
〔
要
旨
〕『
百
人
一
首
』
に
「
暁
」
は
一
例
（
三
〇
番
）
し
か
詠
ま
れ
て

い
な
い
が
、
勅
撰
集
の
詞
書
に
戻
す
と
も
う
二
例
（
三
六
・
七
一
番
）
が

浮
上
す
る
。
さ
ら
に
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」（
三
一
・
五
二
・
六
四
番
）・「
よ

も
す
が
ら
」（
八
五
番
）
も
対
象
と
な
る
。
そ
の
他
、「
嘆
き
つ
つ
」（
五

三
番
）・「
や
す
ら
は
で
」（
五
九
番
）
を
含
め
て
、「
暁
の
時
間
帯
」
が
内

包
し
て
い
る
様
々
な
問
題
点
を
分
析
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
暁
の
始
ま

り
は
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
女
の
「
後
朝
の
別
れ
」
の
時

間
帯
と
重
な
る
こ
と
、
暁
の
前
半
は
真
っ
暗
だ
が
、
後
半
（
あ
さ
ぼ
ら

け
）
は
次
第
に
明
る
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
明
く
」

を
安
易
に
夜
が
明
け
る
と
解
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
み
た
。

ま
た
暁
の
到
来
は
視
覚
で
は
な
く
聴
覚
で
察
知
し
た
こ
と
、
視
覚
と
し
て

は
「
有
明
の
月
」
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
百
人

一
首
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
暁
の
時
間
帯
」
の
重
要
性
は
も
っ
と
き
ち

ん
と
認
識
・
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

『
百
人
一
首
』
の
「
暁
」
考

一
、『
百
人
一
首
』
の
「
暁
」
歌

　

百
人
一
首
中
に
「
暁
」
は
わ
ず
か
一
例
し
か
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の

一
首
と
は
壬
生
忠
岑
の
、

	

①	

有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
れ
よ
り
暁
ば
か
り
憂
き
も
の
は
な
し

	

（
三
〇
）

で
あ
る
。
そ
こ
で
試
み
に
百
人
一
首
の
歌
を
出
典
で
あ
る
勅
撰
集
に
戻
し

て
み
た
と
こ
ろ
、
次
の
二
首
が
「
暁
」
題
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

月
の
面
白
か
り
け
る
夜
、
暁
方
に
よ
め
る　
　

深
養
父

	
②	

夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
宿
る
ら
む

	

（『
古
今
集
』
一
六
六
番
・
三
六
）

暁
聞
郭
公
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る　
　

み
ぎ
の
お
ほ
い

ま
う
ち
ぎ
み

一

	

吉
海　

直
人



	
③	

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
つ
る
か
た
を
な
が
む
れ
ば
た
だ
有
明
の
月
ぞ
残
れ

る	

（『
千
載
集
』
一
六
一
番
・
八
一
）

　

こ
の
三
首
を
対
象
と
し
て
、
百
人
一
首
に
お
け
る
「
暁
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
暁
」
の
時
間
帯
で

あ
る
。
古
典
に
お
い
て
「
暁
」
と
は
、
現
在
の
午
前
三
時
か
ら
夜
明
け
ま

で
の
比
較
的
長
い
時
間
帯
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
必
然
的
に
前

半
の
暗
い
時
と
、
後
半
の
明
る
く
な
り
か
け
の
時
を
内
包
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
そ
う
な
る
と
「
暁
」
を
漠
然
と
「
夜
明
け
前
」
と
定
義
し
た
場

合
、
そ
れ
は
ま
だ
暗
い
頃
、
あ
る
い
は
薄
明
る
い
頃
と
い
う
二
つ
の
解
釈

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
は
そ
の
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
拘
泥
せ
ず
、
安

易
に
「
夜
明
け
前
」
と
し
て
済
ま
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
問
題

は
生
じ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
②
「
夏
の
夜
は
」
歌
な
ど
「
明
け
ぬ
る
を
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
安
易
に
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
、
即
ち
明
る
く
な
っ
た
と
解
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
し
か
し
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
は
や
「
暁
」
を
過

ぎ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
小
林
賢
章
氏
は
、
丑
の

刻
と
寅
の
刻
（「
五
更
」
と
も
言
う
）
の
間
が
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
さ
れ
た
上
で
、「
暁
方
」
と
い
う
表
現
に
注
目
さ
れ
、
そ
れ

が
暁
に
な
り
た
て
の
頃
を
指
す
限
定
表
現
と
す
べ
き
こ
と
を
提
起
し
て
お

ら
れ
る（
1
）。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
は
午
前
三
時
頃
で
あ
る
か
ら
、
夏

の
夜
と
い
え
ど
も
夜
明
け
に
は
ま
だ
随
分
間
が
あ
り
、
当
然
あ
た
り
は

真
っ
暗
な
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
「
宵
」
は
、
夜
を
三
分
割
し
た
最

初
の
時
間
帯
で
あ
る
か
ら
、「
宵
」
か
ら
す
ぐ
に
「
暁
」
に
移
行
す
る
こ

と
は
な
い
。
そ
の
間
に
長
い
「
夜
半
」
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、「
暁
」
に
つ
な
が
る
夜
の
時

間
帯
と
し
て
、『
百
人
一
首
』
に
は
、

	

④	

夜
を
こ
め
て
鳥
の
空
音
は
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

	

（
六
二
）

	

⑤	

よ
も
す
が
ら
物
思
ふ
こ
ろ
は
明
け
や
ら
で
閨
の
ひ
ま
さ
へ
つ
れ
な
か

り
け
り	

（
八
五
）

の
二
首
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
清
少
納
言
の
「
夜
を
こ
め
て
」
歌
に
関
し
て

は
、
一
般
的
な
夜
通
し
（
一
晩
中
）
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
翌
日
（
明

く
）
に
な
ら
な
い
う
ち
に
と
解
釈
し
た
い（
2
）。
要
す
る
に
「
暁
」
よ
り

も
以
前
の
短
い
時
間
帯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
よ
も
す
が
ら
」
の

時
間
帯
が
過
ぎ
る
と
「
暁
」
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
明
く
」
に
し
て
も
、

視
覚
的
な
「
夜
明
け
」
で
は
な
く
、
日
付
が
翌
日
に
な
る
意
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
（
日
付
変
更
に
関
し
て
は
す
べ
て
小
林
論
に
依
拠
し
て
い
る
）。

二



　

前
に
戻
っ
て
③
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
歌
に
関
し
て
は
、
題
に
「
聞
」
と

あ
っ
て
「
見
る
」
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
ほ
と
と
ぎ
す

の
鳴
き
声
（
聴
覚
）
を
た
よ
り
に
そ
の
方
向
を
向
い
た
と
こ
ろ
、
時
鳥
の

姿
は
見
え
ず
、「
有
明
の
月
」
が
皎
々
と
照
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
む
し
ろ
あ
た
り
は
暗
い
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
「
暁
」
と
の
関
連
が
深
い
「
有
明
の
月
」
と
は
、
一
般

に
満
月
以
後
の
遅
く
出
る
月
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
古
典
文
学
で
は
二

十
日
過
ぎ
に
出
て
い
る
月
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
原
則

と
し
て
「
暁
」（
午
前
三
時
過
ぎ
）
に
出
て
い
る
月
で
あ
れ
ば
、
月
が
ど

の
位
置
に
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
「
有
明
の
月
」
と
称
す
る
こ
と
は
可
能
の

よ
う
で
あ
る
。
な
お
①
「
有
明
の
」
歌
に
「
月
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、

「
見
え
」
て
い
る
の
は
「
有
明
の
月
」
で
間
違
い
あ
る
ま
い
（
相
手
の
女

性
と
す
る
説
も
あ
る
）。

　

で
は
②
の
「
月
の
面
白
か
り
け
る
夜
」
と
は
、
一
体
い
つ
頃
の
月
で
あ

ろ
う
か
。
仮
に
月
の
上
旬
で
あ
れ
ば
、「
暁
方
」
に
月
は
沈
ん
で
見
え
な

い
は
ず
で
あ
る
。
下
旬
で
あ
れ
ば
、
眼
前
の
月
を
見
な
が
ら
「
雲
の
い
づ

こ
に
月
宿
る
ら
む
」
と
詠
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
中
旬
で
あ
れ
ば

満
月
に
近
い
し
、
ち
ょ
う
ど
「
暁
方
」
に
月
が
沈
む
の
で
、
こ
れ
が
一
番

ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

「
暁
」
と
い
う
時
間
帯
に
注
目
す
る
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
雑
多
な
問

題
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る（
3
）。

二
、「
暁
の
別
れ
」
と
「
有
明
け
の
別
れ
」

　

と
こ
ろ
で
忠
岑
の
①
歌
は
「
有
明
け
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
必
然
的
に

こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
「
暁
」
で
、
し
か
も
「
有
明
の
月
」
が
見
え
て

い
る
時
と
い
う
こ
と
に
な
る（
4
）。「
有
明
け
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
月

を
伴
わ
な
く
て
も
、
月
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
上
で
問
題
に
す
べ
き
は
、「
有
明
け
の
別
れ
」
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
月
の
上
旬
に
「
有
明
の
月
」
は
出
て
い
な
い
（
暁
闇
）
と
す

る
と
、
上
旬
に
は
決
し
て
「
有
明
の
別
れ
」
と
詠
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
些
細
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、「
有
明
け
」
と
い
う
歌
語
は
、「
有

明
の
月
」
が
出
て
い
る
時
に
限
定
使
用
さ
れ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
は
そ
れ
を
「
暁
の
別
れ
」
と
も
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ら

月
が
出
て
い
な
い
上
旬
で
も
使
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
有
明
の
別

れ
」
あ
る
い
は
「
暁
の
別
れ
」
の
実
態
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
。
参
考
ま
で
に
『
後
撰
集
』
を
見
て
み
よ
う
。
私
的
詠
歌
の
多

い
『
後
撰
集
』
に
は
、

三



	
・	

夢
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
は
夏
の
夜
の
暁
方
の
別
れ
な
り
け
り

	

（
一
七
〇
番
）

	

・	

い
か
で
わ
れ
人
に
も
問
は
む
暁
の
あ
か
ぬ
別
れ
や
何
に
似
た
り
と

	

（
七
一
九
番
）

	

・	

暁
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
白
露
の
お
き
て
わ
び
し
き
別
れ
せ
ま
し
や

	

（
八
六
二
番
）

と
い
っ
た
歌
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻

で
も
、
光
源
氏
は
六
条
御
息
所
と
の
別
れ
に
際
し
て
い
か
に
も
後
朝
風
に
、

	

・	

暁
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な

	

（
新
編
全
集
89
頁
）

と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、「
暁
の
時
間
帯
の

別
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
っ
た
把
握
だ
け
で
は
不
十
分
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
暁
の
別
れ
」
は
、
一
夜
を
共
に
し
た
男
女
の
別
れ

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
訪
れ
て
い
た
男
が
女
の
元
か
ら
帰
る
際
の
「
後

朝
の
歌
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
に
類
型
的
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

な
お
『
後
撰
集
』
八
六
二
番
の
「
白
露
の
お
き
て
」
に
は
、「
置
き

て
」
に
「
起
き
て
」（
起
床
）
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
男
が
帰
る
た
め
に

は
、
ま
ず
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
然
「
暁
起
き
」
と

い
う
類
似
表
現
も
あ
り
、
や
は
り
『
後
撰
集
』
に
、

	

・	

お
く
露
の
暁
起
き
を
思
は
ず
は
君
が
夜
殿
に
夜
離
れ
せ
ま
し
や

	

（
九
一
五
番
）

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
も
、

女
は
寝
で
、
や
が
て
明
か
し
つ
。
い
み
じ
う
霧
り
た
る
空
を
な
が
め

つ
つ
、
明
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
の
あ
か
つ
き
起
き
の
ほ
ど
の
こ
と
ど

も
を
、
も
の
に
書
き
つ
く
ほ
ど
に
ぞ
例
の
御
文
あ
る
。

	

（
新
編
全
集
48
頁
）

と
あ
る（
5
）。「
寝
で
や
が
て
明
か
し
つ
」
と
あ
る
の
で
、
ど
う
や
ら
和
泉

式
部
は
寝
な
い
で
暁
（
翌
日
）
を
迎
え
、
さ
ら
に
「
明
く
な
り
ぬ
れ
ば
」

と
視
覚
的
に
明
る
く
な
っ
て
か
ら
、
自
ら
の
「
暁
起
き
」
の
心
情
を
書
き

綴
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
「
暁
の
別
れ
」
は
、
ま
さ
し
く
「
後
朝
の
別
れ
」
で
あ
っ
た
。

「
後
朝
の
別
れ
」
で
あ
れ
ば
、
特
に
時
間
の
指
定
は
な
く
て
も
よ
さ
そ
う

に
思
え
る
が
、
実
際
に
は
や
は
り
「
暁
」
の
時
間
帯
に
別
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
男
に
は
真
っ
暗
な
う
ち
に
早
く

帰
る
か
、
そ
れ
と
も
明
る
く
な
る
頃
ま
で
留
ま
っ
て
遅
く
帰
る
か
と
い
う

選
択
の
余
地
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
帰
り
の
遅
い
方
が
女
に
対
す
る
愛
情

が
深
い
と
解
釈
さ
れ
る
。

四



　

な
お
「
暁
」
に
な
り
た
て
の
時
刻
（
暁
方
）
は
真
っ
暗
な
の
で
、
視
覚

的
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
聴
覚
的
に
時
刻

の
到
来
を
察
知
し
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
聴
覚
的
な
シ
グ
ナ
ル
（
時
計
替

わ
り
）
と
し
て
、
一
体
ど
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

原
始
的
な
も
の
と
し
て
は
「
鶏
鳴
」、
つ
ま
り
一
番
鶏
の
鳴
き
声
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
ど
れ
だ
け
正
確
に
時
を
告
げ
る
か
は
疑
問
）。
た

と
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
一
四
段
の
、

夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な

を
や
り
つ
る	

（
新
編
全
集
126
頁
）

な
ど
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
鶏
が
早
く
鳴
い
た
の
で
あ
の
人
が
帰
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
鶏
の
鳴
き
声
が
男
の
帰
る

合
図
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
「
夜
も
明
け
ば
」
と
あ
る

の
で
、
男
が
帰
っ
た
の
は
ま
だ
夜
が
明
け
て
い
な
い
時
刻
と
い
う
こ
と
に

な
る
（「
ま
だ
き
」
は
男
と
別
れ
た
く
な
い
（
男
を
帰
し
た
く
な
い
）
女

の
心
情
表
現
で
も
あ
ろ
う
）。

　

要
す
る
に
こ
こ
で
は
夜
明
け
前
に
男
は
帰
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
『
古
今
六
帖
』
所
収
の
、

恋
ひ
恋
ひ
て
ま
れ
に
逢
ふ
夜
は
暁
の
鳥
の
音
つ
ら
き
も
の
に
ぞ
あ
り

け
る	

（
二
七
三
〇
番
）

や
『
後
撰
集
』
の
、

ひ
と
り
寝
る
時
は
待
た
る
る
鳥
の
音
も
ま
れ
に
逢
ふ
夜
は
わ
び
し
か

り
け
り	

（
八
九
五
番
）

な
ど
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

「
鶏
鳴
」
以
外
に
は
、「
鐘
の
音
」（
暁
の
鐘
）
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
お
寺
に
お
け
る
六
時
の
修
行
の
う
ち
の
「
後
夜
の
鐘
」
で
あ
る
。
ち
ょ

う
ど
午
前
三
時
に
鐘
が
打
た
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
仏
教
と
は
無

縁
に
、
便
宜
的
に
男
女
の
別
れ
の
合
図
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
『
後
拾
遺
集
』
の
、

暁
の
鐘
の
声
こ
そ
聞
こ
ゆ
な
れ
こ
れ
を
入
相
と
思
は
ま
し
か
ば

	

（
九
一
八
番
）

と
い
っ
た
願
望
（
反
実
仮
想
）
の
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
宮
中
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
漏
刻
（
水
時
計
）
を
用
い
て
の

「
時
奏
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と

朧
月
夜
の
宮
中
に
お
け
る
密
会
場
面
は
、

「
寅
一
つ
」
と
申
す
な
り
。
女
君
、

　
　

	

こ
こ
ろ
か
ら
か
た
が
た
袖
を
ぬ
ら
す
か
な
あ
く
と
お
し
ふ
る
声

に
つ
け
て
も

と
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
は
か
な
だ
ち
て
い
と
を
か
し
。

五



	

（
新
編
全
集
105
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
宿
直
奏
の

「
寅
一
つ
」
を
耳
に
し
た
朧
月
夜
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
「
明
く
と
教
ふ
る

声
」
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
「
明
く
」
に
は
「
飽
く
」（
飽
き
ら
れ
る
）

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
あ
く
ま
で
聴
覚
情
報
だ
か
ら
、
視

覚
的
に
夜
が
明
け
た
の
を
察
知
し
た
の
で
は
な
く
、
寅
の
刻
に
な
る
つ
ま

り
翌
日
に
な
っ
た
（
別
れ
る
時
に
な
っ
た
）
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
と
解
釈

せ
ざ
る
を
え
ま
い
。

三
、
薄
明
の
「
暁
」

　

と
こ
ろ
で
「
暁
の
別
れ
」
は
、
い
つ
で
も
真
っ
暗
な
時
刻
に
行
わ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
「
暁
」
が
午
前
三
時
か
ら
夜
明
け

ま
で
を
含
む
比
較
的
長
い
時
間
帯
な
の
だ
か
ら
、
夜
明
け
近
く
の
別
れ
も

可
能
で
あ
る
。
と
い
う
以
上
に
、
別
れ
を
惜
し
む
が
故
に
帰
り
が
遅
く
な

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
藤
原
道
信
の
、

	

⑥	

明
け
ぬ
れ
ば
暮
る
る
も
の
と
は
知
り
な
が
ら
な
ほ
う
ら
め
し
き
あ
さ

ぼ
ら
け
か
な	

（
五
二
）

に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
「
後
朝
の
別
れ
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ

る
が
、「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
あ
る
の
で
既
に
暁
の
後
半
、
つ
ま
り
視
覚
的

に
明
る
く
な
り
つ
つ
あ
る
時
刻
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
方
が
「
後

朝
の
歌
」（
6
）	

と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。

　

ま
た
「
後
朝
の
歌
」
で
は
な
い
が
、
百
人
一
首
に
あ
る
、

	

⑦	

あ
さ
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪

	

（
三
一
）

	

⑧	

あ
さ
ぼ
ら
け
宇
治
の
川
霧
絶
え
だ
え
に
あ
ら
は
れ
わ
た
る
瀬
々
の
網

代
木	

（
六
四
）

も
あ
げ
ら
れ
る
（
全
三
例
）。
と
も
に
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
あ
る
か
ら
、

薄
明
る
く
な
る
時
間
帯
を
詠
じ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
⑦
は
実
際
の

「
有
明
け
の
月
」
で
は
な
く
、
月
と
見
ま
が
う
よ
う
な
白
雪
を
詠
じ
た
比

喩
表
現
な
の
で
、
や
や
特
殊
な
例
と
見
て
お
き
た
い（
7
）。

　

こ
の
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
ほ
ぼ
同
じ
時
刻
が
「
し
の
の
め
」「
あ
け
ぼ

の
」
で
あ
る
（
た
だ
し
百
人
一
首
に
用
例
な
し
）。「
曙
」
は
『
枕
草
子
』

初
段
冒
頭
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
際
」（
新

編
全
集
25
頁
）
が
有
名
で
あ
る
。
た
だ
し
「
あ
け
ぼ
の
」
は
歌
語
と
し
て

確
立
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（『
枕
草
子
』
に
も
用
例
は
初
段
の
一
例
の
み
で
あ
る
）。
で
は
散
文

の
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
で
光
源
氏
が
紀
伊
守
邸
か
ら
帰
る

六



折
の
描
写
に
、

月
は
有
明
に
て
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
か
げ
さ
や
か
に
見
え
て
、

な
か
な
か
を
か
し
き
あ
け
ぼ
の
な
り
。	

（
新
編
全
集
104
頁
）

と
あ
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
光
を
さ
ま
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
次
第

に
明
る
く
な
り
つ
つ
あ
る
「
あ
け
ぼ
の
」
の
時
刻
と
い
う
こ
と
で
、
日
の

光
に
よ
っ
て
「
有
明
の
月
」
が
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
「
し
の
の
め
の
別
れ
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
源
氏
物

語
』
夕
顔
巻
に
、

い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
ど
ひ
け
む
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ
し
の
の

め
の
道	

（
159
頁
）

と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。「
し
の
の
め
」
に
、
男
が
女
と
別
れ
て
帰
る
道
が

「
し
の
の
め
の
道
」
で
あ
る
。
こ
こ
も
既
に
「
明
け
ゆ
く
空
い
と
を
か

し
」
き
時
刻
に
な
っ
て
い
た
。
早
く
『
古
今
集
』
に
、

	

・	

し
の
の
め
の
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
明
け
ゆ
け
ば
お
の
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
な
る

ぞ
悲
し
き	

（
六
三
七
番
）

	

・	

し
の
の
め
の
別
れ
を
を
し
み
わ
れ
ぞ
ま
づ
鳥
よ
り
さ
き
に
な
き
は
じ

め
つ
る	

（
六
四
〇
番
）

な
ど
と
出
て
お
り
、
明
る
く
な
り
つ
つ
あ
る
「
し
の
の
め
」
の
時
刻
も
、

男
女
の
「
後
朝
の
別
れ
」
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
当
然

『
源
氏
物
語
』
も
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
い
っ
た
「
し
の
の
め
」「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
別
れ
は
、「
暁
の
別

れ
」
と
同
義
で
は
あ
る
が
、
視
覚
的
な
面
か
ら
「
暁
」
の
後
半
部
を
指
す

と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
『
古
今
集
』
に
「
鳥
よ
り
さ
き
に

な
き
は
じ
め
」
と
あ
る
点
、
た
と
え
ば
片
桐
洋
一
氏
は
『
古
今
和
歌
集
全

評
釈
（
中
）』
に
お
い
て
、

こ
の
歌
は
、
そ
の
鶏
の
声
よ
り
前
に
、
す
な
わ
ち
夜
明
け
よ
り
も
前

に
「
し
の
の
め
の
別
れ
」
を
惜
し
ん
で
泣
い
た
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。	

（
601
頁
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
泣
く
→
鶏
鳴
→
し
の
の
め
の
別
れ
」
の

順
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
場
合
は
例
外
的
に
、「
鶏
鳴
」

が
別
れ
の
合
図
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。「
鶏
鳴
」
に
し

て
も
、
広
い
時
間
帯
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
様
の
こ
と
は
ほ
と
と
ぎ
す
に
も
あ
て
は
ま
る
。『
古
今
集
』
の
、

夏
の
夜
の
ふ
す
か
と
す
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
ひ
と
声
に
あ
く
る
し

の
の
め	

（
一
五
六
番
）

は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
と
同
時
に
「
し
の
の
め
」
に
な
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
や
は
り
明
る
く
な
り
は
じ
め
の
頃
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ

七



て
『
後
撰
集
』
の
、

	
・	
ほ
と
と
ぎ
す
ひ
と
声
に
明
く
る
夏
の
夜
の
暁
方
や
あ
ふ
ご
な
る
ら
む

	

（
一
九
一
番
）

	

・	

ほ
と
と
ぎ
す
暁
方
の
一
声
は
う
き
世
の
中
を
す
ぐ
す
な
り
け
り

	

（
一
九
七
番
）

な
ど
ま
で
も
同
様
に
解
釈
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
小
林
氏
の

「
暁
方
」
説
を
重
視
す
れ
ば
、「
明
く
る
夏
の
夜
」
は
決
し
て
視
覚
的
な
夜

明
け
で
は
な
く
、
や
は
り
日
付
が
変
わ
っ
て
翌
日
に
な
る
意
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
当
然
あ
た
り
は
ま
だ
真
っ
暗
な
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
な
ど
ま
さ
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
「
暁
」
を
告
げ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
な
る
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
時
間
帯
も
、「
鶏
鳴
」
と
同
様

に
あ
る
程
度
の
幅
が
あ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
な
お
「
時
鳥
」
は
渡
り

鳥
で
あ
る
か
ら
、
夏
以
外
の
季
節
に
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
年

の
中
の
夏
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
歌
語
な
の
で
あ
る
が
、「
有
明
の
月
」
の

限
定
用
法
と
同
様
に
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
人
は
案
外
少

な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
、「
憂
き
暁
」

　

「
暁
」
が
別
れ
の
時
間
だ
と
い
う
こ
と
を
逆
手
に
と
れ
ば
、
心
情
的
に

暁
（
別
れ
の
時
刻
）
の
到
来
を
嫌
が
る
歌
も
登
場
す
る
。
前
述
の
①
や

『
後
拾
遺
集
』
の
、

暁
の
鐘
の
声
こ
そ
聞
こ
ゆ
な
れ
こ
れ
を
入
相
と
思
は
ま
し
か
ば

	

（
九
一
八
番
）

が
そ
う
で
あ
る
し
、『
相
模
集
』
の
、

つ
つ
む
こ
と
あ
り
て
た
ま
さ
か
に
見
ゆ
る
人
、
静
心
な
く
て
あ

は
た
た
し
き
心
地
の
み
す
れ
ば
、
思
ひ
た
ら
む
も
う
る
さ
う
て
、

小
町
が
言
ひ
け
む
や
う
に
、

	

・	

逢
ふ
こ
と
ぞ
や
が
て
も
の
う
き
暁
の
夜
深
き
我
を
思
ひ
出
づ
れ
ば

	

（
二
〇
〇
番
）

も
、
た
ま
さ
か
に
し
か
逢
え
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
逢
う
こ
と
自
体
が

「
暁
の
別
れ
」
の
物
憂
さ
に
直
結
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
暁
に
至
れ
ば
、
通
っ
て
く
る
は
ず
の
男
は
も
は
や
通
っ
て
来
な
い

と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
女
に
つ
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え

ば
素
性
法
師
の
、

	

⑨	

今
来
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
出
で
つ
る
か

八



な	

（
二
一
）

は
、
素
性
が
女
の
立
場
で
詠
ん
だ
架
空
の
歌
（
女
歌
）
で
あ
る
。
男
の
す

ぐ
来
る
と
い
う
言
葉
を
信
じ
て
一
晩
中
待
ち
明
か
し
、
つ
い
に
待
っ
て
い

た
男
は
来
な
い
で
、
待
ち
も
し
な
い
「
有
明
の
月
」
が
出
た
と
い
う
展
開

に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
「
有
明
の
月
」
は
「
暁
」
に
出
て
い
る
月
な
の

で
、
当
然
月
の
出
は
「
暁
」
よ
り
以
前
で
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
の
場
合
の

「
有
明
の
月
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
後
朝
の
別
れ
」
を
象
徴
す
る
「
有

明
の
別
れ
」
で
あ
る
か
ら
、「
有
明
の
月
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
も
は
や

男
は
来
な
い
（
通
っ
て
く
る
時
間
帯
が
過
ぎ
た
）
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
暁
の
歌
の
本
質
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
近
い
こ
と
は
赤
染
衛
門
の
、

	

⑩	

や
す
ら
は
で
寝
な
ま
し
も
の
を
小
夜
ふ
け
て
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
を

見
し
か
な	

（
五
九
）

歌
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
出
典
で
あ
る
『
後
拾
遺
集
』
六
八
〇
番

の
詞
書
に
は
「
た
の
め
て
ま
う
で
こ
ざ
り
け
る
つ
と
め
て
」
と
あ
る
。
も

し
男
が
来
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
西
に
傾
く
月
な
ど
見
て
い
な

い
で
（
待
っ
て
い
な
い
で
）
さ
っ
さ
と
寝
て
し
ま
っ
た
の
に
と
後
悔
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
月
の
出
で
は
な
く
月
の
入
り
に
近
い
。
こ
れ

が
い
つ
頃
の
月
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
男
が
来
な
い
時
間
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
「
暁
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
道
綱
母
の
例
（
五
三
）
も
こ
れ
に
も
あ
て
は
ま
る
。
出
典
で
あ

る
『
拾
遺
集
』
九
一
二
番
の
詞
書
に
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、『
蜻
蛉

日
記
』
を
見
る
と
、

あ
か
つ
き
が
た
に
、
門
を
た
た
く
時
あ
り
。
さ
な
め
り
と
思
ふ
に
、

憂
く
て
、
開
け
さ
せ
ね
ば
、
例
の
家
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
に
も
の
し

た
り
。
つ
と
め
て
、
な
ほ
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
て
、

⑪	

な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も

の
と
か
は
知
る

と
、
例
よ
り
は
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
書
き
て
、
移
ろ
ひ
た
る
菊
に
さ
し

た
り
。	

（
新
編
全
集
100
頁
）

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
あ
か
つ
き
が
た
」
に
兼
家
が
や
っ
て
き

た
（
戻
っ
て
き
た
）
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
通
っ
て
く
る
時

間
帯
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
以
上
に
、
こ
の
頃
兼
家
は
昼
間
道
綱
母
の

邸
に
い
て
、
宵
に
な
る
と
誰
か
別
の
愛
人
（
町
の
小
路
の
女
？
）
の
と
こ

ろ
へ
通
っ
て
お
り
、
や
や
変
則
（
朝
帰
り
）
と
見
て
お
き
た
い
。
と
い
う

の
も
ま
っ
た
く
通
っ
て
来
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
女

で
は
な
く
母
的
存
在
に
な
っ
た
？
）。
そ
れ
は
さ
て
お
き
「
あ
か
つ
き
が

九



た
」
と
い
う
こ
と
で
、
道
綱
母
は
夫
が
女
の
と
こ
ろ
か
ら
の
帰
り
だ
と
推

察
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
「
暁
」
の
歌
の
要
素
と
し
て
加
え
る
こ
と

が
で
き
そ
う
だ
。

　

い
わ
ゆ
る
一
夫
多
妻
制
に
お
い
て
、
自
分
が
一
人
寝
（
独
り
寝
）
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
夫
が
誰
か
別
の
女
の
と
こ
ろ
に
い
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
れ
は
後
宮
に
お
け
る
寵
愛
争
い
に
も
似
て
い
る
し
、
女
三
の

宮
降
嫁
後
の
紫
の
上
の
心
情
に
も
通
底
し
て
い
る（
8
）。
い
ず
れ
に
し
て

も
男
女
に
お
け
る
「
あ
か
つ
き
が
た
」
と
い
う
時
間
帯
の
重
要
性
に
は
留

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
、
日
付
変
更
時
点
を
知
る
方
法

　

最
後
に
百
人
一
首
か
ら
は
離
れ
る
が
、「
暁
」
に
関
す
る
複
雑
な
側
面

に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
午
前
三
時
が
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
と
す
る
と
、

そ
れ
を
過
ぎ
る
と
日
付
が
翌
日
（
明
日
）
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
あ
た
り
は
真
っ
暗
で
あ
る
し
、
寅
の
刻
に
な
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り

わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
記
に
書
く
場
合
に
「
暁
」
を
前
日
の
夜

の
延
長
と
し
て
認
識
す
る
か
、
あ
る
い
は
暦
日
に
則
っ
て
明
確
に
翌
日
と

見
な
す
か
と
い
う
や
や
こ
し
い
解
釈
の
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
。

　

こ
れ
が
明
確
に
で
き
れ
ば
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
例
え
ば
『
古

今
集
』
の
七
夕
歌
な
ど
、

七
日
の
夜
の
暁
に
よ
め
る　
　

源
宗
于
朝
臣

	

・	

今
は
と
て
別
る
る
時
は
天
の
河
渡
ら
ぬ
さ
き
に
袖
ぞ
ひ
ち
ぬ
る

	

（
一
八
二
番
）

と
あ
っ
て
、「
夜
の
暁
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
な

ど
暁
（
翌
日
つ
ま
り
八
日
）
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
七
日

（
七
夕
）
の
夜
」
の
延
長
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
面
白
い
こ
と
に
、『
宗
于
集
』
の
詞
書
に
は
「
七
月
八
日
、
あ
か
つ
き

に
よ
め
る
」
と
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
で
は
ち
ゃ
ん
と
日
付
が
「
八
日
の
暁
」

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
単
純
な
誤
写
な
ど
で
は
な
く
、
同
じ
暁
を
前
日
の
七
日
の
延
長

と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
翌
日
の
八
日
と
す
る
か
と
い
う
心
情
的
揺
れ
が
反

映
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
日
は
七
夕
だ
っ
た
の
で
、
前

日
の
「
七
日
」
に
強
く
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
様
の
揺
れ
は
『
源
氏
物
語
』
御
法
巻
に
お
け
る
紫
の
上
の
死
去
・
葬

送
場
面
に
も
認
め
ら
れ
る
。

十
四
日
に
亡
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
れ
は
十
五
日
の
暁
な
り
け
り
。

	

（
511
頁
）

一
〇



　

こ
こ
で
い
う
「
十
五
日
の
暁
」
が
十
五
日
の
未
明
（
十
四
日
の
夜
の
延

長
）
な
の
か
、
そ
れ
と
も
十
六
日
の
未
明
（
十
五
日
の
夜
の
延
長
）
な
の

か
、
判
断
が
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
9
）。
そ
れ
は
紫
の
上
が
亡
く
な
っ

た
の
が
十
四
日
の
未
明
な
の
か
、
十
五
日
の
未
明
な
の
か
が
明
確
に
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
前
の
記
述
に
、

御
物
の
怪
と
疑
ひ
た
ま
ひ
て
夜
一
夜
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
尽
く
さ
せ

た
ま
へ
ど
、
か
ひ
も
な
く
、
明
け
は
つ
る
ほ
ど
に
消
え
は
て
た
ま
ひ

ぬ
。	

（
506
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
十
三
日
の
夜
一
晩
中
祈
祷
を
さ
せ
た
が
、
日
付

変
更
時
点
を
越
え
た
翌
十
四
日
の
暁
（
真
っ
暗
な
時
間
帯
）
に
亡
く
な
っ

た
と
読
め
る
。
そ
れ
は
「
明
け
ぐ
れ
の
夢
」（
同
頁
）
の
時
間
帯
と
も
連

続
し
て
い
た
。
そ
の
後
、「
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
」（
509
頁
）「
暁
」
の

後
半
に
至
り
、
そ
の
時
点
が
経
過
し
て
「
や
が
て
、
そ
の
日
、
と
か
く
を

さ
め
た
て
ま
つ
る
」（510

頁
）
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
葬
儀
は
ち
ょ
う
ど

一
日
後
の
「
十
五
日
の
暁
」（
十
四
日
の
夜
の
延
長
）
に
営
ま
れ
た
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

暁
を
前
夜
の
延
長
と
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
日
付
変
更
時
点
を
越
え
た

翌
日
と
す
る
の
か
と
い
っ
た
解
釈
の
複
雑
さ
に
は
伏
線
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
「
こ
よ
ひ
」
に
関
す
る
定
義
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

試
み
に
「
小
学
館
古
語
大
辞
典
」
を
見
る
と
、

１
今
夜
。
今
晩　
　

２
夜
が
明
け
て
後
、
昨
夜
を
い
う
語
。
昨
夜
。

昨
晩
。

と
記
さ
れ
て
い
た
。「
夜
が
明
け
て
後
」
と
い
う
の
は
問
題
で
あ
る
が
、

「
こ
よ
ひ
」
は
今
夜
だ
け
で
な
く
、
昨
夜
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
二
日
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
日
付

変
更
時
点
以
前
は
普
通
に
「
今
夜
」
で
あ
る
が
、
日
付
変
更
時
点
を
越
え

る
と
、
そ
れ
以
前
を
「
昨
夜
」
と
称
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
時
間
帯
で

あ
っ
て
も
、
ど
の
時
点
で
把
握
す
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る（
10
）。

　

た
と
え
ば
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
、

五
月
五
日
に
な
り
ぬ
。
雨
な
ほ
や
ま
ず
。
一
日
の
御
返
り
の
つ
ね
よ

り
も
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
し
を
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
出
で
て
、

い
た
う
降
り
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、「
今
宵
の
雨
の
音
は
、
お
ど

ろ
お
ど
ろ
し
か
り
つ
る
を
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、	

（
29
頁
）

は
、「
つ
と
め
て
」
の
時
点
に
お
け
る
「
今
宵
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
日

の
「
今
夜
」
で
は
な
く
「
昨
夜
」
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
『
後
拾
遺
集
』
の
、

物
思
ひ
け
る
こ
ろ
、
時
雨
い
た
く
降
り
侍
り
け
る
あ
し
た
、
こ

一
一



よ
ひ
の
時
雨
は
な
ど
人
の
お
と
づ
れ
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

	

　
　

少
将
井
尼

	

・	

人
知
れ
ず
落
つ
る
涙
の
音
を
せ
ば
夜
半
の
時
雨
に
劣
ら
ざ
ら
ま
し

	

（
八
九
六
番
）

に
し
て
も
、
詞
書
の
「
こ
よ
ひ
の
時
雨
」
と
歌
の
「
夜
半
の
時
雨
」
が
対

応
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
あ
し
た
」（
翌
朝
）
の
時
点
か
ら
見
る
わ
け
だ

か
ら
、
こ
こ
は
「
昨
夜
」
と
解
す
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
日
付
の
認

定
に
は
、
こ
う
い
っ
た
や
っ
か
い
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま 

と 

め

　

以
上
、
百
人
一
首
の
「
暁
」
を
起
点
に
し
て
、「
暁
」
の
内
包
し
て
い

る
問
題
を
総
合
的
に
検
討
し
て
み
た
。

　

「
暁
」
は
午
前
三
時
か
ら
日
の
出
ま
で
の
比
較
的
長
い
時
間
帯
で
あ
る

が
、
そ
の
始
ま
り
は
①
日
付
変
更
時
点
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
②
暁
は
男
女

別
れ
る
時
間
帯
（
暁
の
別
れ
・
後
朝
の
別
れ
）
で
も
あ
る
こ
と
、
③

「
暁
」
の
始
ま
り
は
真
っ
暗
だ
が
、
後
半
は
次
第
に
明
る
く
な
る
「
し
の

の
め
・
あ
さ
ぼ
ら
け
・
あ
け
ぼ
の
」
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
、
④
だ
か
ら

と
い
っ
て
「
明
く
」
を
安
易
に
夜
が
明
け
る
と
解
す
る
の
は
危
険
で
あ
る

こ
と
、
⑤
「
暁
」
の
到
来
は
視
覚
で
は
な
く
聴
覚
情
報
で
察
知
し
た
こ
と
、

ま
た
⑥
視
覚
的
な
「
有
明
の
月
」
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
⑥

だ
か
ら
こ
そ
薄
明
る
い
と
い
う
解
釈
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
で
き
た
と
思
う
。

　

平
安
時
代
の
時
間
の
概
念
を
き
ち
ん
と
整
理
・
把
握
す
る
こ
と
は
、
古

典
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
再

確
認
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
百
人
一
首
以
外
の
「
暁
」
も
、

徹
底
的
な
再
検
討
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
と
誤
読
し

て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
付
か
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
暁
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
下
さ
っ
た
小
林
氏
の
学
恩
に
感
謝
し
た
い
。

〔
注
〕

（
1	

）
小
林
賢
章
氏
「
ア
カ
ツ
キ
と
ヨ
ハ
」『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』（
和
泉

書
院
）
平
成
15
年
2
月
参
照
。
な
お
本
論
は
小
林
氏
の
御
研
究
か
ら

多
大
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
。

（
2	

）
小
林
賢
章
氏
「「
夜
を
こ
め
て
」
考
」
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研

究
年
報
62
・
平
成
23
年
12
月
参
照
。
た
だ
し
「
一
晩
中
」
だ
と
、
継

一
二



続
的
に
鶏
の
鳴
き
真
似
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
鶏
鳴

は
男
が
帰
る
時
刻
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
男
女
が
逢
う
際
の
小
道

具
で
は
な
い
。

（
3	

）「
夏
の
夜
は
」
歌
を
掲
載
す
る
『
新
撰
和
歌
』
一
五
九
番
で
は
、

歌
の
五
句
目
が
「
月
隠
る
ら
む
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
4	

）
細
田
恵
子
氏
「
八
代
集
の
あ
り
あ
け
の
イ
メ
ー
ジ
」
文
学
史
研
究

15
・
昭
和
49
年
7
月
参
照
。
細
田
氏
は
八
代
集
に
お
い
て
「
暁
」
と

「
有
明
け
」
が
も
っ
と
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
「
暁
」
を
夜
明
け
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
る
点
に
は
従

え
な
い
。

（
5	

）『
和
泉
式
部
日
記
』
を
見
る
と
、
こ
れ
は
「
九
月
二
十
日
あ
ま
り

ば
か
り
の
有
明
の
月
」（
47
頁
）
と
始
ま
っ
て
い
る
。
実
は
三
条
西

家
本
の
み
「
九
月
二
十
日
」
と
な
っ
て
お
り
、
他
本
は
ほ
ぼ
「
九
月

十
日
」
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
「
十
日
」
本
文
の
方
が
優
勢
な

は
ず
で
あ
る
が
、「
有
明
の
月
」
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て
「
二
十

日
」
本
文
が
採
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
箇
所
で
詠
ま
れ

た
「
秋
の
夜
の
有
明
の
月
の
入
る
ま
で
に
や
す
ら
ひ
か
ね
て
帰
り
に

し
か
な
」（
48
頁
）
歌
は
『
新
古
今
集
』
一
一
六
九
番
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
詞
書
に
は
「
九
月
十
日
あ
ま
り
」
と
あ
る
の
で
、

「
十
日
あ
ま
り
」
と
な
っ
て
い
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
本
文
か
ら
引

用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
関
し
て
小
林
氏
は
「
十
日
あ
ま

り
」
の
本
文
を
正
し
い
と
さ
れ
た
上
で
、
月
が
沈
む
時
間
を
考
慮
す

る
と
、
十
二
、
三
日
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
二
十
日

過
ぎ
だ
と
、
月
は
お
昼
近
く
ま
で
沈
ま
な
い
で
残
っ
て
い
る
の
で
、

歌
の
「
月
の
入
る
」
と
は
整
合
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

常
識
的
な
「
暁
」
の
「
有
明
の
月
」
で
は
な
く
、
暦
法
的
な
「
月
の

入
り
」
の
時
間
か
ら
の
提
案
は
、
も
っ
と
真
摯
に
検
討
・
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
佐
藤
和
喜
氏
「
和
泉
式
部
日
記
の
表
現
」

『
平
安
和
歌
文
学
表
現
論
』（
有
精
堂
）
平
成
5
年
2
月
参
照
。

（
6	

）
百
人
一
首
に
あ
る
後
朝
の
歌
と
し
て
、
他
に
「
あ
ひ
見
て
の
」

（
四
三
）・「
君
が
た
め
」（
五
〇
）
も
あ
げ
ら
れ
る
。
原
則
と
し
て
後

朝
の
別
れ
は
暁
に
行
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
暁
の
歌
に
含
む
こ
と

が
で
き
る
。

（
7	

）
別
に
徳
原
茂
実
氏
「
吉
野
の
山
に
ふ
れ
る
白
雪
」『
古
今
和
歌
集

の
遠
景
』（
和
泉
書
院
）
平
成
7
年
4
月
の
解
釈
も
あ
る
。

（
8	
）
吉
海
直
人
「
教
室
の
内
外
（
2
）」
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日

本
文
学
23
・
平
成
23
年
6
月

（
9	

）
高
田
信
敬
氏
「
紫
の
上
葬
送
」『
源
氏
物
語
考
証
稿
』（
武
蔵
野
書

一
三



院
）
平
成
22
年
5
月
参
照
。
な
お
室
田
知
香
氏
「『
源
氏
物
語
』
第

二
部
後
半
の
『
竹
取
物
語
』
受
容
」
中
古
文
学
85
・
平
成
22
年
6
月

で
も
こ
の
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
10	

）「
昨
夜
」「
昨
晩
」
に
お
い
て
も
同
様
の
時
差
が
生
じ
て
い
た
。
小

林
賢
章
氏
「
コ
ヨ
ヒ
考
」『
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
』
和
泉
書
院
・
平
成

15
年
2
月
参
照
。
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