訳
に
は
従
え
な
い
。「
そ
ぞ
ろ
」
は
漫
然
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。



一
八

（
28
）　

表
紙
に
は
論
題
を
「
源
氏
物
語
の
も
の
」
と
作
っ
て
お
り
、
内
題
と
は
異
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
注
33
を
も
参
照
。

（
29
）　

三
巻
本
色
葉
字
類
抄
巻
上
（
34
オ
④｢

波
・
疊
字
付｣

）
参
照
（
尊
経
閣
善
本
影

印
集
成
18
・
七
三
頁
）。〈　

〉
は
割
注
。

（
30
）　
「
彌
漫
」
は
、
西
下
博
士
が
「
あ
は
れ
」「
か
な
し
」「
心
細
し
」
な
ど
の
感
情
形

容
詞
と
の
共
起
を
重
ん
じ
て
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
か
。

（
31
）　

ち
な
み
に
「
海
漫
々
・
直
下
ト
見
ク
ダ
セ
バ
底
モ
無
ク
旁
ニ
ハ
邊
リ
モ
無
シ
」
と

始
め
ら
れ
る
白
詩
「
海
漫
々
」
に
、
は
か
ば
か
し
い
古
訓
は
見
え
な
い
。
太
田
次

男
・
小
林
芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）

参
照
。

（
32
）　

例
え
ば
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
巻
上
（
53
ウ
②｢

邊
・
疊
字
付｣

）
で
は
、「
遍
滿
」

に
「
ア
マ
子（
ネ
　
キ
）ー　

詞　

雜
部　

ヘ
ン
マ
ン
」
と
注
す
（
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
18
・

一
一
二
頁
参
照
）。

（
33
）　

西
下
經
一
博
士
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
論
考
（
本
稿
第
四
節
お
よ
び
注
28
参
照
）

に
基
づ
き
な
が
ら
「
運
命
を
意
味
す
る
」
一
項
を
増
補
し
、
す
べ
て
⒜
か
ら
⒯
ま
で

「〔
二
十
種
の
物
の
意
義
〕」
と
し
て
ま
と
め
直
さ
れ
た
単
著
に
お
い
て
、
傍
線
箇
所

の
ご
と
く
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

⒫　

弥び

漫ま
ん

の
情
を
表
わ
す
。　
「
も
の
哀
れ
」「
も
の
悲
し
」「
も
の
心
細
げ
」

「
も
の
は
か
な
げ
」
の
類
。
普
通
こ
れ
ら
の
「
も
の
」
は
「
何
と
な
く
…
…
」

と
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
で
誤
り
で
は
な
い
が
、「
も
の
」
の
意
義
を
深
く
追
及

す
る
と
い
う
点
か
ら
は
不
十
分
で
あ
る
。〔
…
…
中
略
…
…
〕「
物
哀
れ
」
は
、

「
哀
れ
」
か
ら
見
て
も
「
も
の
」
か
ら
見
て
も
融
和
性
・
流
通
性
・
弥
漫
性
を

も
ち
、
そ
れ
を
辞
書
的
解
釈
で
は
「
何
と
な
く
哀
れ
な
」
と
訳
す
の
で
あ
る
。

〔「
八�

物
の
意
義
」（『
平
安
朝
文
学
』
塙
選
書
６
、一
七
三
～
一
七
四
頁
、
昭
和

三
十
五
年
四
月
）〕

　
　
　

通
説
の
漠
然
性
を
容
認
せ
ら
れ
て
い
る
節
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
、
こ

れ
以
前
、

　
　
　
　

｢

物｣

と
は
、
自
分
を
含
ん
だ
環
境
で
あ
る
が
、
よ
い
訳
語
が
な
い
。

�

〔『
古
今
和
歌
集
新
解
』
二
九
八
頁
【
略
解
】

�

（
明
治
書
院
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
）〕

　
　

な
ど
と
も
明
記
せ
ら
れ
て
い
て
、
苦
慮
の
跡
が
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
最
終
的
に

は
、「｢

も
の｣

と
は
、
異
質
な
も
の
を
ひ
と
つ
づ
き
の
も
の
と
し
て
考
え
、
そ
の
中

に
自
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
観
念
で
あ
る
と
し
た
」（
塙
選
書
６

「
あ
と
が
き
」
二
五
一
頁
）
と
総
括
せ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
以
下
に
掲
げ
る

よ
う
な
説
明
は
、
西
下
博
士
の
説
に
包
括
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

モ
ノ
は
平
安
女
流
文
学
で
は
軽
い
接
頭
語
で
は
な
い
。
モ
ノ

0

0

ア
ハ
レ
ナ
リ
の

モ
ノ
は
、
ケ
ハ
ヒ

0

0

0

ア
ハ
レ
ナ
リ
、
サ
マ

0

0

ア
ハ
レ
ナ
リ
の
ケ
ハ
ヒ
、
サ
マ
の
よ
う

に
、
ア
ハ
レ
ナ
リ
の
題
目
・
対
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
モ
ノ
に
は
き
ま
り
、
運

命
、
忘
れ
が
た
い
過
去
の
事
実
、
逃
れ
が
た
く
身
を
取
り
囲
む
状
況
、
周
囲
の

状
態
、
と
い
う
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
モ
ノ
ア
ハ
レ
ナ
リ
に
は
そ
れ
が
は
っ
き

り
現
わ
れ
て
い
る
。〔
大
野
晋
「
モ
ノ
と
は
何
か
─
も
の
が
た
り
、
も
の
の
あ

は
れ
の
意
味
─
」『
語
学
と
文
学
の
間
』
七
八
～
七
九
頁
（
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
〇
六
年
二
月
）。
傍
点
原
文
。〕

　
　
　

詳
細
は
、
特
に
、
西
下
博
士
『
平
安
朝
文
学
』（
一
〇
六
～
一
八
二
頁
）
に
つ
い

て
見
ら
れ
た
い
。

　
　
　

な
お
古
語
モ
ノ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
家
持
の
春
愁
と
と
も
に
、
高
市
黒
人
の
旅
愁

を
詠
ん
だ
作
歌
を
含
め
、
上
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
稿
を

改
め
た
い
。

（
34
）　

西
「｢

も
の
ゆ
か
し
が
り｣

す
る
心
─
狭
衣
の
設
定
・
異
文
・
引
歌
に
か
ん
す
る

覚
書
─
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集　

人
文
学
編
』
第
四
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年

二
月
）
参
照
。

（
35
）　

注
26
参
照
。
た
だ
し
「
情
ス
〻
ロ　

ス
〻
ロ
ニ

」
の
訓
に
あ
る
い
は
［
コ
←
→
ス
］
の
転
訛
の
蓋

然
性
を
考
え
て
お
く
余
地
が
、
か
す
か
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

�

（
に
し　

こ
う
せ
い
／
愛
媛
大
学
法
文
学
部
／
日
本
古
典
文
学
）
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