
一

『
後
拾
遺
和
歌
集 （
１
）』
九
三
九
番
は
、
清
少
納
言
の
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

大
納
言
行
成
も
の
が
た
り
な
ど
し
侍
け
る
に
、
う
ち
の
御
物
忌
に
こ
も
れ
ば
と
て
、
い

そ
ぎ
か
へ
り
て
つ
と
め
て
、
と
り
の
こ
ゑ
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
と
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
け
れ

ば
、
よ
ぶ
か
か
り
け
る
と
り
の
こ
ゑ
は
函
谷
関
の
こ
と
に
や
、
と
い
ひ
に
つ
か
は
し
た

り
け
る
を
た
ち
か
へ
り
、
こ
れ
は
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
に
は
べ
り
と
あ
れ
ば
よ
み
は
べ
り

け
る

清
少
納
言

939よ
を
こ
め
て
と
り
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
と
も
よ
に
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
は
ゆ
る
さ
じ

右
の
歌
は
、
『
百
人
一
首
』
や
次
節
で
見
る
よ
う
に
『
枕
草
子
』
に
も
採
ら
れ
て
お
り
、
我
が

国
の
短
歌
の
中
で
も
、
最
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
歌
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
、
右
の
歌
の

解
釈
を
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
お
も
だ
っ
た
注
釈
書
に
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

夜
が
ま
だ
深
い
の
を
隠
し
て
、
鶏
の
声
を
ま
ね
て
、
だ
ま
そ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
（
中
国

の
故
事
に
み
え
る
函
谷
関
な
ら
開
き
も
し
ま
し
ょ
う
が
、
愛
す
る
男
女
が
相
逢
う
と
い
う
名

を
持
っ
た
わ
が
国
の
）
逢
坂
の
関
は
（
だ
ま
さ
れ
て
開
く
こ
と
な
ど
）
け
っ
し
て
ゆ
る
し
は

し
な
い
で
し
ょ
う
。（
藤
本
一
恵
「
講
談
社
学
術
文
庫

584～

587」）

一
晩
中
鳥
の
う
そ
鳴
き
で
だ
ま
し
て
も
、
こ
の
逢
坂
の
関
で
は
無
駄
で
す
よ
。
逢
う
こ
と
な

ん
か
と
て
も
無
理
。（
川
村
晃
生
「
和
泉
古
典
叢
書
」）

ま
だ
夜
が
深
い
の
に
鶏
の
鳴
き
ま
ね
を
し
て
だ
ま
そ
う
と
し
て
も
、
ま
さ
か
逢
坂
の
関
守
は

だ
ま
さ
れ
て
通
し
は
い
た
す
ま
い
。（
久
保
田
淳
・
平
田
喜
信
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」）

ま
だ
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
に
鶏
が
う
そ
泣
き
し
て
函
谷
関
の
関
守
を
欺
い
た
と
し
て
も
、
あ
な

た
と
わ
た
し
の
逢
坂
の
関
は
、（
そ
ん
な
あ
ま
い
手
段
で
は
）
絶
対
に
お
許
し
し
な
い
で
し
ょ

う
。
だ
め
っ
て
こ
と
よ
。（
藤
本
一
恵
『
後
拾
遺
和
歌
集
全
釈
』
風
間
書
房
）

夜
が
ま
だ
深
い
う
ち
に
鶏
の
鳴
き
真
似
で
だ
ま
そ
う
と
し
て
も
、
函
谷
関
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

男
女
を
隔
て
る
逢
坂
の
関
は
、
だ
ま
さ
れ
て
開
く
こ
と
な
ど
決
し
て
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
よ
。

（
犬
飼
廉
・
平
野
由
紀
子
・
い
さ
ら
会
『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
』
笠
間
書
房
）

右
に
見
る
よ
う
に
、
諸
注
釈
書
同
じ
よ
う
な
口
語
訳
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
実
態
は
、
後
に
検

討
す
る
が
、
口
語
訳
の
類
似
と
言
う
こ
と
で
は
、
『
百
人
一
首
』
、
『
枕
草
子
』
の
注
釈
も
ま
た
、

ほ
ぼ
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
、
問
題
に
し
、
検
討
す
る
の
は
、
冒
頭
部
の
「
夜
を
こ
め
て
」
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の

箇
所
は
ど
の
よ
う
に
口
語
訳
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
部
分
を
再
度
掲
載
す
る
と
、
「
夜

が
ま
だ
深
い
の
を
」
（
『
学
術
文
庫
』
）
、
「
ま
だ
夜
が
深
い
の
に
」
（
「
新
大
系
」
）
「
夜
が
ま
だ
深
い

う
ち
に
」
（
『
新
釈
』
）
は
同
意
で
あ
ろ
う
。
「
一
晩
中
」
（
「
和
泉
古
典
叢
書
」
）
、
「
ま
だ
夜
の
明
け

ぬ
う
ち
に
」
（
『
全
釈
』
）
な
ど
は
前
三
者
と
い
さ
さ
か
異
な
る
。
全
体
の
口
語
訳
に
大
差
が
な
い

の
だ
か
ら
、
当
然
、
冒
頭
部
の
こ
の
箇
所
の
口
語
訳
に
も
差
が
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
実
は
小
異

が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
四
者
と
、「
一
晩
中
」
に
は
違
い
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二

次
に
、『
百
人
一
首
』
の
口
語
訳
も
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。『
百
人
一
首
』
の
注
釈
は
膨
大
な

か
ず
で
あ
る
こ
と
こ
こ
に
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
本
稿
で
は
そ
の
傾
向
を
知
れ
ば
よ
い
の

で
、
身
近
な
か
つ
出
来
る
だ
け
近
年
の
注
釈
書
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
当
該
歌
の
第
二
句
「
と
り
の
そ
ら
ね
は
」
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』

と
『
枕
草
子
』（
三
巻
本
）
で
は
「
と
り
の
そ
ら
ね
に
」
と
な
っ
て
い
る
萩
谷
朴
に
指
摘
が
あ
る （
２
）。

た
だ
、
本
論
で
は
ニ
と
ハ
の
違
い
に
よ
っ
て
大
き
な
意
味
差
は
生
じ
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
に
は
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踏
み
込
ま
な
い
。

ま
だ
夜
の
あ
け
な
い
う
ち
に
、
に
せ
の
鶏
の
鳴
き
真
似
を
を
し
て
、
函
谷
関
の
番
人
を
だ
ま

し
た
と
し
て
も
、
逢
坂
の
関
は
そ
う
は
参
り
ま
す
ま
い
。
う
ま
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
、

私
は
け
っ
し
て
逢
い
ま
せ
ん
よ
。（
島
津
忠
夫
「
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
」）

夜
の
明
け
な
い
う
ち
に
、
鶏
の
鳴
き
声
を
ま
ね
て
、
だ
ま
そ
う
と
し
て
も
、
そ
の
函
谷
関
な

ら
ば
、
と
も
か
く
、
あ
な
た
と
私
と
の
間
の
逢
坂
の
関
は
、
け
っ
し
て
通
る
事
を
許
し
ま
せ

ん
よ
。（
有
吉
保
「
学
術
文
庫
」）

深
夜
の
う
ち
に
、
鶏
の
鳴
き
ま
ね
で
人
を
だ
ま
そ
う
と
し
て
も
、
あ
の
函
谷
関
な
ら
い
ざ
し

ら
ず
、
こ
の
逢
坂
の
関
は
け
っ
し
て
ゆ
る
す
ま
い
。（
鈴
木
日
出
雄
「
ち
く
ま
文
庫
」）

夜
が
明
け
て
い
な
い
の
に
、
か
の
孟
嘗
君
の
よ
う
に
、
鶏
の
泣
き
真
似
を
し
て
だ
ま
し
て
も
、

逢
坂
の
関
の
関
守
は
だ
ま
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
私
も
だ
ま
さ
れ
て
、
す
ぐ
戸
を
開
け
て
あ
な
た

と
逢
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
よ
。（
谷
知
子
「
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
」）

こ
こ
で
は
、「
夜
の
明
け
な
い
う
ち
」
の
方
が
、「
深
夜
の
う
ち
に
」
よ
り
多
そ
う
で
あ
る
が
、

や
は
り
、
注
釈
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
は
、
違
い
な
い
。

三

次
に
、『
枕
草
子
』
の
注
釈
を
見
て
お
く
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
本
和
歌
と
関
係
す
る
『
枕
草
子
』

本
文
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
詞
書
と
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
に
な
る

こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。

頭
弁
の
、
し
き
に
ま
ゐ
り
給
ひ
て
、
も
の
が
た
り
な
ど
し
た
ま
ひ
し
に
、
夜
い
た
う
ふ
け

ぬ
。
あ
す
、
御
物
い
み
な
る
に
こ
も
る
べ
け
れ
ば
、
う
し
に
な
り
な
ば
、
あ
し
か
り
な
む
と

て
、
ま
ゐ
り
給
ひ
ぬ
。
つ
と
め
て
、
く
ら
人
所
の
か
う
夜
が
み
ひ
き
か
さ
ね
て
、
け
ふ
は
、

の
こ
り
お
ほ
か
る
心
ち
な
む
す
る
。
夜
を
と
ほ
し
て
、
む
か
し
物
が
た
り
も
き
こ
え
あ
か
さ

む
と
せ
し
を
、
に
は
鳥
の
こ
ゑ
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
む
と
、
い
み
じ
う
言
お
ほ
く
か
き
給
へ

る
、
い
と
め
で
た
し
。
御
返
り
に
、
い
と
夜
ふ
か
く
侍
り
け
る
鳥
の
こ
ゑ
は
、
ま
う
さ
う
君

の
に
や
と
き
こ
え
た
れ
ば
、
た
ち
か
へ
り
、
ま
う
さ
う
く
ん
の
に
は
と
り
は
、
か
ん
こ
く
関

を
ひ
ら
き
て
、
三
千
の
か
く
、
わ
づ
か
に
さ
れ
り
と
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
あ
ふ
さ
か
の
せ

き
也
と
あ
れ
ば
、

夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
と
も
世
に
あ
ふ
さ
か
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
。

心
か
し
こ
き
関
も
り
侍
り
と
き
こ
ゆ
。
又
、
た
ち
か
へ
り
、

あ
ふ
さ
か
は
人
こ
え
や
す
き
関
な
れ
ば
鳥
な
か
ぬ
に
も
あ
け
て
待
つ
と
か

と
あ
り
し
ふ
み
ど
も
を
、

引
用
は
、
『
枕
草
子
解
環 （
３
）』
に
よ
っ
た
か
ら
、
本
文
は
『
枕
草
子
』
三
巻
本
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
だ
、
当
段
は
堺
本
・
前
田
本
に
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
三
巻
本
と
能
因
本
と
に

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
本
間
で
は
大
き
な
本
文
の
差
異
は
な
い
。

鳥
の
虚
音
は
深
夜
に
函
谷
関
の
番
人
を
う
ま
く
だ
ま
し
た
と
し
て
も
、
逢
坂
の
関
は
、
決
し

て
そ
う
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
い
く
ら
う
ま
い
こ
と
を
お
つ
し
や
つ
て
も
私
は
絶
対

に
お
逢
い
し
ま
せ
ん
よ
。（
池
田
亀
鑑
『
全
講
枕
草
子
』）

ま
だ
夜
の
明
け
な
い
う
ち
に
鶏
が
鳴
い
て
函
谷
関
の
関
守
を
だ
ま
し
た
と
し
て
も
、
あ
な
た

と
あ
う
わ
た
く
し
の
逢
坂
の
関
は
そ
ん
な
あ
い
ま
い
手
段
で
は
決
し
て
お
ゆ
る
し
し
な
い
で

し
ょ
う
。
わ
た
く
し
を
だ
ま
そ
う
と
な
さ
っ
て
も
む
だ
で
す
わ
（
田
中
重
太
郎
「
旺
文
社
文

庫
」）

夜
ふ
け
に
鶏
の
い
つ
わ
り
の
鳴
き
声
で
だ
ま
そ
う
と
し
て
も
、
男
女
あ
い
逢
う
逢
坂
の
関
を

こ
え
る
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
よ
。（
石
田
穣
二
「
角
川
文
庫
」）

夜
通
し
鶏
の
う
そ
亡
き
で
だ
ま
そ
う
た
っ
て
、
絶
対
一
線
を
越
え
る
こ
と
に
は
な
り
ま
す
ま

い
よ
。
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』）

一
晩
中
、
偽
り
の
鶏
鳴
で
だ
ま
そ
う
と
し
て
も
、
逢
坂
の
関
は
開
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
（
渡

辺
実
「
新
大
系
」）

こ
こ
で
も
、
先
に
見
た
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
や
『
百
人
一
首
』
と
同
じ
よ
う
に
、
「
深
夜
」
と

「
ま
だ
夜
の
明
け
な
い
う
ち
に
」
が
対
立
し
て
い
る
か
に
み
え
る
の
だ
が
、
『
解
環
』
「
新
大
系
」

で
は
、「
夜
通
し
」、「
一
晩
中
」
と
別
の
表
現
で
口
語
訳
し
て
い
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
注
で

も
、
川
村
晃
生
が
「
一
晩
中
」（「
和
泉
古
典
叢
書
」）
と
口
語
訳
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
一
晩

中
」
な
ど
の
注
釈
を
含
め
て
、
今
ま
で
に
見
て
き
た
口
語
訳
は
、
現
代
語
に
於
い
て
ご
く
近
接
し

た
意
味
で
あ
り
、
さ
し
た
る
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
の
見
解
も
生
じ
よ
う
。
た
だ
、
「
深
夜
」
と

「
夜
明
け
」
が
、
こ
こ
ま
で
対
立
し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
口
語
訳
に
対
し
て
、
「
夜
通
し
」
、

「
一
晩
中
」
な
ど
、
最
近
新
し
い
注
釈
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
解
釈
が

揺
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
差
異
の
検
討
を
も
と
に
、
よ
り
妥
当
な
口
語
訳

に
た
ど
り
つ
く
な
ら
、『
枕
草
子
』
な
ど
の
よ
り
正
確
な
理
解
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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四

本
節
で
は
、『
枕
草
子
』
の
該
当
本
文
を
再
検
討
す
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
詞
書
と
『
枕
草

子
』
の
該
当
本
文
を
比
較
す
る
と
、
『
枕
草
子
』
の
該
当
本
文
が
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
詞
書
を

お
お
む
ね
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
頭
弁
の
、
し
き
に
ま
ゐ
り
給
ひ
て
、
も
の
が
た
り
な
ど
し
た
ま
ひ
し
に
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
。

あ
す
、
御
物
い
み
な
る
に
こ
も
る
べ
け
れ
ば
、
う
し
に
な
り
な
ば
、
あ
し
か
り
な
む
と
て
、
ま
ゐ

り
給
ひ
ぬ
。
」
の
部
分
、
「
頭
弁
」
は
清
少
納
言
の
恋
人
の
一
人
藤
原
行
成
で
あ
る
こ
と
、
『
後
拾

遺
和
歌
集
』
の
詞
書
「
大
納
言
行
成
物
語
り
な
ど
し
侍
け
る
に
」
の
部
分
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
行

成
と
話
を
し
て
い
た
が
、
行
成
は
、
明
日
は
宮
中
の
御
物
忌
み
だ
か
ら
と
、
丑
の
刻
の
前
に
作
者

の
も
と
を
去
っ
て
い
く
。
丑
の
刻
と
寅
の
刻
の
間
（
午
前
三
時
）
で
日
付
が
変
わ
る
か
ら
、
そ
の

二
時
間
ほ
ど
前
、
午
前
一
時
ご
ろ
に
行
成
が
清
少
納
言
の
も
と
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
こ

の
行
成
の
行
為
は
、
清
少
納
言
の
前
か
ら
無
闇
に
早
く
去
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た

が
、
そ
う
し
た
見
解
は
失
当
で
あ
ろ
う
。
次
の
部
分
、
「
つ
と
め
て
、
く
ら
人
所
の
か
う
夜
が
み

ひ
き
か
さ
ね
て
、
け
ふ
は
、
の
こ
り
お
ほ
か
る
心
ち
な
む
す
る
。
夜
を
と
ほ
し
て
、
む
か
し
物
が

た
り
も
き
こ
え
あ
か
さ
む
と
せ
し
を
、
に
は
鳥
の
こ
ゑ
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
む
と
、
い
み
じ
う
言

お
ほ
く
か
き
給
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。」
と
あ
る
か
ら
で
、「
言
お
ほ
く
か
き
給
へ
る
」
と
い
う

の
は
、
幾
分
か
の
ユ
ー
モ
ア
は
含
む
と
し
て
も
、
行
成
の
誠
実
さ
が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
清

少
納
言
自
身
が
そ
の
行
為
を
、
「
い
と
め
で
た
し
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
行
成

の
行
為
が
幾
分
で
も
作
者
を
軽
視
し
て
い
る
と
清
少
納
言
が
感
じ
て
い
た
な
ら
、
翌
朝
の
手
紙
で

あ
る
と
し
て
も
、「
い
と
め
で
た
し
」
と
は
言
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

右
文
の
時
間
的
内
実
を
考
え
よ
う
。
ま
ず
、
「
つ
と
め
て
」
は
ア
カ
ツ
キ
の
後
の
時
間
帯
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
恐
ら
く
、
今
日
の
朝
方
に
近
い
意
味
で
、
明
る
く
な
っ
て
と
で
も
口

語
訳
す
べ
き
単
語
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
間
帯
、
後
朝
の
文
な
ど
も
よ
く
送
ら
れ
る
時
間
帯
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
午
前
三
時
は
過
ぎ
て
い
る
か
ら
、
日
付
は
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
け
ふ
は
、

の
こ
り
お
ほ
か
る
心
ち
な
む
す
る
。」
で
あ
る
。
そ
の
残
念
の
中
身
は
、「
夜
を
と
ほ
し
て
、
む
か

し
物
が
た
り
も
き
こ
え
あ
か
さ
む
と
せ
し
を
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
夜
を

と
ほ
し
て
」
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
夜
を
と
ほ
し
て
」
は
も
ち
ろ
ん
一
晩
中

の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
、
当
時
の
「
夜
」
は
午

前
三
時
ま
で
を
意
識
し
て
使
用
さ
れ
た
。
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
、
ヨ
ヒ
ト
ヨ
な
ど
語
中
に
ヨ
が
含
ま
れ
る

単
語
が
午
前
三
時
ま
で
を
意
識
し
て
使
わ
れ
る
用
法
を
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う （
４
）。
そ
の
こ
と
は
、

後
接
し
て
「
き
こ
え
あ
か
さ
む
」
と
ア
カ
ス
と
い
う
動
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
。
動
詞
ア
カ
ス
は
、
上
接
す
る
他
の
動
詞
（
こ
の
場
合
キ
コ
ユ
）
と
複
合
語
を
作
る
場
合
も
含

め
て
、
午
前
三
時
ま
で
時
間
を
過
ご
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
夜
を
と
ほ
し
て
、

む
か
し
物
が
た
り
も
き
こ
え
あ
か
さ
む
と
せ
し
を
」
を
口
語
訳
す
る
と
、
「
午
前
三
時
ま
で
昔
話

で
も
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
に
は
鳥
の
こ
ゑ
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
む
」

は
、「
い
や
あ
の
時
鶏
の
声
が
し
ま
し
て
ね
」
と
で
も
口
語
訳
す
る
と
こ
ろ
か
。

つ
ぎ
に
、
本
文
は
「
御
返
り
に
、
い
と
夜
ふ
か
く
侍
り
け
る
鳥
の
こ
ゑ
は
、
ま
う
さ
う
君
の
に

や
と
き
こ
え
た
れ
ば
」
続
く
。
私
（
清
少
納
言
）
は
、
「
午
前
二
時
に
鳴
く
な
ん
て
、
孟
嘗
君
の

故
事
に
出
て
く
る
鶏
か
し
ら
」
と
返
事
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
、
行
成
か
ら
は
「
た
ち
か
へ

り
、
ま
う
さ
う
く
ん
の
に
は
と
り
は
、
か
ん
こ
く
関
を
ひ
ら
き
て
、
三
千
の
か
く
、
わ
づ
か
に
さ

れ
り
と
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
也
と
あ
れ
ば
」
と
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
孟
嘗
君
の
故
事
な
ん
て
、
せ
い
ぜ
い
三
千
人
が
逃
げ
た
と
言
う
だ
け
で
し
ょ
う
、
私
が
開
け
た

か
っ
た
の
は
、
貴
方
と
の
逢
瀬
の
関
、
逢
坂
の
関
だ
っ
た
の
で
す
よ
。」
と
な
る
。

こ
こ
で
、
「
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
世
に
あ
ふ
さ
か
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
」
と

い
う
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。
「
夜
を
こ
め
て
」
は
時
間
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
右
の
、
詞

書
と
も
言
え
る
『
枕
草
子
』
の
長
い
説
明
の
中
に
時
間
表
現
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「
夜
を
と

ほ
し
て
、
む
か
し
物
が
た
り
も
き
こ
え
あ
か
さ
む
と
せ
し
を
（
午
前
三
時
ま
で
昔
話
で
も
し
た
か
っ

た
の
で
す
が
）」
の
部
分
で
あ
る
こ
と
、
直
ぐ
思
い
至
る
で
あ
ろ
う
。「
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね

は
は
か
る
と
も
」
は
、
「
夜
を
と
ほ
し
て
、
む
か
し
物
が
た
り
も
き
こ
え
あ
か
さ
む
と
せ
し
を
」

を
言
い
換
え
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

五

そ
こ
で
、
一
般
に
「
夜
を
こ
め
て
」
は
午
前
三
時
を
意
識
し
て
使
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
か
が

問
題
と
な
る
。『
私
家
集
大
成
』
の
中
古
Ⅰ
Ⅱ （
５
）と
中
世
Ⅰ
Ⅱ
を
平
安
時
代
の
用
例
と
考
え
て
、「
夜

を
こ
め
て
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
を
調
べ
る
と
、
同
一
歌
を
除
き
、
二
十
一
首
を
見
い
だ
す
。

そ
の
中
で
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
な

る
。
先
に
結
論
を
申
し
て
お
く
と
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
は
、
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
を
意
味
す
る

用
法
と
午
前
三
時
以
降
を
意
味
す
る
用
法
と
二
つ
存
在
す
る
。
そ
の
多
く
が
午
前
三
時
の
日
付
変

更
時
点
を
意
識
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
付
変
更
時
点
は
ど
の
よ
う
に
歌
に
詠
ま
れ

て
い
た
か
も
う
一
度
確
か
め
て
お
こ
う
。

日
付
変
更
時
点
ま
で
は
、
ヨ
ハ
（
ま
た
は
、
ヨ
ナ
カ
）
と
い
う
時
間
帯
で
あ
り
、
こ
れ
を
過
ぎ

る
と
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
が
ア
カ
ツ
キ
の
題
の
も
と
に
詠
ま
れ
て

い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
日
付
変
更
時
点
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ア
カ
ツ
キ
の
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時
間
帯
に
出
て
い
る
月
は
、
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
で
あ
っ
た
か
ら
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
と
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ

キ
が
一
首
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
と
ア
カ
ツ
キ
と
同
様
な
こ
と
が
言

え
る
の
で
あ
っ
た
。
ア
カ
ツ
キ
に
は
、
旅
立
ち
が
行
わ
れ
た
か
ら
、
旅
立
ち
も
日
付
変
更
時
点
を

意
識
し
て
い
た
。
季
節
の
変
更
も
日
付
変
更
時
点
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
、
季
節
の
変
化
も
午

前
三
時
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
象
が
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
を
一
首

中
に
含
む
歌
に
詠
ま
れ
て
い
れ
ば
、
日
付
変
更
時
点
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
象
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

ま
ず
、
詞
書
に
「
後
朝
」
を
持
つ
歌
か
ら
検
討
し
よ
う （
６
）。

1165（
後
朝
心
を
）
夜
を
こ
め
て
か
へ
ら
さ
り
せ
は
く
す
の
は
の
あ
く
と
も
け
さ
を
う
ら
み
さ

ら
ま
し
（『
俊
頼
』）

こ
の
歌
は
、
後
朝
を
詠
ん
で
い
る
。
当
時
の
後
朝
は
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
に
行
わ
れ
た
。
こ
こ

で
の
「
あ
く
と
も
」
は
午
前
三
時
を
過
ぎ
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
く
と
も
け
さ
を
う

ら
み
さ
ら
ま
し
」
は
、
「
日
付
が
変
わ
っ
て
今
朝
に
な
っ
て
も
そ
の
今
朝
を
恨
む
こ
と
は
な
い
の

だ
が
」
の
意
味
で
あ
る
。「
夜
を
こ
め
て
か
へ
ら
さ
り
せ
ば
」
が
そ
の
仮
定
条
件
で
あ
る
。
も
し
、

帰
ら
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
も
、
「
夜
を
こ
め
て
」
帰
ら
な
か
っ
た
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、「
夜
を
こ
め
る
」
時
間
帯
は
い
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
く
（
午
前
三
時
）」
の
前
か
後
か
。

そ
の
解
釈
に
は
同
じ
状
況
を
詠
ん
だ
慈
円
の
歌
が
役
に
立
つ
の
で
こ
こ
に
引
用
し
よ
う
。

935よ
を
こ
め
て
あ
か
て
か
へ
さ
の
路
す
か
ら
心
や
す
む
る
有
明
の
月
（『
慈
円
』）

こ
の
う
た
は
「
よ
を
こ
め
て
」
満
足
し
て
い
な
い
（
あ
か
て
）
。
そ
し
て
、
女
の
家
か
ら
帰
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
「
有
明
の
月
」
が
照
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
リ
ア
ケ
は

ア
カ
ツ
キ
と
同
意
と
と
っ
て
も
い
い
単
語
だ
っ
た
。
と
す
る
と
、
慈
円
の
歌
で
は
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ

は
帰
る
前
ま
で
の
時
間
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

俊
頼
の
歌
に
戻
る
と
、
「
夜
を
こ
め
て
か
へ
ら
さ
り
せ
ば
」
は
、
夜
を
こ
め
た
（
午
前
三
時
ま

で
を
過
ご
し
て
）
後
、
帰
ら
な
か
っ
た
ら
と
言
う
仮
定
条
件
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る

と
、
日
付
が
変
わ
っ
て
今
朝
に
な
っ
て
も
そ
の
今
朝
を
恨
む
こ
と
は
な
い
の
だ
が
と
条
件
が
結
ば

れ
る
の
も
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
首
の
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
午
前
三
時
ま
で
時
を
過
ご
し

て
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
付
変
更
時
点
を
意
識
し
て
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は

使
用
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
季
節
の
変
更
を
詠
う
詩
を
見
て
み
る
。

97夜
を
こ
め
て
秋
は
た
つ
な
り
わ
か
せ
こ
か
閨
の
か
さ
戸
を
い
ま
や
た
ゝ
ま
し
（『
家
良
Ⅱ
』）

ま
ず
確
認
し
て
お
く
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
季
節
は
午
前
三
時
に
変
更
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
こ
の
歌
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の

歌
に
は
異
伝
が
あ
っ
て
、『
夫
木
和
歌
集
』
で
は
、「
た
ゝ
ま
し
」
の
部
分
が
「
さ
ゝ
ま
し
」
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
た
ゝ
ま
し
」
と
「
さ
ゝ
ま
し
」
の
違
い
だ
が
、
ど
ち
ら
か
の
単
純
な
誤
写
な
ら
問
題
は
な
い

の
だ
が
、
こ
れ
ら
両
者
が
と
も
に
生
き
た
本
文
だ
と
す
る
と
、
詠
歌
の
時
間
に
大
き
な
違
い
生
じ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
「
閨
の
か
さ
戸
」
を
考
え
て
お
く
必
要
が
有
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、
『
夫
木
和
歌
集
』
の
異
伝
「
さ
ゝ
ま
し
」
が
意
味
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
動
詞
サ
ス
が
使
用
で
き
る
戸
は
ど
ん
な
戸
か
と
言
え
ば
鍵
の
か
か
る
意
味
で
あ
ろ
う
か

ら
、
「
か
せ
戸
」
の
カ
セ
は
枷
の
意
味
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
首
枷
、
足
枷
の
カ
セ
で

あ
る
。「
か
せ
戸
」
は
閨
に
あ
る
鍵
の
か
か
る
戸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
家
良
Ⅱ
』
は
そ
こ
を
開

け
て
出
て
行
く
と
い
い
、『
夫
木
和
歌
集
』
は
そ
の
鍵
を
掛
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
家
良
Ⅱ
』

は
午
前
三
時
に
な
っ
て
、
帰
っ
て
い
く
こ
と
を
詠
み
、
『
夫
木
和
歌
集
』
は
夜
の
到
来
の
時
間
に

詠
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
家
良
Ⅱ
』
は
午
前
三
時
に
な
っ
た
の
で
、
秋
が
立
つ
よ
う
に
、

恋
人
（
わ
か
せ
こ
）
も
帰
っ
て
い
く
（
た
た
ま
し
）
の
で
し
ょ
う
、
と
な
る
。

『
夫
木
和
歌
集
』
は
ア
ス
の
午
前
三
時
に
な
れ
ば
、
季
節
が
変
わ
る
ら
し
い
が
、
（
そ
れ
ま
で

は
時
間
も
あ
る
か
ら
）
寝
室
の
出
入
り
口
を
閉
じ
る
の
で
し
ょ
う
、
と
な
る
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
開

始
時
点
の
歌
か
、
終
了
時
点
の
歌
か
の
別
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヨ
ヲ
コ
ム
と
季
節
が

変
わ
る
こ
と
に
な
り
、
ヨ
ヲ
コ
ム
に
日
付
変
更
時
点
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

た
だ
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
や
ヨ
ヒ
ト
ヨ
よ
り
は
短
い
時
間
を

意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、『
家
良
Ⅱ
』
の
「
た
た
ま
し
」
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
詞
書
に
「
暁
」
が
あ
る
歌
を
検
討
し
よ
う
。

229（
暁
鹿
を
）
夜
を
こ
め
て
た
ち
き
る
山
の
す
そ
に
し
も

鳴
て
や
鹿
の
人
に
し
れ
ぬ
る

（『
頼
政
』）

６
（
暁
路
霞
と
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
る
）
夜
を
こ
め
て
た
つ
か
す
み
た
に
な
か
り
せ
は
ひ

と
り
や
こ
え
む
さ
や
の
中
山
（『
経
盛
』）

70（
供
花
会
、
聞
暁
鐘
欲
帰
恋
こ
と
を
）
よ
を
こ
め
て
か
ね
の
お
と
た
に
き
こ
え
す
は
か
へ

「夜をこめて」考 217（4）



ら
ぬ
さ
き
に
も
の
は
お
も
は
し
（『
頼
輔
』）

こ
れ
ら
の
歌
は
、
暁
の
歌
で
あ
る
。
『
頼
政
』
と
『
経
盛
』
の
歌
は
霧
や
霞
が
「
よ
を
こ
め
て

た
」
っ
て
い
る
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
は
、
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
を
意
味
す
る
用
法
と
午
前
三
時

以
降
を
意
味
す
る
用
法
と
二
つ
存
在
し
た
。
動
詞
タ
ツ
が
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用

さ
れ
て
い
る
と
、
理
解
が
難
し
い
こ
と
を
申
し
て
お
く
。
つ
ま
り
、
「
一
晩
中
立
っ
て
い
る
霧
」

か
、
一
晩
中
掛
か
っ
て
（
準
備
し
て
、
朝
に
な
っ
て
）
立
つ
霧
」
な
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
霧
や

霞
が
、
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
前
の
時
間
帯
か
ら
立
っ
て
い
た
か
の
問

題
と
も
言
い
換
え
よ
う
か
。

『
頼
輔
』
の
方
は
簡
単
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
鐘
が
鳴
る
と
い
う
瞬
間
的
な
事
象
だ

か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ヲ
コ
メ
た
後
、
鐘
は
鳴
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
、

午
前
三
時
ま
で
時
を
過
し
た
後
の
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
歌
も
日
付
変
更
時
点
を
意
識
し
て
い
る
。

91よ
を
こ
め
て
を
き
け
る
露
の
玉
く
し
げ
あ
け
て
の
の
ち
そ
秋
を
し
り
ぬ
る
（『
公
任
』）

こ
の
歌
の
場
合
は
、
「
よ
を
こ
め
て
を
き
け
る
露
」
と
あ
る
か
ら
、
動
詞
の
ヲ
ク
は
継
続
動
詞

で
あ
る
か
ら
、
夜
を
通
し
て
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
夜
を
通
し
て
置
い
た
露
の
意
味
で

あ
る
。
こ
の
歌
で
面
白
い
の
は
、
下
句
の
「
あ
け
て
の
の
ち
そ
秋
を
し
り
ぬ
る
」
の
部
分
で
あ
ろ

う
。
こ
の
動
詞
ア
ク
も
「
日
付
が
変
わ
る
」
意
味
で
あ
り
、
日
付
が
変
わ
っ
て
か
ら
、
置
か
れ
て

い
る
露
を
見
る
と
季
節
が
秋
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た

め
に
は
、
一
つ
前
の
歌
の
詞
書
か
ら
を
引
用
す
る
。

90（
宮
に
、
大
夫
の
、
く
す
り
つ
れ
て
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
く
し
の
は
こ
を
、
ほ
と
へ
て
、

秋
立
日
か
へ
す
と
て
、
い
ろ

�
�の

花
と
も
を
い
れ
て
か
へ
さ
せ
給
ふ
と
て
）
初
か
せ
に
の

と
け
き
花
の
露
な
ら
は
を
き
て
み
つ
へ
き
玉
く
し
け
哉

の
歌
に
続
い
て
、

91番
歌
は
、
「
と
か
か
せ
た
ま
ふ
る
を
、
か
く
も
い
ひ
て
ん
か
し
と
み
た
ま
ふ

け
る
」
の
詞
書
を
持
つ
歌
で
あ
り
、
「
秋
立
日
」
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
動
詞
ア
ク
で
日
付
変
更
時
点
を
表
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
日
付
変
更
時
点
を
意
識
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

六

先
に
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
用
例
二
十
一
首
を
、
「
私
家
集
大
成
」
中
に
あ
る
と
述
べ
た
が
、
七
首

の
検
討
を
終
え
た
。
こ
の
七
首
の
検
討
を
通
し
て
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
と
い
う
句
は
日
付
変
更
時
点
と
、

関
係
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
言
え
た
か
と
思
う
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
終
了
時
間
は
日
付
変
更
時
点
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
開
始
時
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

28（
い
せ
の
く
に
ゝ
て
し
ほ
の
ひ
た
る
程
に
、
み
わ
た
り
と
い
ふ
は
ま
を
す
き
ん
と
て
、
夜
な

か
に
お
き
て
く
る
に
道
も
見
え
ね
は
、
ま
つ
は
ら
の
な
か
に
と
ま
り
ぬ
、
さ
て
よ
の
あ
け
に

け
れ
は
）
よ
を
こ
め
て
い
そ
き
つ
れ
と
も
ま
つ
の
ね
に
ま
く
ら
を
し
て
も
あ
か
し
つ
る
か
な

（『
増
基
』）

こ
の
歌
で
は
、「
夜
な
か
」
に
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
ま
つ
の
ね
に
ま
く
ら

を
し
て
も
あ
か
し
つ
る
か
な
」
と
ア
カ
シ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
ア
カ
ス
は
午
前
三
時
ま
で
を

過
ご
す
意
味
だ
っ
た
。
「
よ
を
こ
め
て
」
の
時
間
帯
は
ヨ
ナ
カ
か
ら
「
よ
の
あ
け
に
け
れ
は
」
の

時
間
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
果
た
し
て
、
ヨ
ナ
カ
、
動
詞
ア
カ
ス
、
ヨ
ノ
ア
ク
と
い
う
句
な
ど

が
、
現
代
の
注
釈
書
な
ど
で
、
正
し
く
理
解
さ
れ
て
き
た
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

語
を
確
認
し
て
お
く
。
①
ヨ
ナ
カ
は
ヨ
ハ
と
同
一
の
時
間
帯
を
指
し
、
午
後
十
一
時
か
ら
（
翌
日

の
）
午
前
三
時
ま
で
を
指
す
。
②
動
詞
ア
カ
ス
は
午
前
三
時
ま
で
（
ヨ
ヒ
・
ヨ
ナ
カ
の
）
時
間
帯

を
過
ご
す
。
③
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
も
平
安
時
代
で
は
、
日
付
変
更
時
点
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
以
上
の
こ
と
な
ど
を
理
解
し
て
、
増
基
の
歌
を
見
て
み
る
。
想
像
す
る
に
、
「
み
わ
た
り
の

は
ま
」
は
潮
の
干
満
で
通
行
に
困
難
を
生
じ
る
よ
う
な
浜
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、

「
し
ほ
の
ひ
た
る
程
に
、
み
わ
た
り
と
い
ふ
は
ま
を
す
き
ん
と
て
」
で
あ
る
。
通
常
な
ら
、
日
付

変
更
時
点
（
午
前
三
時
）
過
ぎ
に
旅
に
立
つ
の
だ
が
、
干
潮
の
間
に
「
み
わ
た
り
の
は
ま
」
を
通

り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
さ
す
が
に
、
ヨ
ナ
カ
に
出
発
し
た
の
で
つ
か
れ
た
の
か
、
「
み

わ
た
り
の
は
ま
」
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、
一
服
で
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
「
ま
つ
は
ら

（
松
原
）
の
な
か
に
と
ま
り
ぬ
」
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、「
さ
て
よ
の
あ
け
に
け
れ
は
」
と
日
付
が

か
わ
る
ま
で
、
「
ま
つ
は
ら
」
で
と
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
是
が
詞
書
か
ら
推
定
さ

れ
る
時
間
経
過
で
あ
る
。

さ
て
、
歌
を
見
て
み
よ
う
。「
よ
を
こ
め
て
い
そ
き
つ
れ
と
も
」
は
、「
夜
な
か
に
お
き
て
く
る

に
」
で
あ
ろ
う
。
「
夜
な
か
に
お
き
て
く
る
に
」
が
「
よ
を
こ
め
て
い
そ
き
つ
れ
と
も
」
な
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
よ
を
こ
め
て
」
の
終
了
時
点
が
、「
ま
つ
の
ね
に
ま
く
ら
を
し
て
も
あ
か
し
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つ
る
か
な
」
で
あ
り
、
詞
書
の
「
よ
の
あ
け
に
け
れ
は
」
な
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
（
少

な
く
も
、
ヨ
ナ
カ
と
呼
ば
れ
る
時
点
か
ら
）
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
経
過
す
る
意
味
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
な
ど
よ
り
、
時
間
帯
が
短
い
と
想
像
す
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

七

ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
は
二
つ
の
用
法
が
あ
る
と
考
え
る
。
ど
う
も
そ
の
判
定
は
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
後

接
す
る
句
の
動
詞
が
瞬
間
動
詞
で
あ
る
か
、
継
続
動
詞
で
あ
る
か
を
判
断
に
使
え
る
の
で
は
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
先
に
継
続
動
詞
を
と
る
歌
を
掲
出
し
、
後
で
瞬
間
動
詞
の
歌
を
検

討
し
て
み
る
。
本
稿
で
は
、
「
私
歌
集
大
成
」
中
の
二
十
一
首
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。
こ
こ
ま

で
、
検
討
し
た
八
首
以
外
を
以
下
で
は
、
検
討
の
対
象
と
し
た
い
。
た
だ
、
そ
の
は
じ
ま
り
と
し

て
、
前
節
で
上
げ
た
増
基
の
歌
を
内
容
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

継
続
動
詞

28よ
を
こ
め
て
い
そ
き
つ
れ
と
も
ま
つ
の
ね
に
ま
く
ら
を
し
て
も
あ
か
し
つ
る
か
な
（『
増
基
』）

こ
の
歌
で
は
、「
夜
な
か
」
に
出
発
し
て
、「
い
そ
き
つ
れ
と
も
」
と
あ
る
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
は

「
い
そ
き
つ
れ
と
も
」
と
継
続
動
詞
が
後
接
し
て
い
る
。
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
時
間
帯
に
、
急
い
で
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
間
帯
に
別
な
行
為
が
、
「
ま
く
ら
を
し
て
も
あ
か
し
」
て
い
る
の
が
わ
か

る
。
当
該
の
歌
の
検
討
で
も
問
題
に
し
た
が
、
動
詞
ア
カ
ス
の
用
法
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
動
詞
ア

カ
ス
は
、
日
付
変
更
時
点
ま
で
の
時
間
を
経
過
す
る
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
ヨ
モ
ス
ガ

ラ
、
ヨ
ヒ
ト
ヨ
、
コ
ヨ
ヒ
な
ど
を
副
詞
に
と
る
。
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
、
ヨ
ヒ
ト
ヨ
、
コ
ヨ
ヒ
な
ど
の
単

語
は
そ
れ
自
体
で
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
を
示
す
単
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
、

動
詞
ア
カ
ス
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に

後
接
す
る
動
詞
が
継
続
動
詞
で
あ
る
と
き
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
、
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
、
ヨ
ヒ
ト
ヨ
、
コ
ヨ

ヒ
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
午
前
三
時
ま
で
の
時
の
間
を
示
す
副
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
た
だ
、
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
な
ど
は
時
間
帯
だ
け
を
意
味
す
る
が
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
時
間
経

過
と
共
に
、
何
ら
か
の
動
作
を
集
中
的
に
、
熱
心
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
付
加
的
意
味
が
加
わ
る
。

以
上
の
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
以
下
の
用
例
を
見
て
い
こ
う
。

130（
五
月
、
時
鳥
）
よ
を
こ
め
て
た
つ
ね
て
く
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
い
ま
そ
み
や
ま
を
い
つ
る

こ
ゑ
す
る

こ
の
歌
で
は
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
「
た
つ
ね
て
く
れ
は
」
と
継
続
動
詞
が
後
接
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
下
句

の
「
い
ま
ぞ
」
は
午
前
三
時
過
ぎ
そ
れ
も
午
前
三
時
そ
の
も
の
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
時
間
を
意

味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
午
前
三
時
以
前
で
は
、
「
よ
を
こ
め
る
」
こ
と
が
出

来
な
い
か
ら
で
あ
り
、
午
前
三
時
を
離
れ
る
と
、
そ
の
時
も
「
よ
を
こ
め
る
」
と
言
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。

412よ
を
こ
め
て
い
そ
き
な
く
な
り
う
く
ひ
す
は
ね
く
ら
の
竹
に
は
ね
う
つ
り
し
て
（『
公
重
』）

ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
後
接
す
る
動
詞
は
、
「
い
そ
き
な
く
」
で
あ
り
、
継
続
動
詞
が
使
用
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
帯
鶯
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

517（
夜
泊
鹿
歌
林
苑
）
よ
を
こ
め
て
あ
か
し
の
せ
と
を
こ
き
出
れ
は

は
る
か
に
送
る
棹
鹿
の

こ
ゑ

こ
の
歌
で
は
、
「
あ
か
し
」
が
動
詞
「
明
か
す
」
の
連
用
形
「
明
か
し
」
と
地
名
明
石
の
掛
詞

に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
よ
を
こ
め
て
・
明
か
し
」
て
明
石
を
船
出
し
た
と
き
に
鹿
が
鳴
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
歌
は
「
夜
泊
」
し
て
の
出
発
の
時
間
を
示
し
て
お
り
、
そ
う
読
む
と
詞
書

の
題
意
と
整
合
す
る
。

547（
霰
如
珠
）
よ
を
こ
め
て
霰
た
は
し
る
お
と
す
な
り
玉
し
く
庭
を
明
は
ま
す
み
ん

ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
後
接
す
る
動
詞
句
は
、
「
霰
た
は
し
る
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
に
は
、
下

句
に
、
「
明
は
ま
す
み
ん
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
日
付
も
変
わ
っ
た
ら
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。

32（
と
な
り
の
よ
る
の
む
し
）
夜
を
こ
め
て
に
は
う
つ
り
せ
よ
き
り

�
�す

か
き
ね
は
な
れ

か
さ
は
り
な
ら
し
を
（『
覚
綱
』）

「
に
は
う
つ
り
せ
よ
き
り

�
�す

」
と
あ
る
。
動
詞
ウ
ツ
ル
は
瞬
間
動
詞
の
よ
う
に
も
と
れ
る
。

も
し
そ
う
な
ら
、
今
晩
は
隣
の
家
の
庭
で
な
き
、
午
前
三
時
に
な
っ
た
ら
、
我
が
家
の
庭
へ
お
い

で
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
夜
の
間
（
午
前
三
時
ま
で
）
に
こ
ち
ら
へ
移
っ
て
お
い
で
と
い
う
理

解
の
方
が
よ
り
妥
当
か
。
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782夜
を
こ
め
て
な
を
た
ち
わ
た
る
雲
ま
よ
り
雪
の
光
に
明
る
山
の
端
（『
為
理
』）

こ
の
歌
の
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
「
た
ち
わ
た
る
雲
」
に
掛
か
っ
て
い
る
か
ら
問
題
は
な
か
ろ
う
。
す

る
と
、
下
句
中
の
「
明
る
」
に
は
日
付
が
変
わ
る
意
味
と
明
る
く
な
る
の
掛
詞
と
捉
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

191よ
を
こ
め
て
な
く
鶯
の
声
き
け
は
う
れ
し
く
竹
を
う
へ
て
け
る
か
な
（『
基
俊
Ⅰ
』）

こ
れ
な
ど
、
「
夜
通
し
」
、
「
一
晩
中
」
と
口
語
訳
出
来
そ
う
な
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
時
間
的
に
は
短
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
厳

密
に
言
う
と
、「
夜
通
し
」、「
一
晩
中
」
で
は
な
い
。

こ
の
歌
の
解
釈
な
ど
で
問
題
に
な
る
の
は
、
古
典
中
の
単
語
の
意
味
と
現
代
語
の
単
語
の
意
味

が
正
確
に
対
応
し
て
い
な
い
問
題
が
あ
ろ
う
。
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
は
一
晩
中
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、

ヨ
モ
ス
ガ
ラ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
で
あ
り
、
一
晩
中
は
、
薄
暮
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
す
る

と
、
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
を
一
晩
中
と
口
語
訳
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
終
了
時
点
に
違
い
が
あ
る
こ
と
の

付
注
を
付
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

瞬
間
動
詞

742（
物
へ
ま
か
り
け
る
に
、
あ
ま
り
夜
ふ
か
く
い
て
ゝ
、
露
し
け
か
り
け
れ
は
よ
め
る
）
夜
を

こ
め
て
あ
さ
た
つ
を
の
ゝ
草
し
け
み
し
ほ
る
る
袖
は
露
の
玉
水
（『
俊
頼
Ⅰ
』）

252夜
を
こ
め
て
た
ひ
の
や
と
り
を
立
つ
ひ
と
は
く
ま
な
き
月
を
あ
け
ぬ
と
や
思
（『
公
重
』）

1000（
旅
宿
月
と
い
ふ
こ
と
を
、
或
所
に
て
）
夜
を
こ
め
て
わ
れ
は
た
ち
ぬ
る
旅
庵
に
猶
有
明

の
月
そ
や
と
れ
る
（『
俊
恵
』）

590よ
を
こ
め
て
あ
さ
た
つ
霧
の
ひ
ま

�
�に

た
え

�
�み

ゆ
る
せ
た
の
長
橋
（『
定
家
』）

右
の
歌
を
み
る
と
、
「
あ
さ
た
つ
」
、
「
た
ひ
の
や
と
り
を
立
つ
」
、
「
た
ち
ぬ
る
旅
庵
」
、
「
あ
さ

た
つ
霧
」、「
た
つ
き
り
」
と
あ
る
。
旅
に
出
発
す
る
、
霧
が
立
つ
な
ど
に
瞬
間
動
詞
の
タ
ツ
が
使

用
さ
れ
て
い
る
。
旅
に
出
発
す
る
意
味
の
場
合
は
、
問
題
な
く
瞬
間
動
詞
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

『
公
重
』
の
歌
、「
夜
を
こ
め
て
た
ひ
の
や
と
り
を
」
の
ヤ
ド
リ
に
は
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
ヤ
ド
ル
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
。
動
詞
ヤ
ド
ル
は
継
続
動
詞
と
し
て
の
用
法
に
な
る
。

次
に
『
定
家
』
の
歌
は
、
ア
サ
タ
ツ
（
朝
立
つ
）
と
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
時
間
が
終
了
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
か
ら
、
瞬
間
動
詞
の
タ
ツ
で
あ
り
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
後
に
、
「
そ
の
後
で
」
と
も
付

け
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

八

と
こ
ろ
が
、
霧
が
タ
ツ
場
合
の
タ
ツ
は
瞬
間
動
詞
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
。
第
五
節
で
、

229（
暁
鹿
を
）
夜
を
こ
め
て
た
ち
き
る
山
の
す
そ
に
し
も

鳴
て
や
鹿
の
人
に
し
れ
ぬ
る

（『
頼
政
』）

６
（
暁
路
霞
と
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
る
）
夜
を
こ
め
て
た
つ
か
す
み
た
に
な
か
り
せ
は
ひ

と
り
や
こ
え
む
さ
や
の
中
山
（『
経
盛
』）

の
歌
で
検
討
し
た
の
と
同
じ
問
題
で
あ
る
。
『
西
行
』
の
「
よ
を
こ
め
て
た
け
の
あ
み
と
に
た
つ

き
り
」
の
歌
は
次
の
歌
で
あ
る
。

１
よ
を
こ
め
て
た
け
の
あ
み
と
に
た
つ
き
り
の

は
れ
ば
や
が
て
あ
け
ん
と
す
ら
ん
（
『
西
行

Ⅰ
』）

「
た
つ
き
り
」
は
、「
立
っ
て
い
る
霧
」
と
も
、「
霧
が
立
つ
」
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

継
続
動
詞
と
も
、
瞬
間
動
詞
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
。
「
は
れ
ば
や
が

て
あ
け
ん
と
す
ら
ん
」
が
そ
の
答
え
を
教
え
て
く
れ
よ
う
。
霧
が
晴
れ
た
ら
（
は
れ
ば
）
直
ぐ
に

日
付
が
変
わ
る
（
あ
け
ん
と
す
ら
ん
）
と
い
う
の
で
あ
る
。「
た
つ
き
り
」
を
継
続
動
詞
と
捉
え
、

「
夜
じ
ゅ
う
か
か
っ
て
い
た
霧
が
」
と
い
う
口
語
訳
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
な
ら
な

い
と
考
え
る
が
、
動
詞
タ
ツ
が
後
接
し
て
い
て
、
そ
れ
が
、
瞬
間
動
詞
で
あ
る
と
、
午
前
三
時
過

ぎ
の
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
る
と
こ
の
動
詞
タ
ツ
は
継
続
動
詞
と
考
え
ら
れ
、

「
夜
じ
ゅ
う
竹
の
網
戸
に
立
っ
て
い
た
霧
が
」
の
口
語
訳
と
な
る
。

195夜
を
こ
め
て
た
ち
そ
や
ら
れ
ぬ
埋
火
の
し
た
に
こ
か
る
ゝ
草
の
枕
は
（『
閑
谷
』）

こ
の
歌
が
お
も
し
ろ
い
の
は
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
「
タ
ツ
」
（
瞬
間
動
詞
）
と
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
「
コ
ガ

ル
ル
」
（
継
続
動
詞
）
と
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
が
二
つ
の
動
詞
に
掛
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
「
夜
中
こ
が
れ
て
い
た
草
枕
」
は
、
朝
と
な
っ
て
も
、
埋
火
の
よ
う
に
立
つ
こ
と
は
な
い

と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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九

そ
れ
で
は
、『
後
拾
遺
集
』
以
下
の
歌
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
か
。

939夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

「
夜
を
こ
め
て
」
の
後
に
は
、
「
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
と
も
」
と
あ
る
か
ら
、
継
続
動
詞
の

用
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
一
晩
中
」
、
「
夜
通
し
」
と
口
語
訳
す
べ
き
こ
と
が
わ

か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
終
了
時
点
は
、
ヨ
ノ
ア
ク
時
間
午
前
三
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
開
始
時
点

は
丑
の
刻
（
午
前
一
時
）
頃
で
あ
っ
た
。
午
前
三
時
ま
で
「
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
る
」
の
で
あ
る

か
ら
、
「
夜
は
深
い
」
は
ず
で
あ
る
。
決
し
て
、
夜
明
け
と
関
係
す
る
時
間
で
は
な
い
。
こ
の
歌

に
お
け
る
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
時
間
を
具
体
的
に
言
え
ば
、
午
前
一
時
か
ら
午
前
三
時
と
な
る
こ
と
は

本
文
か
ら
分
か
る
。
「
一
晩
中
」
、
「
夜
通
し
」
よ
り
は
短
い
時
間
で
あ
る
が
、
現
代
語
に
は
相
当

す
る
単
語
が
な
い
か
ら
、
終
了
時
点
だ
け
意
識
し
て
、
「
一
晩
中
」
、
「
夜
通
し
」
と
口
語
訳
し
て

お
く
の
が
、
ベ
タ
ー
な
訳
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

但
し
書
き
を
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
を
「
夜
が
明
け
る
」
と
口
語
訳
す
る
こ
と
は

間
違
っ
て
い
る
し
、
「
夜
が
深
い
」
と
口
語
訳
す
る
こ
と
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い

と
言
え
る
。

注

（
１
）
本
文
引
用
は
、
犬
養
廉
ほ
か
『
後
拾
遺
和
歌
集

下
巻
』
（
笠
間
注
釈
叢
刊

19）
に
よ
っ

た
。

（
２
）
萩
谷
朴
「「
鳥
の
そ
ら
音
に
は
か
る
」
考

百
人
一
首
定
家
添
削
の
罪
」（
一
九
八
六
年

『
日
本
文
学
研
究
』

25

大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
研
究
会
）

（
３
）
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
一
～
五
』（
一
九
八
三
年
同
朋
舎
出
版
）

（
４
）
拙
稿
「
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
考
」（『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』
二
○
○
二
年
和
泉
書
院
）
所
収
。

（
５
）
和
歌
史
研
究
会
編
『
私
歌
集
大
成
Ⅰ
中
古
Ⅰ
』（
一
九
七
八
年
明
治
書
院
）
ほ
か
。

（
６
）
本
文
の
引
用
は
全
て
『
私
歌
集
大
成
』
に
よ
っ
た
が
、
歌
番
、
詞
書
（
括
弧
内
）
、
歌
、

私
歌
集
名
略
称
の
順
に
よ
っ
た
。
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