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甼
安
朝
時
代
の
歌

の
、眞
に
平
安
朝
時
代
の
も
の
と
い
ふ
烙
印
を
打
ち
得
る
の
は
、
い
は
ゆ
る
延
喜
時
代
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
の
以
前
乃

ち
延
暦
の
初
ご
ろ
か
ら
延
喜
の
直
前

ご
ろ
ま
で
は
、
奈
良
朝
時
代
の
餘
勢
で
、
歌

に
多
少
の
新
生
面
が
開
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
恰
も
業
牛
、

小
町
等
の
作
の
や
う
な
の
も
あ
る
が
、
大
體
は
、
獪
古
今
集
中
の
「
讀
人
知
ら
す
」
の
體
で
あ
つ
た
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
萬
葉

集
中
の
近
代
的
特
調
を
帶
び
て
ゐ
る
も
の
と
甚
し
い
差
異
は
な
い
。
後

の
事

で
は
あ
る
が
、賀
茂
眞
淵
は
、晩
年

に
は
、
萬
葉
集
中
の
歌

の

模
倣
時
に
は
記
紀
の
歌

の
模
倣
を
止
め
て
、

こ
の
讀
人
知
ら
す
の
類
を
範
と
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
古
代
憧
僚
の
強
い
そ
の
人
も
、
あ
ま
り

に
そ
の
模
倣
作
が
古
代
過
ぎ
る
の
に
驚

い
て
、否
實
世
間
と
あ
ま
り
懸
け
離
れ
て
ゐ
る
の
に
驚
い
て
、途
に
ご
曳
ま
で
目
標
を
下
し
て
來
た

の
で
あ
る
が
、
獪
固
執
し
て
ゐ
る
古
代
の
、
大
ま
か
で
、
粗
い
な
が
ら
、
至
純
な
情
趣
を
多
分
に
持
ち
、
し
か
も
近
代
的
の
理
智
的
な
色

と
匂
と
を
少
し
づ

玉
著
け
て
ゐ
る
こ
の
時
代
の
も
の
は
、
畢
竟
、古
代
の
そ
れ
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
目
標
に
す

る
の
は
、

そ
こ
に
多
少
の
矛
盾
は
あ
つ
て
も
、

殆
ん
ど
從
來
の
態
度
を
も
下
さ
す
、

自
算
心
を
も
傷
け
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
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三
七
〇

ど
、

こ
の
時
代
の
そ
れ
は
、
奈
良
朝

の
綴
承

で
あ
り
、
從

つ
て
多
く
の
差
異
を
示
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

　
上
述
の
状
態
の
・聞
に
、
業
平
、
小
町
の
人
々
は
、
新
聲
を
揚
げ
つ
玉
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
古
今
集

の
序
文
に
擧
げ
ら
れ
、
後
に
六
歌
仙

と
い
は
れ
て
、
業
卒
、
小
町
を
含
む
入
々
は
、
い
つ
れ
も
、
新
色
彩
、
新
氣
分
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
で
名
が
あ
が
つ
て
、

貫
之

の
批
評
に
上

つ
た
の
で
あ
ら
う
。

で
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
唱
導
し
た
態
度
に
模
倣
者
が
多
く
、
延
喜
に
入

る
こ
ろ
に
は
、
か
な
り
盛

ん
に
な

つ
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
る
。
そ
れ
ら
に
次
い
で
、貫
之
等
は
現
は
れ
て
、
ま
た
そ
の
歌
勢
を

一
變
せ
し
め
た
。
貫
之
等
の
云
ふ
と
こ

ろ
と
、
業
平
、
小
町
の
歌
つ
た
と
こ
ろ
と
共
通
の
點
は
大
い
に
あ
る
が
、
ま
た
差
異

の
個
處
も
少
な
か
ら
す
あ

る
。
内
容
か
ら
云

へ
ば
、

貫
之
ら
の
は
觀
察
が
細
や
か
に
な
つ
て
ゐ
る
。
感
覺
が
纖
鏡

に
な
つ
て
ゐ
る
。
人
事
も
戀
愛
に
は
限
つ
て
ゐ
な

い
。
し
か
も
人
事
よ
り
も
、

自
然
に
多
く
著
眼
し
て
ゐ
る
。
更
に
そ
れ
ら
に
通
じ
て
、
談
理
の
風
が
著
し
い
。
乃
ち
情
緒
的
よ
り
も
理
智
的
に
な

つ
て
ゐ
る
。
修
辭
上

か
ら
云
へ
ば
、
修
飾
が
増
加
し
て
ゐ
る
。
譬
喩
も
、
懸
詞
も
、
縁
語
も
増
加
し
た
。
殊
に
、
後

の
二
つ
は
多
數
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ

の
反
對
に
、
以
上
の
以
外

の
修
飾
乃
ち
序
詞
や
枕
詞
等
は
減
じ
て
ゐ
る
。
乃
ち
理
智
的
傾
向
を
あ
ら
は
す
に
適
す
る
も
の
が
多

く

使

は

れ
、
そ
れ
に
反
し
な
い
ま
で
も
、
遖
切
で
な
い
も
の
は
少
な
く
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
や
う
で
あ
る
か
ら
、
延
喜
以
前
と
、
延
喜
時
代
と
は
頗
る
異
な

つ
て
ゐ
る
。
そ

の
極
端
な
も
の
に
卒
然
と
し
て
對
す
る
と
、
殆

ん
ど
異
境

の
、し
か
し
あ
ま
り
遠
く
離
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、言
語
の
よ
ほ
ど
似
て
、
然
も
細
か
な
點
で
は
違
つ
て
ゐ
る
國
人
の
作
物
を
見
る

や
う
で
あ
る
。
古
今
集
中
の
歌
は
、
こ
の
兩
方
を
含
ん
で
ゐ
る
。
古
今
集
は
、
序
に
、
萬
葉
集
に
入
ら
な
い
古

い
歌
、
ま
た
選
者
自
分
等

の
を
も
奉
ら
し
め
七
、
編
せ
ら
れ
た
本
で
あ
る
。
時
に
は
、
萬
葉
集
中
の
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
く
な
い
。
主
と
し
て
、
延
喜
以
前

と
、
延
喜
當
時
と
の
歌
の
集
册
で
あ
る
故
に
、
こ
曳
に
多
く
の
矛
盾

と
、
齟
齬
と
が
あ
る
譯
で
あ
る
。
こ
れ
を

】
緒
に
し
て
論
す
る
こ
と



は
、
な
し
得
な

い
事
で
あ
り
、
ま
た
な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ま
た
考

へ
て
見
る
と
、
古
今
集
中
に
は
、
兩
時
代
の
も
の
は
あ
る
が
、
延
喜
以
前
の
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。「讀
人
知
ら

す
」
は
か
な
り
多
く
あ
る
が
・そ
の
中
に
は
、
延
喜
以
前
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
延
喜
當
時
の
も
の
も
あ
る
と
見
え
る
。
ま
た
業
雫
、
小

町
等

の
は
少
な
く
は
な
い
が
、
こ
れ
は
す
で
に
、
そ
の
時
代
に
新
風
調
を
有
し
て
、
延
喜
當
時
の
と
通
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で

あ
る
。
畢
竟
古
今
集
序
の
い
は
ゆ
る
「
千
歌
二
十
卷
」
の
大
體
は
、
延
喜
當
時
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
な
い
も

の
は
、
そ
れ
と
多
く
の
差

異
の
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
反
す
る
も

の
は
、

比
較
的
小
數

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

こ
曳
に
計
數
を
擧
げ

て

一
々
云
ふ
べ
き
で
あ
る

が
、
煩
を
厭
う
て
略
す
る
こ
と
に
す
る
。
た
穿
古
今
集

(
以
下
皆
流
布
本
を
云
ふ
。
)全
體

一
千
百
十

一
首
中
、
「讀
人
知
ら
す
」
は
三
百
三

十
八
首
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
必
す
し
も
、
延
喜
以
前

の
も
の
で
な
い
事
を
知

つ
て
ゐ
て
、
戴
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
古
今
集

の
歌
は
、
い
は
ゆ
る
長
歌
と
、
旋
頭
歌
と
、
短
歌
と
か
ら
成
立
し
て
ゐ
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ

の
長
歌
は
五
首
、
旋
頭

歌
は
四
首
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
除
く
と
、
殘
る
と
こ
ろ

一
千
百
二
首
が
短
歌
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
今
集
申
の
主
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ

が
延
喜
以
前
及
び
延
喜
當
時

の
代
表
の
短
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
仔
細
に
討
究
す
れ
ば
、當
時
の
歌
勢
は
詳
に
し
得
る
の
で
あ
る
。長
歌
及
び

旋
頭
歌
は
、
格
調
が
異
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
曳
で
は
省

い
て
お
く
。
共

に
少
數

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
中
に
混
入
せ
し
め
て
も
い

玉
。
こ

と
に
旋
頭
歌
は
、
短
歌

に
た
讐

一
句

の
み
多
い
の
で
あ
る
か
ら
丶
同
樣

に
あ
つ
か
つ
て
も
差
支
は
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
長
歌
と
と
も
に
.

短
歌
と
形
體
も
違

つ
て
を
り
、
ま
た
修
飾
も

一
つ
で
な
い
。
且
つ
こ
曳
は
、
短
歌

の
講
座
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

に
對
し
て
も
、
精
確
を
期

し
て
、
省
略
に
從
つ
て
置
く
の
が
適
當
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
し
て
古
今
集
を
再
び
檢
す
る
と
、
そ

の
短
歌
に
は
、
全
然
修
飾

の
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
反
對
に
、
修
飾
を
有

つ
た
も
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三
七
二

の
も
あ
る
。
前
者
は
三
百
十
二
首
を
數

へ
、
後
者
は
七
百
九
十
首
を
算
す
る
。
乃
ち
後
者
は
前
者

の
二
倍
以
上
に
も
當

つ
て
ゐ
る
。
こ
れ

で
も
、
當
時

の
歌
の
修
飾
的
で
あ
る
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
更
に
後
者
に
就
い
て
區
別
し
て
見

る
と
、
懸
詞
は
最
も
多
く
て
二
百
四
十

.一
、
譬
喩
は
そ
れ
に
次

い
で
百
四
十
九
、
枕
詞
は
百
四
十
三
、
擬
人
は
百
三
十

一
、
序
詞
は
九
十
七
、
縁
語
は
八
十
八
、
反
覆
は
六
十
二
、

引
喩
は
五
十
四
、
對
照
は
三
十
三
、
合
し
て
九
百
九
+
八
を
數

へ
る
。

　

以
上
の
修
飾

の
數
の
比
例
は
、
前

々
代
と
も
、
前
代
、
乃
ち
記
紀
と
も
萬
葉
集
と
も
異
な
つ
て
ゐ
る
。
奈
良
朝
時
代
以
前
乃
ち
記
紀
に

は
後
世
の
短
歌
の
形
を
し
て
ゐ
る
も
の
玉
中
で
、譬
喩
が
最
も
多
か
つ
た
。
反
覆
、枕
詞
、序
詞
、對
照
、
擬
人
と
相
次
い
で
少
な
く
、
引
喩
、

懸
詞
は
こ
と
に
少
な
く
、
縁
語
に
到
つ
て
は
全
く
な
か
つ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
代
は
、
譬
喩
の
時
代
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
が
、
奈
良
朝
時
代
乃
ち
萬
葉
集
に
な
る
と
、
枕
詞
が
急
に
増
加
し
て
最
高
位
に
上
り
、
そ
れ
と
蓮
關
の
あ
る
序
詞
が
盛
ん
に
用
ゐ

ら
れ
て
叉
そ
れ
に
次
ぎ
、
譬
喩
は
減
少
し
τ
そ
の
次
位
と
な
り
、引
喩
、
反
覆
、
對
照
、
懸
詞
と
い
ふ
順
序
に
少
な
く
な

つ
て
來
て
ゐ
る
・

で
、
懸
詞
が
最
も
少
數
で
あ
り
、
而
し
て
、

縁
語
は
殆
ん
ど
な
か
つ
た
。

乃
ち
、

こ
の
時
代
は
、

枕
詞
の
時
代
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
つ

た
。
そ
れ
が
延
喜
時
代
乃
ち
古
今
集
に
及
ぶ
と
、
上
に
云
つ
た
如
く
、
懸
詞
が
急

に
加
は
つ
て
最
上
位
を
占
め
、
封
照
が
最
も
少
な
く
な

り
、
そ
の
聞

に
、
縁
語
が
俄
か
に
發
展
し
て
、
第
六
位

に
居
る
に
到
つ
ザ、
ゐ
る
。
前
の
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時

代
を
懸
詞
の
時
代
と
も
云

ふ
べ
く
、
ま
た
縁
語
勃
興
の
時
代
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
状
態
は
ど
う
し
て
出
來
た
か
。
數

々
の
原
因
を
數

へ
る
こ
と
が

出
來
る
で
あ
ら
う
が
。
主
な

一
は
内
容

の
發
展
を
、
そ
れ
に
件

ふ
緊
縮
し
た
言
表

の
必
要
、
二
は
純
情
よ
り
も
聰
明
、
眞
面
目
よ
り
も
洒

睨
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
か
ら
起

つ
た
の
で
あ
る
。

　
從
來

の
歌

の
内
容
は
單
純
で
あ
つ
た
。
む
つ
か
し
い
理
窟
は
云
は
す
Y
複
雜

し
た
感
情
は
述
べ
す
。
た
と
ひ
長

い
事
件
を
云
ひ
、
込
み



入
つ
た
事
柄
を
歌
つ
て
も
、
要
約
す
れ
ば
簡
單
で
あ
つ
て
、
何
人
も
直
ち
に
理
解
し
得
る
程
度

の
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
、
延
喜
時

代
に
入
る
と
、
比
較
的
精
緻
な
考
察
纎
細
な
感
觸
が
、
種

々
の
原
因
か
ら
起

つ
て
來
た
。
肚
會
的
事
情
も
單
純

で
は
な
く
な
つ
た
。
佳
ま

ふ
人
は
、た
穿
純
朴

一
方
で
は
そ
れ
に
處
せ
ら
れ
ぬ
や
う
に
な

つ
た
。

こ
れ
か
ら
發
す
る
感
情
、
湧
き
起
る
情
緒

を
盛
る
べ
き
、
形
體
は
依

然
と
し
て
三
十

一
音
で
あ
る
。
そ
の
結
果

と
し
て
生
す
る
も
の
は
、長
く
い
は
す
、
短
く
述
べ
る
事
で
あ
る
。
　
一
語
で
あ

つ
て
こ
語
の
働
き

を
も
す
る
や
う
に
、
語
の
取
扱
ひ
を
す
る
事
で
あ
る
。
更
に
、
世
間
が
面
倒

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
は
智
を
働
か
せ
、
才
を
使
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
で
な
い
と
、
生
き
や
う
は
な
く
な

つ
て
來
る
。
こ
の
困
難
な
聞
に
處
す
る
に
は
、
智
と
才
と
を
、
い
ろ
く

な
方
法

で
磨
き
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
、そ
の
磨
か
れ
て
滑
ら
か
に
な
り
、或
は
鋭
く
な
つ
た
も
の
が
、
困
難
な
場
合
を
す
る
り
と
滑
り
通

つ
た
り
、
す

ぶ
り
と

突
き
拔
け
た
り
す
る
や
う
に
な
る
。　
こ
の
結
果
は
、
賞
贊

を
も
起
せ
ば

一
方
で
は
笑
を
も
持
ち
來
す
。

洒
脱
の
趣
味
も
、
こ
ふ

か
ら
生
じ
て
來
る
。
延
喜
時
代
は
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
懸
詞
が
先
き
だ

つ
て
、
前
の
譬
喩
や
、
枕

詞
を
、
駈
け
拔
け
追
ひ
越
し
て
、
先
導
に
立

つ
に
到

つ
た
の
で
あ
る
。

一
一

　
延
喜
時
代
乃
ち
古
今
集
を
以
て
代
表
す
る
時
代
の
最
多
數

の
修
飾

の
懸
詞
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。
懸
詞
の
成
立
は
、　
一
語
の
音

が
意
義
を
異
に
し
て
ゐ
る
他
の

一
語
と
同
じ
で
あ
る
時
、

二
語
の
ま

玉
で
置
か
す
し
て
合
し
て

一
語
の
形
體
を
取
ら
し
め
る
も
の
に
始
ま

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
爲
め
に
、

二
語
が
相
合
し
て
、

表
面
に
現
は
れ
た
と
こ
ろ
は

一
語
で
あ
る
が
、

裏
面
か
ら
見
る
と
、

二
語
の
意
が
あ

る
。
　
一
語
で
あ
つ
て
二
義
、
二
義
で
あ
つ
て

}
語
、
こ
れ
が
懸
詞
の
根
源
で
あ
る
。
が
こ
れ
に
基
礎
を
置
い
て
、
　
一
語
の
初
、
或
は
終
あ

　
　
　
　
　
　
　

古
今
集
の
修
辭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
七
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
四

部
分
が
、
意
義
を
異
に
し
て
ゐ
る
他
の

一
語
の
初
、
或
は
絡
、
或
は
全
軆
が
、
音
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
時
、
連
結

し
て

一
語
の
形
を
取
る

こ
と
と
も
な

つ
て
來
る
。
で
あ
る
か
ら
、
懸
詞
は
、
術
簡
單
に
云

へ
ば
、

一
語
と

一
語
と
が
、
そ
の
全
體

ま
た
は

一
部
が
同
音
で
あ
る
時
、

蓮
結
し
て

一
語
の
形
を
取
る
修
飾
法
に
外
な
ら
な
い
。

　
懸
詞
は
す
で
に
奈
良
朝
以
前
に
も
發
見
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
枕
詞
成
立
の
場
合
、序
詞
成
立
の
場
合
に
も
、そ
れ
ら
と
本
義
と
連
結
す

る
時
用
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
枕
詞
、
序
詞
に
讓

つ
て
こ
玉
で
觸
れ
な
い
。
そ
の
以
外
で
、
單
獨
に
文

の
中
に
現
は
れ
た
も

の
が
、
す
で
に
四
を
數

へ
る
。

　
　
　
　
大
君

の
八
重

の
く

み

が
き

か

瓦
め
ど

も

な
ほ

あ

ま
し

み

に
か

瓦
ぬ
く

み

が
き

の

「
あ
ま
し
み
」
は
、「
廿
鮪
」
と

「
甘
締
」
と
同
音
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
懸
け
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
.
こ
の
類
が
獪
あ
る
の
は
云
ふ
ま

で
も
な
い
。

　
奈
良
朝
時
代
に
入
る
と
、
前
代
の
制
限
の
な
い
形
式
で
は
濟
ま
な
く
な
り
、
長
歌
、
旋
頭
歌
、
短
歌

の
三
つ
の
形
に
要
約
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
コ
こ
の
中
の
短
歌
は
、
限
ら
れ
た
形
と
な
つ
た
か
ら
、
自
か
ら
も
の
を
ゆ
つ
く
り
と
長
く
云
は
れ
な
く
な
り
、
基
礎
を
二
語

兼
用
に
お
く
懸
詞
は
、
自
つ
か
ら
多
く
な
つ
た
。
枕
詞
成
立
の
因
、
は
序
詞
成
立
の
因
を
、
し
た
も
の
を
例
に
よ
つ
て
省
い
て
み
る
と
、

萬
葉
集
中
單
獨
に
丈
中
に
現
は
れ
た
も
の
が
三
十

一
あ
る
。

　
　
　
　
印
南

野
も

行
き

す

ぎ
が

て

に
思

へ
れ

ば
心

こ
ひ
し

き

か

こ
の
島

み
ゆ

の

「
か
こ
」
は

一
加
古
」
と

「
彼
子
」
と
を
懸
け
た
の
で
あ
り
、

・
　

　

妹

が

目
を

み

ま

く
堀

江

の
さ

父
ら
波

し

き

て

こ
ひ

つ

玉
あ

り

と

つ
げ

こ
そ



　
「
欲
り
」
を

「
堀
」
に
か
け
、「堀
江
」
に
績
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
い

と
ま

あ
ら

ば

ひ
ろ

ひ
に
ゆ

か
む

佳

の
江

の
き

し

に
よ

る
と

ふ
戀

わ

す
れ
貝

　
「
戀
忘
る
」
の

「
忘
る
」
か
ら
、
「
忘
れ
貝
」

に
つ
讐
け
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

一
、
二
、

三
の
歌

の
懸
詞
は
、

各
種
類
を
異
に
し
て
ゐ
る
。

こ
の
三
つ
は
、

恐
ら
く
順
次
に
發
展

し
て
行

つ
た
も
の
で
あ
ら

う
。
こ
れ
が
、
平
安
朝
時
代
に
入
る
と
俄
か
に
盛
ん
に
な
る
。

　
古
今
集
の
中
で
、
枕
詞
、
序
詞
、
各
成
立
の
因
を
な
す
も
の
を
棄
て
る
と
、
單
獨
の
も
の
曳
み
の
懸
詞
は
、

二
百
四
十

一
を
數

へ
得
る
。

各
時
代
の
百
分
比
數
を
擧
げ
る
と
、
奈
良
朝
以
前
は

一
に
も
営
ら
な
い
。
が
、
奈
良
朝
時
代
は

一
に
な
つ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
時

は
、
二
十
四
に
相
當
し
て
ゐ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
前
代
の
二
十
四
倍
に
上
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
兩
語
、
晋
の
數
を
同
じ
く
し
、

音

の
列
び

方
を
同
じ
く
し
、

し
か
も
異
義

で
あ
つ
て

一
語
の
形
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
か
ら
擧
げ
る
と
、
前
代
に
す
で
に
あ
つ
た

「
松
」
と

「
待

つ
」

と
懸
け
た
も
の
が
、
こ
こ
に
傳
は
つ
て
、
六
囘
も
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
萬

代
を

ま

つ

に
ぞ
君

を

い
は

ひ

つ
る
ち

と

せ

の
か
げ

に
す

ま
む

と
思

へ
ば

「鶴
」
と

「
つ
る
」
も
あ
る
が
、
別
に
云
ふ
。
以
下
は
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
「
飽
」
と

「
秋
」
、

　
　
　
　
忘

れ

な
む

わ
れ

を
恨

む

な
時

鳥

人

の
あ

き

に
は
あ

は
む

と
想

は
ず

「
浦
見
」
と

「
恨
」
、

　
　
　
　
逢

ふ

こ
と

の
な
ぎ

さ

に
し

よ

る
波

な
れ

ば
う

ら
み

て
の
み
ぞ

た
ち

か

へ
り
け

る

「
無
き
」
「
汀

・」
と
は
次
に
云
ふ
。
「
み
る
め
」
と

「
見
る
目
」
、

　
　
　
　
　
　
　

古
今
集
の
修
辭…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
五



三
七
六

　
　

　

早

き
瀬

に
み
る

め

お

ひ
せ
ば

わ
が
袖

の
涙

の
川

に
植

ゑ
ま

し
も

の
を

こ
れ
に
加

へ
て
、
「
干
る
間
」
と

「晝
間
」
、
「
寄
る
」
と

「
夜
」
、

　
　

　

み

つ
し
ほ

の
流
れ

ひ
る

ま
を
あ

ひ
が

た

み
み

る

め

の
浦

に
よ

る
を

こ
そ

ま

て

は
夥
し
く
技
巧
的
で
あ
る
。

「
年
」
と

「
速
」
、

　
　

　

數

ふ
れ

ば

と
ま
ら

ぬ
も

の
を

と

し

と

い
ひ

て

こ
と
し

は

い
た
く

老

い
そ

し

に
け

る

「
長
雨
」
と

「
眺
」
、

　
　

　

お
き

も

せ
ず
ね

も

せ

で
夜
を

あ

か
し

て
は
春

の
も

の
と

て
な
が

め

く
ら

し

つ

「
御
津
」
と

「
見
つ
」
、

　
　

　

君

が
名

も

わ
が

な
も

た

て
じ

難
波

な

る
み

つ
と
も

い
ふ
な
あ

ひ
き

と
も

い
は
じ

こ
れ
に
蓮
關
し
て

【,海
人
L
と

「
尼
」
、

　
　

　

わ

れ

を
君

な

に

は

の
う

ら

に
あ

り
し

か
ば
淨

き

め
を

み

つ
の
あ

ま

と
な
り

に
き

「何
」
と

「
難
波
」
も
あ
る
が
、
次
に
去
ふ
。
「
雪
」
と

「
行
」
、

　
　

　

世

の
中

の
う

け

く

に
あ

き

ぬ
奥
山

の
木

の
葉

に

ふ
れ

る
ゆ
き

か

く
れ

な

む

「
夜
根
」
と

「
音
」
、

　
　

　

風

ふ
け

ば
波
う

つ
岸

の
松

な
れ

や
ね

に
あ

ら

は
れ

て
な
き

ぬ
べ
ら

な
り



「
梔

子

」

と

「
口
無
」

は

、

突

飛

さ

に
驚

か

さ
れ

る
。

　

　

　

山

吹

の

花

色

衣

ぬ

し

や

た

れ

と

へ

ど

こ

た

へ
ず

く

ち

な

し

に

し

て

「
友

汁

」

と

「
飽

」
、

　

　

　

く

れ

な

ゐ

に

そ

め

し

心

も

た

の

ま

れ

ず

人

を

あ

く

に

は

う

つ

る

て

ふ

な

り

「
住

吉

」

と

「。住

み

よ
し

」
、

　

　

　

す

み

よ

し

と

海

人

は

つ

ぐ

と

も

長

居

す

な

人

忘

草

生

ふ

と

い

ふ

な

り

こ
れ

に
は

「
人

忘

る
」

と

「
忘

草
」

と

が
あ

る

が
後

に

云

ふ
。

「
摘

む
」

と

「
抓

む

」
、

　

　

　

春

霞

た

な

び

く

野

邊

の

わ

か

な

に

も

な

り

み

て

し

が

な

人

や

つ

む

や

と

「
狩
」

と

「
假

」
、

　

　

　

野

と

な

ら

ば

う

づ

ら

と

な

き

て

年

は

へ

む

か
り

に

た

.に

や

は

君

が

來

ざ

ら

む

「
聞

く
」

と

「
菊

」
、

「
置

く

」

と

「
起

く
」
、

　

　

　

お

と

に

の

み

菊

の

白

露

よ

る

は

お

き

て

ひ

る

は

お

も

ひ

に

あ

へ
ず

淌

ぬ

べ

し

こ
れ

に
は

「
想

ひ
」

と

「
日
」

と
も

あ

る

が
、

後

に
云

ふ
。
「
い
と
晴

れ

」

と

「
厭

は

れ
」

と

は

、
奇

拔

で

あ

る
。

　

　

　

雲

も

な

く

な

ぎ

た

る

朝

の

大

室

の

い

と

は

れ

て

の

み

や

み

ぬ

べ

し

や

は

「
度

」

と

「
族

」
、

　
　

　

こ

の
た
び

は
幤
も

と

り
あ

へ
ず
手

向
山

紅
葉

の
錦

紳

の
ま

に
く

　

　

　

　

　

　

古

今
穣烈
の
修
辭

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　三
七
七

噸



三
七
八

「降
る
」
と

「古
」
、

　
　

　

今

は

と

て
わ

が

身
時

雨

に
ふ
り

ぬ
れ

ば

こ

と

の
葉

さ

へ
も
移

ろ

ひ

に
け

り

「
こ
と
の
葉
」
と

「
葉
」
と
も
あ
る
が
、
次
に
云
ふ
。

「
身
を
墨
く
し
」
に

「
澪
標
」
は
巧
み
す
ぎ
て
居
る
。

　
　

　

君

こ
ふ
る
涙

の
床

に
み
ち

ぬ
れ

ば
み

を

つ
く
し

と
そ

ち
れ

は

な
り

ぬ
る

「
水
脹
早
し
」
と

「
身
を
旦
-」
も
、
上
述
の
類

で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
い
と
い
よ
巧
緻
に
な
る
。

　
　

　

山

川

の

お
と

に

の
み

き
く

も

玉
し
き

を

み
を

は

や
な

が
ら
み

る

よ
し
も

が

な

「
峽
」
と

「
效
」
、

　
　

　

わ

び

し
さ

に
ま

し
ら

な

玉
き

そ

あ

し
び
き

の
山

の
か

ひ
あ

る
け

ふ
に
や

は
あ

ら

ぬ

「
古
巣
」
に

「
古
す
」
、

　
　

　

う

ぐ

ひ
す

の
去

年

の
や
ど

り

の
ふ
る

す

と
や
わ

れ

に
は
人

の

つ
れ

な
か

る
ら
む

「住
初
」
と

「
墨
染
」
、

　
　

　

あ

し

び
き

の
山

邊

に
今

は
墨

染

の
衣

の
そ

で

の
ひ
る
時

も

な
し

天
上
の

「
月
」
と
時
間

の

「
月
」
と
、

　
　

　

お

ほ
か

た
は

月
を

も

め

で
し

こ
れ

ぞ

こ
の

つ
も

れ

ば
人

の
老

と

な
る
も

の

「
月
」
と

「便
宜
」
、
「
二
十
日
」
と

「
僅
」
、



　
　
　
　
逢

ふ

こ
と

の
今

は
は

つ
か

に
な
り

ぬ
れ

ば
夜
深

か

ら

で
は

つ
き

な

か
り
け

り

「酸
き
も
の
」
と

「
好
き
も
の
」
、

　
　
　
　
梅

の
花

さ
き

て

の
後

の
み

な
れ

ば

や
す

き

も

の
と

の
み
人

の

い
ふ
ら

む

「身
」
と

「實
」
と
懸

つ
て
ゐ
る
の
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
物
名

の
部
は
、
古
今
集
に
は
じ
め
て
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
類
は
機
智
を
弄
す
る
の
に
は
至
極
重
寶

で
あ
る
。
む
つ
か
し
く
て
、

歌
に
入
ら
な
い
や
う
な
名
詞
を
も
、
無
理
に
懸
詞
で
詠
み
込
む
。
そ
れ
で
、
機
智
の
程
度
を
示
す
。

「
葵
」
と

「逢

ふ
日
」
、

　
　
　
　
ひ

と
め

ゆ
ゑ

後

に
あ

ふ

ひ

の
は
る
け

く

ば
わ
が

つ
ら

き

に

や
お
も

ひ
な
さ

れ

む

「
蕨
」
と

「藁
火
」
、

　
　
　
　
け
ぶ
り

た
ち
も

ゆ

と
も

み
え

ぬ
草

の
葉

を

た
れ

か
わ

ら
び

と
な

づ
け

そ

め
け
む

「
月
無
み
」
と

「附
き
な
み
」
、
「
離
れ
」
と

「枯
れ
」
、
「
置
き
」
と

「沖
」
、
「身
馴
る
」
と

「
水
馴
る
」
、
「
立

つ
」
と

「
裁

つ
」
、
「
逢
ふ

身
」
と

「
近
江
」
、
「散
り
」
と

「塵
」
、
「
ひ
と
く
」
(鳥
の
名
)と

「
人
來
」
、
わ
れ
か
ら

(蟲
の
名
)
と

「
我
れ
か
ら
」
、
「
無
し
」
と
「
梨
」
、

「
田
の
實
」
と

「頼
み
」
、
「
逢
ふ
期
」
と

「枴
」
、
「
去
ね
」
と

「稻
」
と
を
懸
け
た
類
が
、
以
上
の
外

に
あ
る
。
こ
の
種
類
を
第

一
種
と

す
れ
ば
、
こ
の
も
の
は
百
三
十
四
あ

つ
て
、
百
分
比
數
は
五
十
六
で
あ
る
か
ら
、
全
懸
詞
數

の
牛
數
以
上
に
上

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
中
、
二
囘
以
上
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
と
、

一
囘
の
み
使
は
れ
た
も
の
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
考

へ
る
と
、當
時

の
新
作
は
八
十
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
が
當
時

の
機
智
の
産
物
で
あ
る
。
而
し
て
、
あ
ま
り
に
突
飛
で
、

一
寸
想
到
し
え
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
も
逹
し
て
ゐ
る
の
は
、
過
ぎ

　
　
　
　
　
　
　

古
今
集
の
修
辭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
九



三
八
O

て
及
ば
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第

一
種
か
ら
出
で
、
す
こ
し
變
化
を
見
せ
て
ゐ
る
も
の
、
乃
ち

「
待

つ
」
と

「
松
」

と
か
け
た
第

一
種
の
も

の
か
ら
延
び
て
、
「待

つ
」

と

「
松
蟲
」
と
を
懸
け
た
の
も
の
は
、
單
純
で
は
あ
る
が
、
前
類
よ
り
は
對
者
の
覗
聽
を
…聳
て
し
め
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
も
奈
良
朝
時

代
に
、
一、欲
り
」
と

「
堀
江
」
、
「
清
み
」
と

「
清
み
の
川
」
の
如
き
少
し
は
あ

つ
た
が
、

發
展
は
し
て
ゐ
な
い
。

そ
れ
が
こ
の
時
に
は
多

く
な
つ
て
ゐ
る
。

「
し
の
ぶ
」
と

「
し
の
ぶ
草
」
、
「
松
」
と

「
松
蟲
」
、

　
　
　

君

し

の
ぶ
草

に

や

つ
る

Σ
古

里
は
松

蟲

の
ね

ぞ

か
な

し

か
り
け

る

「
呼
ぶ
」
と

「
呼
子
鳥
」
、

　
　
　

を

ち

こ
ち

の
た

づ
き
も

し
ら

ぬ
山
申

に
お

ぼ

つ
か

な
く
も

呼
子

鳥

か
な

「
鳴
る
」
と

「
雷
」

　
　
　

天

の
原

ふ
み

と

黛
う
か

し
鳴

る
か

み
も

思

ふ
中
を

ば

さ

く
る
も

の
か

は

n
明
日
」
と

「
飛
鳥
川
」
、

　
　
　

昨

日
と

い

ふ
ひ
今

日

と
く
ら

し

て
あ

す
か

川
流

れ

て
早
き

月

日
な

@
け

り

「
漏
る
」
と

「
守
山
」
、

　
　
　

白
露
も

時

雨
も

い
た
く
も

る
山

は
下
葉

の

こ
ら
ず

色

づ
き

に

け
り

「
爲
」
と

「駿
河
」
、



　
　
　
　
人

し

ぬ
れ

お
も

ひ
を

つ
ね

に
す

る
が

な

る

ふ
じ

の
山

こ
そ
わ

が
み

な

り
け
れ

「
床
」
と

「常
夏
」
、

　
　
　
　
ち

り
を

だ

に
す

ゑ

じ
と

そ
お
も

ふ
さ
き

し
よ

り
妹

と

わ
が

ぬ

る
床

夏

の
花

等
は
そ
れ
で
あ
る
が
、
獪

「
憂
」
と

「
う
の
花
」
、
「裳
」
と
「
藻
屑
」
、
「
三
日
」
と
「
甕
の
原
」
、
「
結
ふ
」
と

「
夕
暮
」
、
「
立

つ
」
と

「
立

田
川
」
、
「
吹
く
」
と

「
吹
上
」
、
「
越
し
」
と

「
越
路
」
、
「惜
し
」
と

「
を
し
ど
り
」
、
「
較
ぶ
」
と
「
く
ら
ぶ
山
」
、
「
時
」
と

「
常
磐
の
山
レ

等
を
列
擧
し
得
る
。

　
以
上
の
類
は
、
大
抵
新
作
で
あ
る
。

前
代
の
を
す
こ
し
變
化
せ
し
め
た
の
を
除
く
と
、

三
十
三
は
、
皆
薪
し
い
も
の
で
あ
る
。

而
し

て
予

全
體
は
三
十
六
、

こ
れ
の
百
分
比
數
は
十
五
に
相
當
す
る
。

前
種
に
較
べ
る
と
技
巧
的
で
あ
る
の
で
、

よ
ほ
ど
少
な
く
な
つ
て
ゐ

る
。
こ
れ
を
第
二
種
と
す
る
と
、
次
の
第
三
種
が
あ
ら
は
れ
る
。

　
奈
良
朝
時
代
に

「
君
を
待

つ
」
と

「
君
松
浦
山
」
、
「
千
代
を
待

つ
」
と

「
千
代
松
の
樹
」
が
あ
つ
て
、
一
句

の
末
が
、

次
の
、

一
句
に

音
同
の
關
係
か
ら
蓮
關
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
こ
の
時
に
も
新
し
い
語
で
あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
を
第
三
種
と
し
て
み
る
と
、

「衣
借
る
」
と

「
か
り
が
ね
」
、

　
　
　
　
夜
を

さ
む

み
衣

か

り
が

ね

な
く
な

べ

に
萩

の
下
葉

も

う

つ
ろ

ひ
に

け

り

「
胸
は
し
る
」
と

「
は
し
り
火
」
、

　
　
　
　
人

に
あ

は
む

つ
き

の
な
き

に
は
思

ひ

お
き

て
胸

は
し
り
火

に
心

か
け
を

り

「
お
き
」
と

「
熾
炭
」
も
か
玉
り
、
「思
ひ
」
と

「
火
」
も
か
Σ
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
古
今
集
の
修
辭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
八
二

　
「
戀
忘
る
」
と

「
わ
す
れ
草
」
、

　
　
　
　
道

し
ら

ば

つ
み

に
も

ゆ

か
む

す
み

よ

し

の
岸

に

お

ふ
て

ふ
戀

忘
れ

草

こ
れ
は

「
戀
忘
れ
貝
」
と
し
て
前
代
に
あ
つ
た
の
を
少
し
變

へ
た
の
で
あ
る
・

「
う

つ
ぶ
し
」
と

「
ふ
し
染
」
、

　
　
　
　

世
を

厭

ひ
木

の
も

と
毎

に
た
ち

よ
り

て
う

つ
ぶ

し
染

の
鹿

の
き

ぬ

な
り

と
れ
は
、
解
釋
を
よ
く
し
な
く
て
は
わ
か
り
讐

と
お
も
ふ
.

こ
の
類
は
す
で
に
や

臺

強
で
あ
る
か
ら
、
使

用
の
數
も
多
く
な
い
・
全

體
は
五
で
あ
つ
て
、
百
盆

數
は
二
に
響

な
い
.
却

つ
て
前
代
の
方
が
多
い
の
は
、

　
寸
彎

て
ゐ
る
・
し

か
し
・

こ
の
謄

は
新
作

が
多
い
の
に
技
巧
が
見
え
る
。

　

以
上
の
三
つ
は
前
代
に
も
あ
つ
た
が
、
こ
の
以
下
の
も
の
は
、
こ
の
時
に
初
め
て
生
じ
た
技
巧
的
な
も
の
で
あ
る
。

一
語
の
長
羅

の
部
岔

、
他

の
短
竺

語
の
全
體
と
が
同
音
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
懸
つ
て
ゐ
る
の
を
・
第

四
種

と
し
て
み
る
と

「
竹

の
子
」
と

「
子
」
、

　
　
　

今

更

に
何
生

ひ
出

ら
む

竹

の
子

の
う
き

ふ
し

し
げ
き

よ

と

は
し

ら
ず

や

い
ろ
く

の
縁
語
が
あ
る
の
で
、
懸
詞
も
生
き
て
ゐ
る
。

7
思
」
と

「
火
」
、

　
　
　

時

過

ぎ

て
か

れ
ゆ

く
小

野

の
淺
茅

に

は
今

は

お
も

ひ
そ

た
え
ず

も

え
け

る

こ
の
も
の
は
、
後
に
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。



「
歎
」

と

「
木

」
、

　

　

　

な

げ

き

を

ば

こ

り

の

み

つ

め

て

あ

し

び

き

の

山

の

か

ひ

な

く

な

り

ぬ

べ

ら

な

り

、「
峽
」

と

「
效

・」
と

の
懸

つ

て
ゐ

る

の
は

、

第

一
種

の
中

で
あ

る
。

「
お

も

ひ
く

ら

し
」

と

「
日
ぐ

ら

し
」
、

　

　

　

今

來

む

と

い

ひ

て

別

れ

し

あ

し

た

よ

り

お

も

ひ

く

ら

し

の

ね

を

の

み

ぞ

な

く

「
芥

に
」

と

「
苦

丹
」
、

　

　

　

散

り

ぬ

れ

ば

後

ば

あ

く

た

に

な

る

花

を

お

も

ひ

し

ら

ず

も

ま

ど

ふ

て

ふ

か

な

「
こ

と

の

は
」

に

「
葉

」

も

あ

る

が
、

こ
れ

は
後

に

な

つ

て
多

く

用

ゐ

ら

れ

る
。

「
思

」

と

「
日
」
、

「
い

つ
は
り

」

と
「
針

」
、
「
後

蒔
」

と

、「
粽

」
、

「
絲

を

皆

へ
し
」

と

「
女

郎

花

」

と

な

る

と
、

甚

し

く

技

巧
的

で

一
寸

理

解

に
苦

し

む
。

「
あ

ぴ
來

る
身

」

と

「
胡

桃

」

と
來

る

と
、
い
よ
く

む
つ
か
し
い
。
こ
れ
ら
は
、
物
名
の

一
體
が
出
來
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
、
徒
な
遊
戲
で
あ
る
。

　
以
上
の
類
は
、
す
べ
て
が
十
八
で
、
百
分
比
數
は
七
に
あ
た
る
。
技
巧
的
に
な
る
だ
け
い
よ
ー

少
な
い
。

　

や

丶
長

い

一
語

、

ま

た

は

一
句

の
初

の
部
分

が

、
他

の
や

製
短

い

一
語

と
同

音

で
あ

る

の

で
蓮

結

し

た

の
を
第

五

種

と
す

る
と
、

「
立

ち

離

れ
」

と

「
橘
」
、

　

　

　

あ

し

び

き

の

山

た

ち

は

な

れ

ゆ

く

雲

の

や

ど

り

定

め

ぬ

世

に

こ

そ

あ

り

け

れ

「,沖

干

む
」

と

「
お

き
火

」
、

　

　

　

な

が

れ

い

つ

る

方

だ

に

み

え

ぬ

涙

川

お

き

ひ

む

時

や

底

は

し

ら

れ

む
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三
八
三

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
り



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
八
四

等
は
、
い
つ
れ
も
厭
は
し
い
ほ
ど
技
巧
的
で
あ
る
。
『,お
き
の
ゐ
て
L
と

「
沖

の
ゐ
」
、
「
う
つ
せ
み
む
」
と

「
塞
蝉
」
、
「
あ
は
た
つ
」
と

「、粟
田
」
等
を
擧
げ
る
と
、
十

一
も
あ
る
。
百
分
比
數
は
五
で
あ

つ
て
少
數
で
あ
る
が
、
こ
の
時
新
た
に
發
生

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
よ
り
も
獪
技
巧
的
で
、
し
か
も
多
く
使
は
れ
た
も
の
が

一
種
あ
る
。
そ
れ
を
第
六
種
と
名
づ
け
て
み
る
。
こ
れ
は
、

や
丶
長
い

一
語
、
ま
た
は

一
句
の
中
途
の

一
部
分
が
、
あ
る
短

い

一
語

の
全
鱧
と
同
音
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
連
闢
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ぬ

ば
た

ま

の
わ
が

黒
髪

や

か
は

る
ら

む
鏡

の
か
げ

に

ふ
れ

る
し
ら

ゆ
き

「黒
髪
や
か
は
る
ら
む
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
と

「
●紙
屋
川
」
と
蓮
關
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
か

の
か

た

に

い

つ
か
ら

さ

ぎ

に
わ

た
り

け
む
波

路

は
あ

と
も

の
こ
ら
ざ

り

け
り

「
い
つ
か
ら
さ
き
に
」
と

「唐

崎
」
と
蓮
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
さ
夜

ふ
げ

て

な
か
ば

た

け
ゆ

く

ひ
さ

か
た

の
月

吹
き

か

へ
せ
秋

の
山

風

「
な
か
ば
た
け
ゆ
く
」
と

「
か
ぱ
た
け
」
と
連
な

つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
杜

宇

み
ね

の
く

も

に
や

ま
じ

り
に

し
あ

り

と

は
き
け

と
み

る

よ
し
も

な
き

「
く
も
に
や
ま
じ
り
に
し
」
と

「
や
ま
し

(羊
蹄
)」
と
か
曳
つ
て
ゐ
る
。

「
あ
ら
し
の
ふ
く
里
」
と
「
し
の
ぶ
ぐ
さ
」
、
「
な
に
か
は
な
く
さ
ま
む
」
と

「
か
は
な
ぐ
さ
」
、
「
一
さ
か
り
こ
け
れ
ど
も
」
に

「
さ
が
り
ご

け
」
、
「
た
の
む
に
か
た
け
れ
ば
」
と

「
に
が
た
け
」
、
一、沖
か
ら
さ
き
て
L
に

「
唐
崎
」
、
「
世
を
ぱ
な
し
と
や
」
と
に

「
を
ば
な
」
、

「波

の
な
か
に
は
さ
ぐ
ら
れ
て
」
と

「
か
は
な
ぐ
さ
」
等
、
全
體
は
三
十
五
で
、
皆
新
し
い
。
百
分
比
數
は
十
四

に
も
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
比

較
的
當
時
に
重
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
遊
戲
分
子
は
、
い
よ
く

盛
ん
に
入
り
込
ん
で
來
て
ゐ
る
。



　
以
上

の
外
に
、
獪
種
類
を

一
二
擧
げ
得
る
が
、
以
上

の
中
に
入
れ
て
い
玉
と
思
ふ
。
從
つ
て
大
鶻
當
時
の
懸
詞
は
毳
き
て
ゐ
る
。
で
、

そ
れ
ら
を
通
覽
ず

る
と
、
第

　
種
と
し
た
も
の
に
最
も
多
數
を
見
る
の
は
、
そ
れ
の
原
始
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
當
時
に
於
い

て
主
と
し
て
單
獨
に
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
始
的
の
も
の
が
最
も
多
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。
こ
の
後
に
も
、
こ
れ

は
大
體
當
時
の
百
分
比
數
を
有
し
つ
丶
綾
い
て
行
く
。

時
に
よ
つ
て
は
、

そ
れ
よ
り
超
過
す

る
の
も
あ
る
こ
と
、

後
拾
遺
集
の
如
き
も

あ
る
が
、　
こ
れ
は
特
例
と
見
て
も
い
玉
。

冖第

一
種
以
下
の
も
の
ぱ
と
も
に
少
數
で
あ
る
が
、

物
名
の

一
體
が
出
來
た
の
で
、

急
に
出
來

た

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
牽
強
附
會

で
、　

一
時
的
興
味
は
あ

つ
た
で
あ
ら
う
が
、

藝
術
的
價
値
は
認
め
ら
れ
な

い
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
全
體
か
ら
部
分

へ
と
、
懸
詞

の
形
が
移
動
し
て
行
く
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
こ
の
風
が
お
な
じ
く
後
に
續

い
て
行
く
。
そ
の
比
較
も

大
體
に
於
い
て
同
様
で
あ
る
。
な
ほ
懸
詞
は
、
た
f
歌

の
中
で

一
處
の
み
に
用
ゐ
て
そ
れ
で
終

つ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
止
ま

ら
す
、
二
處
に
も
三
處
に
も
用
ゐ
て
ゐ
る
の
が
あ
る
こ
と
、例
示
し
た
通
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
代

の
た
聖

一
處
で
あ
る
の
を
推
し
進
め
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
發
展
と
し
て
認
む
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
技
巧
に
過
ぎ
た
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
更
に
こ
の
懸
詞
は
、
唐
突
と
し
て

現
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
獪
何
處
に
か
他
に
關
係
を
有

つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
と
相
應
じ
和
聯

つ
て
、
全
鶻
の
統
合
を
來
し
、
綜
合
を
計
つ

て
ゐ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
縁
語
で
あ
る
。
縁
語
は
、
雷
時
に
於
い
て
は
じ
め
て
發
迚
し
た
修
飾
法
で
あ
る
。
而
し
て
、
大
抵
懸
詞
と
蓮

關
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
任
務
を
完
了
し
て
ゐ
る
。
數
量
か
ら
云
へ
ば
、
他
に
そ
れ
よ
り
も
多

い
も

の
が
あ
る
が
、
懸
詞
と
の
關
係
上
、

そ
れ
に
次
い
で
こ
れ
を
云
は
う
と
お
も
ふ
。

鬮一剛古
今
集

の
修
辭

三
八
五

勘



毒
　蕘　　　場　辱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
八
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
懸
詞
は
.
す
で
に
上
代
に
も
、
奈
良
朝
時
代
に
も
あ
つ
た
。
そ
れ
が
發
展
し
た
の
が
、
平
安
朝
時
代
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

た
だ
の
進
歩
に
と
讐
ま
る
。

と
こ
ろ
が
縁
語

に
至

つ
て
は
、

殆
ん
ど
杢
撚
新
奇
の
出
現
で
あ
る
。

そ
の
痕
跡
を
探
が
せ
ば
無

い
こ
と
は

な
い
が
、
雫
安
朝
當
時
の
そ
の
ま

丶
の
も
の
は
無

い
。

　
縁
藷
は
、
縁
故

の
あ
る
語
を
、
歌

の
…幾
處
に
か
分
布
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
解
す
る
も
悪
く
は
あ
る
ま

い
。
し
か
し
、

本
質
的
の
考

へ
方
で
は
な
い
。

こ
乂
に

一
思
想
が
あ
る
。

更
に
ま
た
他

に

一
思
想

が
あ
る
。　
こ
れ
に
脹
絡
を
つ
け
て
順
次

に
解
し
て
行

く
。

こ
れ
に
も
種
々
の
場
合
が
あ
る
が
、
前
者
と
後
者
と
が
、
一
は
本
義
、
一
は
そ
の
解
釋
で
、
喩
義
を
な
す
場
合

で
あ
る
と
、
こ
乂
に
譬

喩
が
出
來
る
。
こ
れ
も
隱
喩
の
場
合
は
や
乂
異
な
る
が
、
そ
の
原

始

的

形

態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
譬
喩
に
あ
つ
て
は
、
正
に
そ
の
通
で
あ

る
。
縁
語
も
ま
た
同
樣
に
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
乃
ち
二
思
想
中
の
主
た
る
べ
き
も
の
に
、
副
た
る
べ
き
も
の
を
混
合
せ
し
め
、
雜
揉

せ
し
め
て
、
一
を
讀
み
つ
玉
他
を
も
讀
む
趺
態
に
置
き
、前
者

の
語
と
後
者
の
語
と
を

一緒

に
歌
ひ
、
且
つ
味
は
し
め
る
。
こ
の
複
雜
き

に

趣
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
且
つ
そ
の
統

一
に
も
興
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
穿
表
面
に
の
み
立
つ
思
想
中
の
語
に
、縁
故
を
も
つ
他
の
語
が

闖
入
し
た
も
の
と
の
み
考

ふ
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
二
本
縷
り
の
繩

の

一
本

々
々
が
上
下
に
な
り
、
左
右
に
な
り
、
現
は
れ
隱
れ
し
な
が

ら
、
獪

一
條
を
構
成
し
上
げ
て
ゐ
る
が
如
く
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
そ
の
迚
絡

は
主
に
懸
詞
に
よ

つ
て
臨
來
て
ゐ
る
、
こ

れ
、
そ
の
數
の
少
な
い
に
拘
ら
す
、
懸
詞
の
次
に
述
ぶ
べ
き
所
以
で
あ
る
。

　
縁
語
は
上
代
に
は
な
い
。
奈
良
時
代
に
も
ま
だ
な
い
。
た
璽
萬
葉
集

の
中
に
、

　
　
　

梓

弓

ひ
き

み
ゆ

る

べ
み

お
も

ひ

み

て
心
は
す

で
は

寄

り
に
し
も

の
を

の
、
「
梓
弓
は
ひ
け
ば
弦
が
寄
る
」
の

「寄
る
」
と
、
「
心
は
君
に
寄
る
」

の

「
寄
る
」
と
同
晋
異
義
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
塩
に
懸
詞



亀

の
關

係

を
生

じ

、

そ

れ

で
兩

懲
想

が

混

合

せ

し

め

ら

れ

る
。

で
前

に

「
梓

弓

」

と

置

き
、

後

に

コ
寄

る
」

と
置

い

て
、
繰

語

的
隰

係

を
取

ら

し

た

の

で

あ

る
。

こ

の
類

を
弧

ひ

て

云

へ
ば

、

三

つ
あ

る

が
、

雫
安

朝

時

代

の
と
は

違

つ
て

ゐ

る
。

　

雫
安

朝

時

代

に
入

つ
て

現
ぱ

れ

た

縁

語

、

乃

ち

古
今

集

中

の
歌

に

あ

る

と

こ

ろ

の
縁

語

の
數

は

八

十

八

で
、

百
分

比
數

は
九

に
相

當

す

る
。

こ
れ

は

、
懸

詞

よ

り

も

少
數

で

あ

る

が
、

念

激

の
發

逹

で
あ

ら
ね

ば

な

ら

ぬ
。

　

　

　

　

夕

ぐ

れ

は

雲

の

は

た

て

に

物

ぞ

お

も

ふ

あ

ま

つ

筌

な

る

人

を

戀

ふ

と

て

「
夕
暮

は

遠

い
人

を
戀

ふ
る

心

が
起

る
」

と

い

ふ

の
が

主

で
、

「
雲

の
は

た

て

は
天

つ
察

に
あ

る
」
　
と

い

ふ

の
が

副

で
あ

る
。

そ
れ

に
於

て
、

後

者

の

「
雲

の
は

た

て
」

と

「
天

つ
塞
」

と

が

主

黒
想

中

に
顏

を
出

し

て

ゐ

て
、

ダ
暮

の
愛

慕

の
心
を

よ
く

現
は

さ
し

め

て

ゐ

る
。

乃

ち

副

思

想

か

ら

、

主

の

一
名

詞

と
、

他

の

一
名

詞

、
或

は

一
動

詞

、

或

は

形
容

詞

が
、

主

思
想

申

に
邇

度

の
距

離

で
現

は

れ

て
ゐ

る

の

で

あ

る
。

遠

方

の
意

の

「
天

つ
穴
亡

と
、

眞

の

「
天

つ
室

」

と

が
懸

詞

に
な

つ
て

ゐ

る
。

　

　

　

　

嘆

き

そ

め

し

宿

し

か

は

れ

ば

菊

の

花

色

さ

へ

に

こ

そ

う

つ

ろ

ひ

に

け

れ

始

に

「
宿

」

と

い
ふ
。

後

に

「
う

つ
ろ

ふ
」

と

い

ふ
。

「
う

つ
ろ

ふ
」

に
、

「
宿

に

か

は

る
」

と
、

菊

の

「
色

の
變

る
」

と

が
懸

つ
て
ゐ

る

で
、

そ

こ

に
ゅ連
・絡

が

出
來

て
、

副
愚

葱

の
二

語

が
士
宙
心
想

中

に

混
入

し

て

ゐ

る
。

　

　

　

　

白

雪

の

ふ

り

て

つ

.も

れ

る

山

里

は

す

む

人

さ

へ

や

思

ひ

淌

ゆ

ら

む

「、融
己

と

い

ぴ

「
淌

ゆ
」

と

い

ふ
。

こ

丶
に
副

思

想

が

二
語

に

よ

つ
て

現

は
れ

て
ゐ

る
。

「
雪

の
浩

え

る
」

と

「
淌

え

て
思

ふ
」

と

「
淌

え
」

が
懸

詞

に
な

つ

て
ゐ

る
。

　

　

　

　

梓

弓

春

た

ち

し

よ

り

年

月

の

射

る

が

如

く

も

お

も

ほ

ゆ

る

か

な

　

　

　

　

　

　

　

古
今
集

の
僚
舗醗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
八
七



ヨ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

琴
へ
八

「
春

に
な

つ
て

日

々
忙

し

い
。

從

つ

て
月

日

の
た

つ

の
が

早

い
」

と

主

思

想

に
『、梓

弓

は
射

る
L

の
副

思

想

が

「
光
陰

矢

の
如

し
」

の
關

係

か

ら
縁

語

が
出

來

て

ゐ

る
。

　
時

に
は

以

上

の
外

に

、
條

件

的

語
句

を
附

す

る
こ

と

が

あ

る
。

そ
れ

は

主

思

想

と

副
思

想

と

が

あ
ま

り

に
か

け

離

れ

て
、
連

絡

の
全

く

な

い
場

合

で
あ

る
。

そ

れ

に
は

、

「
あ
ら

ね
ど

も

」

と

か
、

「
な

ら

な

く

に
」

と

か

い

ふ
條

件

的
意

義

の
語

句

を

挿

入

す

る
。

　

　

　

　

わ

が

こ

ひ

は

知

ら

ぬ

山

路

に

あ

ら

な

く

に

ま

よ

ふ

心

ぞ

わ

び

し

か

り

け

る

は

「
戀

に

は
迷

ふ
」
、

「
山
路

に

は

迷

ふ
」

と

「
迷

ふ
」

に
兩

意

が
あ

る

の

で
、

懸

詞

と

な
り

、

前

者

が

主

思

惣
、

後

者

が
副

思

想

で
混

じ

て
ゐ

る
。

が
、

そ

の
各

の

主
語

の

「
戀

」

と

「
山
路

」

と

は
あ

ま

り

に
懸

離

れ

て
連

絡

が

な

い
。

こ

製
に

「
な

ら
な

く

に
」

の
挿

入

の
必

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

騨

要

が
あ

る

の

で
あ

る

。

　

　

　

　

別

て

ふ

こ

と

は

色

に

も

あ

ら

な

く

に

心

に

し

み

て

わ

び

し

か

る

ら

む

「
別

は

心

に

し
む

」

「
色

は
身

に

し

む
」

「
沁

む
」

が

一
つ
で

め

る

が
、

別

と
色

と

は
あ

ま

り

に
懸
絶

し

て
ゐ

る
。

こ

の
故

に

「
な

ら

な
く

に
」

を
要

し

て
來

る
。

　

以

上

の
類

乃

ち
副

思

想

が
、

一
名

詞

と

一
動

詞

、

(
時

と

し

て

は

一
形

容

詞

)

で

あ

ら

は

さ
れ

た

も

の
、
乃

ち
副

思

想

が
完

全

に
現

は

れ

て
ゐ

る

も

の
は
、

第

一
種

中

で
も

三
十

三

の
多

數

で
あ

つ

て
、

全

體

の
牛

數

以
上

に

も
上

つ
て

ゐ
る
。

こ
れ

を
第

一
と

し

て
み

る

。

　

第
二

に
次

い
で

は
、

第

二
を

云

は

な

け
れ

ば

な

ら

ぬ

、

第

二

は
、

副

思
想

が
、

主

の

一
名

詞

と
、

他

の
そ

れ

と

一
意

を
構

成

す

べ
き

他

の

一
名

詞

と

が
、

主

思

想

中

に
現

は

れ

る

も

の

で
あ

る
。

　

　

　

　

住

の

江

の

ま

つ

ほ

ど

久

に

な

り

ぬ

れ

ば

あ

し

た

つ

の

晋

に

な

か

ぬ

沼

は

な

し



の

「
松
」
を
鵡勝
に
、
「
鶴
」
を
後

に
出
し
て
、

「待

つ
」
と

昼

と
態

詞
の
形
を
取
ら
せ
・
そ
れ
茜

肇

し
て
藷

せ
し
め
た
の

で

あ

る
。

　
　
　
　

秋
風

は

身
を
分

け
て
し
義

か

な
く

に
人

の
心

の
窖

な

る

ら
む

颪

L
ま

ひ

「
塞
」
と
い
ふ
.
眞
の

「
塞
」
と
、
夢
中
に
な
る

「釜

と
懸
詞
に
な

つ
て
ゐ
る
・

　
　
　
　
人

、」
ふ

象

を

幕

と
に

な

ひ
も

て
梅

な
さ

」
そ

わ
び
し

か
り

け
れ

「
荷
」
と
い
ひ

務

L
と
い
ふ
.
「枴
」
と

蓬

期
L
纛

講

の
形
に
な

つ
て
ゐ
る
・

こ
の
類
は
岾剛
者
ト砥
り
も
少
な
く
、

岾朋
者
が
多
攀

、轟め
つ
た
の
度

し
て
ゐ
る
。

副
患
葱

裟

崇

完
全

に
行
は
れ

て
ゐ
な
い
の
が
そ

の

主
因

で

あ
ら

う

。

鸚

毅

鷺

簸

携
と饗

鯉
繍
が総

に鐔
。鶴
幾

嫁

一測
思
禦

現
は
φこ
れ
.Q
も

の
が
出
て
來
る
.
乃
ち
三
語
の
も
の
奮

て
來
る
の
で
あ
る
ど

れ
を
第
二
種
と
し
て
み
る
。

　
　
　

今
朝

は

し
も

置
き

け
む

方
も

知

ら
ざ

り

つ
お
も

ひ

恥

つ
る
ぞ

き
え

て
悲

し
き

「
霜
」
が
、王
で
、
「置
≦

、「
淌
ゆ
」
が
顔

。
「霜
」
は

「
し

も
」
憙

詞
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
云
ふ
ま
で

差

い
9

　
　
　

秋

霧

の
と
も

に
た

ち

い
で
〆・
わ

か
れ

な
籌

れ

ぬ
お
も

ひ
に

ご
ひ
や

わ

た
ら

む

「
秋
霧
」
蛮

で
、
「
立
つ
」
「
晴
・Q」
が
蓼

.
蒔

る
L
は

「
心
が
竺

主

、漿

晴
る
」
と
で
懸
詞
と
な
つ
て
ゐ
る
.

　
　
　

憂

き

、」
と
を

お
も
ひ

つ
ら
ね

て
か

糸

ね

の
な
き

こ
端
あ

た
れ

秋

の
よ

な
ー

　

　

　

　

　

　

古
ム、∴集

の
修
辭
…

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
八
九



三
九
〇

「
か
の
が
ね
」
が
主
、
「
つ
ら
ぬ
」
「,な
き
わ
た
る
」
が
績
く
。
「
泣
く
」

と

「啼
く
」
と
が
懸

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
類
が
第
二
秘
申
に
は
多
い
。
以
下
は
皆
少
な
い
。

　
　
　
　
お
も

へ
ど

も
人

目

づ

鼠
み

の
高
け

れ

ば
か

は

と
見

な
が

ら
え

こ
そ

わ
た

ら
ね

は

「
堤
」
「
川
」
「渡
る
」

と
蓮
な
つ
て
ゐ
る
。
乃
ち
二
名
詞

一
動
詞
で
副
田ハ想
が
現
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
「彼
は
」
と

「
殉
」

と
懸
ろ

て
ゐ

る
。

　
　
　
　
枯

れ

は

て
む
後

を

ば
し

ら

で
夏
草

の

ふ
か
く
も

人

の
お

も

ほ
ゆ

る
か

な

「
夏
草
」
「
枯
る
」
「
深
し
」
と
で
剛
思
想
を
現
は
し
て
ゐ
る
、
「
粘
る
」
と

「離
る
」
と
か
丶
つ
て
ゐ
る
。　
一
名
詞

一
動
詞

一
形
容
詞
と
漿

い
て
ゐ
る
。

　
以
上
の
や
う
な
も
の
は
少
數
で
あ
る
が
、
す
べ
て
第
二
種
ぱ
、
副
思
想
が
三
語
で
現
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
二
+
六
、
百
分
比
數
は
三

十
に
相
當
し
て
ゐ
て
、
少
な
い
が
後
に
な
る
と
、
却

つ
て
多
く
な

つ
て
ゐ
る
。
詞
花
集
の
如
き
は
、
最
も
多
く

て
百
分
比
數
四
十
九
に
ま

で
も
達
し
て
ゐ
る
。
漸
次
技
巧
的
に
な
つ
た
事
が
證
明
せ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
に
次
い
で
、
別
思
想

が

一
名
詞
と
他
の

一
動
詞
、　
一
形
容
詞
、
或
ぱ

一
名
詞
の
申

の
三
語

℃
、
合
し

て
四
語
で
主
思
想
中
に
現

は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
第
三
種
と
し
て
見
る
。

　
　
　

し

た

に
の
み
戀

ふ
れ
ぼ

く

る
し

王

の
緒

の
た
え

て
亂

れ

む
人

な

と
が

め
そ

「
玉
の
緒
…」
が
主
、
「
絶
ゆ
」
、
一
亂
る
L
、
「
く
る
し
」
と
績
く
。
「
苦
し
」
と

「繰
る
」
と
叉

「
宝
の
亂
る
」
と

「
心
の
亂
る
」
と
が
か

曳

つ
て
ゐ
る
。



　
　
　
　

青
柳

の
糸

よ
り

か
く

る
春

し

も
ぞ
亂

れ

て
花

の
綻

び

に
け

る

「
糸
」
「
よ
る
」
氤

る
L
羅

押ご

と
蓮
な
つ
て
ゐ
る
。
衣
の

「、綻
び
」
と
捲

の

「綻
び
」
と
か
ろ

て
ゐ

↓勉

　

　

　

　

水

の

泡

の

淌

え

〆し
う

き

身

と

い

ひ

な

が

ら

流

れ

て

な

ほ

も

た

の

ま

る

玉

か

な

「
泡

」

溶

ゆ
L

摩

く

」
「
流

る
」

と
綾

い

で
ゐ

る
。

ぢ

き
L

と

憂

身

」
、
「
流

る
」
と

「,な

が
ら

へ
る
」

の
意

と

懸

つ

て

ゐ

る
・

　
　
　
　
淦

ふ
こ

と

の
な

ぎ
さ

に

し
よ

る
警

れ

ば
-

ら

み

て

の
み
ぞ

た
ち

か

へ
り
げ

る

「
波
」
「汀
」
「
た

つ
」
と
、
「
汀
」
と
、
「無
き
」
と
、
「
う
ら
み
」
と

蒲

見
L

纛

満

に
な
つ
て
㊧

。
・

そ
れ
で
こ
の
修
飾
は
出
來
て

ゐ
る
。

　

こ
れ
ら
は
皆
煩
雜
に
過
ぎ
て
ゐ
る
が
、か
や
う
に
出
來
て
ゐ
て
十

一
を
數

へ
る
。
こ
れ
が
か
や
う
に
少
數
で
あ
る
の
に
・
獪
こ
れ
よ
り
も

少
數
で
、
技
巧
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ば
、
副
思
想
が
主
な
る

一
名
詞
に
續

い
て
、
他
の

一
名
詞
・　
一
動

詞
・

一
形
容
詞
の
中
の
い
つ

れ
か
の
四
語
が
、
、憲

想
中
に
混
じ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
乃
ち
五
語
で
、
副
思
想
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
・
そ
の
走

そ
れ
は
折
句
に
も
な

つ
て
ゐ
る
。

　

　

　

か

ら

衣

き

つ

&

な

れ

に

し

つ

ま

し

あ

れ

ば

は

る

ぐ

き

ぬ

る

た

び

を

し

そ

お

も

ふ

は

「
唐

衣

」
、

「
著

る
」
、
「
馴

る
」
、
「
蟄

、
「
張

る
」

と
連

關

し

て
ゐ

る
。

こ

の
技

倆

の

巧

み
さ

を

見

よ

・

し

か
も

・

そ

れ

に
俘

な

ふ
煩

縟

さ
を

見

よ
。

こ

の
煩

縟

味

は
獪

後

に
は

襲

ふ
も

の
が

あ

つ
て

、

　

　

　

霞

さ

へ

た

な

び

く

野

邊

の

松

な

れ

ば

塞

に

ぞ

君

の

千

代

は

知

ら

る

玉

　

　

　

も

ち

な

が

ら

千

代

も

め

ぐ

ら

む

さ

か

づ

き

の

清

き

ひ

か

り

は

さ

し

も

う

け

な

む

　

　

　

　

　

　

古
今
集

の
修
辭

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
九
輔



三
九
二

等
が
現
は
れ
て
ゐ
る
。

以
上
の
や
乏

・
懸
詞
に
蓮
關
を
も

つ
て
、
關
係
の
あ
藷

を
煮

想
中
に
混
入
し
て
、
副
思
黎
乞
完
杢

に
近
!
、現
は
し
て
、
錯
雜
の

妙
・
綜
合
の
巧
み
覧

せ
て
居
る
の
は
・
繕

の
詞
人
の
稿

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
.
物
を
智
的
に
い
ふ
.

こ
れ
に
よ
つ
て
才
馨

競
ふ
。

勝
ち
得
た
も
の
が
當
座
の
み
に
も
せ
よ
、
無
上
の
名
譽
蕎

ふ
の
は
、
才
子
婆

の
理
想
と
し
た
き

ろ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
.
含

の

如
く
・
な

無
用

の
技
巧
と
し
て
の
み
排
斥
す
る
こ
と
は
、
當
時
の
思
ひ
も
か
け
な
い
き

ろ
で
あ
つ
た
の
で
あ
.。
.
た
璽
A
・
日
に
在
つ

て
も
・
第

薐

の
如
き
簡
單
な
副
思
想
を
挿
入
し
て
、

一
種
の
う
る
さ
か
ら
ざ
る
複
爨

箋

φ驫

成
し
て
、
感
情
を
障
礙
な
く
表
は
し
め

る

こ

と
は

、

あ

な

が

ち

排

除

す

べ
き

こ

と

で
は

あ

る

ま

い
と
思

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
縁
語
に
道
寄
り
を
し
た
の
で
、
懸
詞
に
次
い
で
多
數
で
あ
る
譬
喩
に
急
ぐ
べ
き
を
後
れ
た
。

譬
喩
は
・
上
代
に
す
で
に
少
な
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
.
し
か
も
、
す
で
に
隱
喩
の
形
が
多
く
、
直
喩
が
少
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

短
歌

の
形
體
叢

つ
て
ゐ
る
も
の
み

に
就
い
て
ぞ

幽
の
で
あ
る
が
、
そ
の
兩
者
の
數
は
罕

七
、
募

比
數
は
三
+
七
で
あ
る
。
し
か

し
て
そ
の
四
十
六
は
隱
喩
の
形
式
を
取

つ
て
ゐ
る
。
上
代
.は
譬
喩
の
時
代
と
も
云

へ
る
。

　
奈
良
朝
時
代
に
は
・萬
葉
集
に
於
い
て
、譬
喩
は
上
代
よ
ゆ

も
減
少
し
て
ゐ
る
。
短
歌
の
形
體

の
も
の
丶
み

で
見
る
と
、
全
數
ぱ
三
〇
八
、

百
分
比
數
は
十
三
で
あ
る
か
ら
、
大

い
に
少
な
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
進
歩
し

て
、
今
日
も
な
ほ
興
趣

の
多

い
の
は
、
多
く
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
天
を
海
、
月
を
舟
に
比
し
て
、



》

　

　

　

　

天

の

海

に

月

の

舟

淨

け

桂

糧

か

け

て

漕

ぐ

み

ゆ

月

人

を

と

こ

雪

を

梅

に
比

し

て
、

　

　

　

　
わ

が

や

ど

の

冬

木

の

上

に

降

る

雪

を

梅

の

花

か

と

う

ち

見

つ

る

か

も
.

等
擧

げ
來

れ

ば

甚

だ
多

い
。

し

か

し

て
、

隱

喩
的

の
も

の
は

多

く

、

二

百

三

十

も

あ
り

、

直

喩

的

の
も

の
は
少

な

く

、

た

穿
七

矛
八

に
止

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

●

ま

つ

て

ゐ

る
歌

態

は
、

上

代

と
同

じ

や
う

で
あ

る
。

　

李

安

朝

時

代

に
入

つ
て
、

古

今

集

に
よ

る
と

、

こ
の

時

代

は

爾
時

代

を

通
過

し

た
後

で

あ
り

、

且

外

來

文

化

の
影
響

を

多
分

に
受

け

て

ゐ

る

と

こ

ろ

か

ら
、

ま

た
國

民

自

分

も

覺

醒

し

て
來

た

關

係

か

ら

、

洗
練

せ

ら

れ

、
鑄

冶

せ

ら

れ

た

も

の
が
澤

山

出

て
來

た
。

こ

の
洗

練

せ
ら

れ
鑄

冶

せ

ら

れ

た

と

こ

ろ

が
、

當

時

の
見

ど

こ

ろ

で
あ

る
。

こ
れ

ら

を

ま

つ

材

料

か

ら
見

る

こ

と

と

す

る
。

　

古

今
集

の
歌

に

川

ゐ

ら

れ

た
譬

喩

に
は

、

植

物

が

資

料

に
な

つ
た

の
が

最

も

多

い
。

そ

の
中

、

木

の
花

(
主

に
櫻

)

が
ま

た
多

い
。

そ

の
花

を

喩

義

、

雪

を

本

義

と

し

た
も

の
、

　

　

　

　

冬

な

が

ら

そ

ら

よ

り

花

の

散

り

く

る

は

雲

の

あ

な

た

は

春

に

や

あ

る

ら

む

　

　

　

　

冬

ご

も

り

思

ひ

か

け

ぬ

を

木

の

間

よ

り

花

と

見

る

ま

で

雪

ぞ

降

り

け

る

梅

を
喩

義

、

雪

を

本

義

と
し

た

の

は
、
萬

葉
集

に

あ

つ
た

が

、

そ

の

反
對

に
出

た

の

は
、

こ

の
時

代

か

ら

で
あ

る
。

　

　

　

　

雪

ふ

れ

ば

冬

ご

も

り

せ

る

木

も

草

も

春

に

し

ら

れ

ぬ

花

ぞ

さ

き

け

る

「
春

に

し

ら

れ

ぬ
」

の

一
40

に
、

才

も

見

え

る

が
、

嫌

味

も

見

え

る
。

　

雪

を
喩

義

、

梅

を

本

義

と

し

た

の
も

あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

古
ム7
集

の
修
辭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
兀
三



三
九
匹

　

　

　

　

花

の

色

は

雪

に

ま

じ

り

て

見

え

ず

と

も

香

を

だ

に

匂

へ
人

の

鄭

る

べ

く

は

そ

れ

で

あ

る
。

が
、

そ

れ

に
香

を

加

へ
て
、

　
　
　
　
梅

が
香

の
降
り

お
け

る
雪

に
ま
が

ひ
せ
ば
誰

が

こ

と
く

わ

き

て
を

ら
ま

し

と

云

つ
た

の

は
、

こ

の
時

代

人

の

巧
慧

さ

で
あ

る
。

　

花

を

喩

義

と

し

、

女

を

本
義

と

し

た
も

の

が
、

次

に
多

い
。

　

　

　

　

　

　

あ　　　　も　　へ

　

　

　

　

と

黛

む

べ

き

も

の

と

は

な

し

に

は

か

な

く

も

散

る

花

ご

と

に

た

ぐ

ふ

心

か

こ

の
花

は

、
花

摘

を

し

て
居

た
女

で

あ

る
。

花

曾
散

り
易

い
の

だ
な

も

の

暫.・う

る
か

ら

、

　

　

　

あ

だ

な

り

と

名

に

こ

そ

た

て

れ

櫻

花

年

に

稀

れ

な

る

人

も

待

ち

け

り

と

云

ふ
事

も

起

る
。

自

分

は

あ

だ

す

る
花

で
ぱ
な

い
と
斷

言

す

る
。

以
上

の
も

の
よ

り

も

、

以
下

の
ぱ

少
な

い
。

花

を
喩

義
、

波

を
本

義

と

し

た

の
は

、

萬

葉

集

に
も

す

で

に

あ

つ
た

。
「
白

木
綿

花

に
波

た
ち

わ

た

る
」

の
類

が

そ

れ

で
あ

る
。

こ
れ

が

こ

の
・時

に

も
績

く

。

　

　

　

谷

風

に

と

く

る

氷

の

ひ

ま

毎

に

う

ち

い

つ

る

波

や

春

の

は

つ

花

花

を

喩

義
、

心

を
本

義

と

し

て
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

●

　

　

　

　
い

う

み

え

で

う

つ

ろ

ふ

も

の

は

世

の

中

の

人

の

心

の

花

に

ぞ

あ

り

け

る

同

じ

く
花

を

喩
義

、

出

世
を

本

義

と

し

て

　

　

　

日

の

光

や

ぶ

し

わ

か

ね

ば

石

の

上

ふ

り

に

し

里

に

花

も

さ

き

け

り

は

妙

で
あ

ら

う

。

花

に
次

い

で
は

草

が

あ

る
。

そ
れ

の
老

い
た

の
を

喩
義

、

老

い
た

人
を

本

義

と

し

て
、



　
　
　
　
大
荒

木

の
森

の
下

草
老

い
ぬ
れ

ば
駒
も

す

Σ
め
ず

刈
る

人
も

な
し

は
率
直
さ
が
面
白
い
と
思
ふ
。

　

草
を
喩
義
、
戀
を
本
義
と
し
て
、

　
　
　
　
わ

が
戀

は
み

山

が
く

れ

の
草

な
れ

や
繁

さ
ま

さ
れ

ど
知

る
人

の
な

き

は
、
喩
義
宜
し
き
を
得
て
ゐ
る
。

　

草
の
中
で

「
忘
草
」
が
比
較
的
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
萬
葉
集
に
も
、

こ
の
草
は
屡

々
あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
喩
義
に
用
ゐ
た
の

は
こ
曳
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
忘
草

枯
れ

も

や

す

る
と

つ
れ
も

な
き

人

の
心

に
霜

は
お

か

な
む

は
、
そ
の
中
で
技
巧
的
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
厭
昧
が
あ
る
。

　

淨
草
は
比
鮫
、的
多
い
。
こ
れ
を
喩
義
、
身
を
本
義
と
し
て
、

　
　
　
　
わ

び

ぬ
れ

ば
身

を
う

き
草

の
根

を

た
え

て
さ

そ

ふ
水
あ

ら

ば

い
な
む

と
そ

お
も

ふ

は
絶
唱
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
著
し
く
巧
智

で
あ
る
。
菊
と
君
、
藻
と
思
」
薄
と
扶
、
撫
子
と
子
と
、
前
者

を
喩
義
、
後
者
を
本
義
と
し

た
も
の
も
あ
る
が
、
撫
子
の
は
、
懸
詞
に
も
關
係
を
も

つ
。

　
　
　

あ

な

ご
ひ
し
今

も
見

て
し
が
山

が

つ
の
垣

ほ

に
さ

け
る

大
和

な

で
し

こ

些
か
他
と
異
な

つ
て
ゐ
る
。

　
木
に
關
し
て
は
少
な
い
。
朽
木
を
喩
義
、
老
身
を
本
義
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
古
今
集
の
修
辭
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
五



三
九
六

　
　
　

膨

こ
そ
み

山
,
が
く

れ

の
朽
木

な
れ

心
は
"化
に
た
さ

ば
な

り

な
む

は
珍
ら
し
い
で
あ
ら
う
。
資
料
を
植
物
に
取
つ
た
も
の
は
四
十
二
を
數

へ
る
が
、
大
體
前
述
の
通
で
あ
る
。
色
、
形
、
匂
か
ら
心
を
牽
く

と
こ
ろ
か
ら
花
が
多
く
、
他
は
少
な
い
の
は
自
然

で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
盛
の
方
面
よ
り
も
、
衰

へ
の
方
面
を
取
る
こ
と
が
多
く
な

つ
て
ゐ
て
、
悲
哀
の
快
感
を
喜
ぶ
傾
向
は
、
此
處
で
も
見
ら
れ
る
。

　
地
に
關
し
た
も
の
は
、
前
者
に
繼
ぐ
。
そ
の
中
、
川
が

一
番
多
い
。
そ
れ
を
喩
義
、
涙
を
本
義
と
し
て

　
　
　
　
な
み

だ
川

枕

な
が

る

Σ
う

き

ね
に

は
夢

も

さ

だ

か
に

み
え
す

そ

あ
り

け

る

誇
張
の
極
點
で
あ
る
が
、
當
時
の
情
趣

ぱ
、
そ
れ
に
遖
し
た
と
見
え
る
。

　

た
穿
水
と
い
ふ
の
が
、
そ
れ
に
績
く
。
人
を
本
義
と
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
よ
し

の
川

雲

の
心

は

は
や
く

と
も
瀧

の
晋

に
は
た

て
じ

と
そ

お
も

ふ

水
脈
を
喩
義
、
雲
を
本
義
と
し
て
、

　
　
　
　
天

の
川
雲

の
水

脈

に

て
は
や

け
れ

ば
光

と

穿
め
ず

月
ぞ
流

る

エ

は
、
精

彩
が
あ
る
。

　
水

の
泡
は
、
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
喩
義
、
落
花
を
太
義
と
し

た
。

　
　
　
　
枝

よ
り

も
あ

だ

に
散

り

に
し
花

あ
れ

ば
落

ち

て
水

の
泡

と

こ
そ

な
れ

は
、
聯
想
が
當
を
得

て
ゐ
る
。

　
瀧
は
、
音
か
ら
喩
義
と
な
り
、
名
の
立
つ
と
、
涙
と
、
磬
と
が
本
義
と
な
つ
て
、



　
　
　
　
お

ろ

か
な

る
涙
ぞ

袖

に
董

は

な
す

わ
れ

は

せ
き
あ

へ
ず

瀧

つ
せ
な
れ

ば

等
が
あ
る
。

　
波
、
淵
、
堤
は
漸
次
少
な
い
。
波
を
喩
義
、
花
を
本
義
と
す
る
は
、
こ
丶
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
　
さ
く

ら
花

ち

り

ぬ
る
今

の
な

ご
り

に
は
水

な
き

塞

に
波

ぞ

た
ち
け

る

前
代
に
波
を
本
義
、
花
を
喩
義
と
し
た
の
を
、
逆
に
取
つ
た
の
は
始
め
て
ビ
あ
る
。
波
を
喩
義
、
鶴
を
本
義
に
し
た
の
も
始
め
て
f
あ
る
、

　
淵
の
喩
義
は
、
心
の
本
義
と
蓮
な
る
。

　
　
　
　
そ

こ

ひ
な

き
淵

や

は
さ

わ
ぐ
山

川

の
淺

き
瀧

に
こ
そ

あ
だ
波

は

た

て

淵

の
反
對

の
瀬
は
、
喩
義
と
し
て
、
淺
い
心
の
本
義
に
對
し
た
。

そ
れ
は
、
前

の
歌
に
あ
る
通
で
あ
る
。

　
堤
、
野
、
山
、
及
び
塵
を
喩
義
と
し
た
も
の
は
、
い
よ
/
＼
少
な
い
。
そ
の
中
で
、

　
　
　
　
風

の
う

へ
に
あ

り
か

定

め
ぬ
塵

の
身
は
ゆ

く

へ
も

し

ら
ず

な
り

ぬ
べ

ら

な
り

は
、
佛
典
か
ら
來
た
の
で
あ
ら
う
が
、
作
者

の
生
活
欺
態
さ

へ
思
ひ
や
ら
れ
て
哀
れ
で
あ
る
。
す
べ
て
地
に
關

す
る
も
.の
は
二
+
八
を
數

へ
る
9

　
天
に
關
す
る
も
の
は
、
地
と
大
抵
同
樣
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
雪
を
喩
義
と
し
、
花
を
本
義
と
し
た
も
の
が
最
も
多
い
。

　
　
　

駒

な

め

て

い
ざ

見

に
ゅ

か
む
故

郷

は
雪

と
の
み

こ
そ
花

は
ち

る
ら

め

の
類
で
あ
る
が
、
當
時
は
新
し
い
譬
喩
と
し
て
光
が
あ
つ
た
に
相
違
な

い
。

　
雪
を
喩
義
、
白
髪
を
本
義
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
古
今
集
の
修
辭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竃
九
七



望
九
八

　

　

　

春
層
の

H

の

ひ

か

り

に

あ

た

る

我

な

れ

ど

か

ら

し

の

雪

と

な

る

ぞ

わ

び

し

き

は
・
今

で

筆

凡

で
あ

る

が
・

こ

の
述

作

の
場

八
n
が
、

咄

嵯

の
場

含

で

あ

る

の
で
、

巧
慧

を

稱

へ
♪
り
れ

た

の
で

あ

ら

う
.

雪
を
喩
義
、
思
を
本
義
と
し
て
、

　
　
　

君

が
お
も

ひ
雪

と

つ
も

ら

ば
た

の
ま
れ
ず
春

よ
り

後

は
あ

ら
じ

と
想

へ
ば

と
云
つ
た
の
は
、
確
か
に
敵
の
虚
を
巧
み
に
衝
い
た
も
の
と
思
ふ
。

　
月
は
前
者
に
次
ぐ
。

こ
れ
を
喩
義
、
雪
を
本
義
と
し
て
、

　

　

　

あ

さ

ぼ

ら

げ

有

明

の

月

と

み

る

圭

・

に

よ

し

の

丶

黒

に

降

れ

る

白

雲

は
、
微
雪

で
、
し
か
見

え
た
の
で
あ
ら
う
。

　
月
を
そ
の
光
か
ら
、
君
恩
の
本
義

に
對
し
た
の
は
、
爰
當
で
あ
る
。

　
　
　

ひ
さ

か

た

の
中

に
生

ひ
た

る
里

な
れ

ば
光

を

の
み

ぞ
た

の
む

べ

ら
な

る

　
月
を
正
し
い
入

に
比
し
て
、

　
　
　
　
お
ほ
ぞ

ら
を

照

り
ゆ

く

月
し
清

け
れ

ば
雲

か
く

せ
ど

も
光

淌

な
く

に

は
強
い
云
ひ
方
で
あ
る
・
月
の
光
が
何
寉

も
さ
す
の
で
、
冫
、れ
を
喩
義
に
何
處
に
も
出
入
す
る
人
皋

義
最

つ
た
の
は
、

　

　

　

　
か

つ

見

れ

ど

う

と

く

も

あ

る

か

な

月

か

げ

の

い

た

ら

ぬ

里

も

あ

ら

じ

、ζ
想

へ
ば

で
あ

る

が
、

巧

み

で

あ

る

。

　

雲

を
喩

義

、

花

を
本

義

と

し

た

の

は
、



　

　

　

　

櫻

花

さ

き

に

け

ら

し

な

あ

し

び

き

の

山

の

か

ひ

よ

り

み

ゆ

る

白

雲

當

時

に

あ

つ
て

は
、

新

彩

の
あ

る
も

の

で
あ

る
。

伺
じ

く
雲

を
喩

義

と

し

、

瀧

を

本

義

と

し

た

の
も

面

白

い
。

し
か

も

、
袂

を
本

義

と

し

た

の
は

、

突

飛

で
あ

ら

う
。

　

　

　

　
墨

染

の

君

が

袂

は

雲

な

れ

や

た

え

ず

涙

の

雨

と

の

み

降

る

は
今

日
想

像

だ

に

せ
ら

れ

な

い
。

涙

の
雨

か

ら

作
り

上

げ

た

も

の

で

あ

る
。

更

に
そ

れ

に
、

男

の
遠

ざ

か

る

の
を

比

し

た

の
に
對

し

て
・

男

が
、

　

　

　

ゆ

き

か

へ

り
、室

に

の

み

し

て

經

る

こ

と

は

わ

が

ゐ

る

山

の

風

は

や

み

な

り

と
雲

を
自

分

の
喩

義

に
取

つ

た

の

ぱ

巧
緻

で
あ

ら

う

が

、
斧

鑿

の
痕

を

み

る
。

　

露

を
喩

義

、

命

、

涙

を
本

義

と

し
た

の
は
想

到

し
易

い
。

　

　

　

秋

な

ら

で

お

く

白

露

に

ね

ざ

め

す

る

わ

が

手

枕

の

し

つ

く

な

り

け

り

は

、

今

で
は

陳

腐

で
あ

る
。

　

風

を

喩

義
、

媒

を

本
義

と

し

た

の
に
、

　

　

　

　
し

ら

波

の

あ

と

な

き

か

た

に

ゆ

く

舟

鼠
り
風

ぞ

た

よ

り

の

し

る

べ

な

り

け

る

が

あ

る

が

、

こ
れ

に

ぱ
適

合

の
妙

を

み

る
。

　
風

に
對

し

て
戀

人

を

本

義

と

し
た

、

　

　

　

宮

城

野

の

本

あ

ら

の

小

萩

露

を

お

も

み

風

を

ま

つ

.こ

と

君

を

こ

そ

ま

て

　

　

　

　

　

　

古
今
汐、軍
の
修
辭
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四
〇
〇

は
、
可
隣

で
あ
る
。

　

日
に
對
し
て
天
恩
、
ま
た
は
君
を
本
義
と
し
た
の
は
、「
高
光
る
日
の
君
」
な
ど
す
で
に
あ
つ
た
。
し
か
し
.

　
　
　
　
峯
高

き
春

日

の
山

に
出

つ

る
月

は

く
も

る
時

な
く

て
ら

す

べ
ら

な

り

は
、
森
嚴
の
語
、
及
び
調
で
あ
る
。

　
雨
を
喩
義
と
し
、
涙
、
落
葉
文
は
紅
葉
を
本
義
と
し
た
の
は
、
感
趣
中
心
主
義

の
時
に
は
當
然
出
づ
べ
き
も

の
で
あ
る
が
.

　
　
　
　
な

く
涙

雨

と
降

ら

な
む

わ
た

り
川
水

ま
さ
り

な

ば
か

へ
り
く

る
が

に

は
、
誇
張
に
過
ぎ
て
、
す
で
に
眞
昧
は
な
い
。

　
以
下
の
も
の
は
少
數
で
あ
る
が
露
に
名
の
立

つ
を
、
烟
に
戀
人
を
、
星
に
菊
を
比
し
た
の
は
、
い
つ
れ
も
奇
抜
で
あ
る
か
ら
、
随
件
者

が
一隨
つ
て
少
な
い
。

　
　
　

須

磨

の
あ

ま

の
鹽
燒

烟

風
を

い
た
み
思

は

ぬ
方

に
た

な
び
き

に
け

り

は
面
白

い
で
は
な
い
か
。
す

べ
て
天
に
關
す
る
も
の
は
、
二
十
九
を
數

へ
る
。

　
器
具
服
飾
に
關
す
る
も
の
は
、
前
者
よ
り
も
少
な
い
。
錦
を
喩
義
、
紅
葉
を
本
義
と
し
た
の
は
古
く
か
ら
あ
る
。
こ
れ
を
巧
み
に
、

　
　
　

見

る
人
も

な

く

て
ち
り

ぬ
る

奥
山

の
紅
葉

は
夜

の
錦

な

り
け
り

は
古
事
に
よ
つ
で
、
「
夜
の
錦
」
と
の
み
云
つ
た
の
に
、　
一
歩
を
進
め
て
ゐ
る
。
技
巧
的
に
た
し
か
に
優
秀
で
あ
る
。

　
錦
を
喩
義
、
柳
櫻
を
、
本
義
と
し
た
の
は
、
新
し
か
つ
た
に
相
違
な
い
。

　
　
　
　
み
わ

た

せ
ば
柳

さ
く

ら
を

こ
き

ま

ぜ

て
都

ぞ
春

の
錦

な
り
け

る



は
有

名

な

も

の
で

あ

る
。

そ

の
有

名

の
原

因

は
、

新

し

い
譬

喩

に
あ

つ
た

の
で

あ

る
。

　

玉

を

喩
義

と

し

た

も

の

は
、

そ

の
數

前

者

に
次

ぐ

。

露

の
玉

な

ど

と

い

ふ

の
は
、

當
時

に

は

ま

だ
古

く

な

い
。

　

　

　

　
秋

の

野

に

お

く

白

露

は

王

な

れ

や

つ

ら

ぬ

き

か

く

る

く

も

の

糸

す

ち

な
ど

い

ふ

に
技

巧

が
あ

る
。

　

　

　

淺

み

ど

り

絲

よ

り

か

け

て

白

露

を

玉

に

も

ぬ

け

る

奉

の

柳

か

も

、

同

じ

く

技

巧
的

な

の

に
興

味

が

あ

る

。

　

玉

を

喩

義

、

瀧

の
水

玉

を
本

義

と

し

た

の

は
、

珍

ら

し

い

で
あ

ら

う

。

　

　

　

　
ぬ

き

み

だ

る

人

こ

そ

あ

る

ら

し

白

玉

の

聞

な

く

も

散

る

か

袖

の

狹

き

に

の
類

は
、

そ

れ

で

あ

る
。

　

玉

に
涙

を

比

す

る

と
は

、
當

時

で

は
、

爰

當

で
あ

つ
た

で
あ

ら

う
。

　

　

　

　
白

玉

と

み
え

し

涙

も

年

ふ

れ

ば

唐

紅

に

う

つ

ろ

ひ

に

け

り

　

　

　

　

つ

曳

め

ど

も

袖

に

た

ま

ら

ぬ

白

王

は
.,人

を

み

ぬ

め

の

涙

な

り

け

り

こ
れ

は
後

に
な

る

に
從

つ

て
、

い

よ
ノ
＼

多

い
。

　

舟

を

喩

義

、

雁

を

本

義

と

し

た
は

、

牽
強

で
あ

る

。

　

　

　

秋

風

に

聲

を

ほ

に

あ

げ

て

く

る

舟

は

あ

ま

の

と

わ

た

る

雁

に

ぞ

あ

り

け

る

「
聾

を

ほ

に
あ

げ

て
」
と

い

ふ

の

か

ら
、

「
舟

」
に
想

到

し

た

の

で
あ

ら

う

が

、

こ
れ

は
牽

張

で

あ

る
。

が

、
木

の
葉

に
比

し

た

の
は
、

穩

當

　

　

　

　

　

　

古
今
焦
ハ
の
修
辭
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.　
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四
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二

で
あ
ら
う
。

　
　
　

白

波

に
秋

の
木

の
葉

の
う

か
べ

る
を
あ

ま

の
流

せ

る
舟

か

と
そ

み
る

流
せ
る
は
、
流
し
失
つ
た
舟
の
意
で
あ
る
。
こ
の
白
波
は
廣

い
池
な
ど
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
衣
を
喩
義
、
戀
人
を
本
義
と
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
却

つ
て
霞
を
比
し
た
の
が
有
名
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　

春

の
著

る
霞

の
衣

き

ぬ
を
弓

す

み
山
風

に

こ
そ

み
だ

る

べ
ら

な
れ

譬
喩
は
面
白
い
が
、
牽
張
に
陷
つ
て
ゐ
る
。

　
布
を
喩
義
、
瀧
を
本
義
と
し
た
の
は
、
「
瀑
布
」
と
い
ふ
語
の
飜
譯
か
と
も
謂
は
れ
る
。

　
　
　

主
な

く

て
さ

ら
せ

る
布

を
七

夕

に
わ

が
心

と
や

今

日
は
か

さ

ま
し

　
　
　

た
が

た

め
に

ひ
き

て
さ

ら

せ
る
布

な
れ

や

世
を

へ
て
見
れ

ど

と
る
人

も

な
き

主
語
の
瀧
が
省
か
れ
て
ゐ
る
の
で
、
意
義
や

丶
不
明
で
あ
る
が
、
題
に
よ
つ
て
理
解
せ
ら
れ
る
。

　
以
上
と
變

つ
て
、
絲
を
喩
義
、
瀬
を
本
義
と
し
た
の
は
、

　
　
　

清
瀧

の

せ

瓦
の
し
ら

い
と
く
り

し

め

て
山

分

衣
織

り

て
著

ま

し
を

で
あ
る
が
、
技
巧
に
過
ぎ
て
智
.感
に
遠

い
。

　
器
其
服
飾
に
關
す
る
も
の
は
、
大
體
前
の
如
く
で
あ
る
。
三
十
を
數

へ
て
多
い
方
で
あ
る
。
動
物
に
關
す
る
も
の
は
そ
れ
よ
り
も
少
な

い
。

　
杜
宇
を
喩
義
、
男
を
本
義
と
し
て



　

　

　

た

が

里

に

夜

が

れ

を

し

て

か

杜

宇

た

黛

こ

曳

に

し

も

ね

た

る

聲

す

る

は

面

白

い
が

、
「
寐

る
」

で
本

義

が
あ

ら

は

れ

て
、

杢

體

の
喩

義

な

る

べ
き

を

破

つ

て

ゐ
る
。

　

千

鳥

の
跡

の
交

字

に
似

て

ゐ

る

と

こ

ろ
か

ら

、

　

　

　

忘

れ

な

む

時

し

の

べ

と

そ

た

ま

千

鳥

ゆ

く

へ

も

し

ら

ぬ

あ

と

を

と

黛

む

る

は

哀

深

い
。

　

啼

く

と

い

ふ

こ

と
が

、
人

の
啼

く

と

い

ふ

こ

と

と

お
な

じ

や

う

な

意

味

を
感

じ

た

隣
代

で
あ

る

の
で

、
戀

に
泣

く
關

係

か

ら

、
雉

子

か
ら

、

　

　

　

春

の

野

の

し

げ

き

草

葉

の

妻

戀

に

と

び

た

つ

雉

子

の

ほ

ろ

曳

と

そ

な

く

雁

か

ら

、

　

　

　

植

ゑ

て

い

に

し

秋

田

か

る

ま

で

み

え

こ

ね

ば

今

朝

初

雁

の

ね

に

ぞ

な

き

ぬ

る

鶉

か
ら

、
　

　

　

　

　

　

　

　

・

　

　

　

野

と

な

ら

ば

鶉

と

な

き

て

年

は

へ

む

か

り

に

だ

に

や

は

君

が

ご

ざ

ら

む

鶴

か

ら

.

こ
れ

は

榮

逹

し

な

い
歎

き

の
泣
聲

か

ら

、

　

　

　

あ

し

た

つ

の

ひ

と

り

後

れ

て

な

く

こ

ゑ

は

雲

の

上

ま

で

き

こ

え

つ

が

な

む

蟋

蟀

も

、

蝿

も

、

お
な

じ

く

戀

の
啼

き

聲

を

取

る
。

　

　

　

き

り

み
丶

す

い

た

く

な

な

き

そ

秋

の

夜

の

な

が

き

思

は

わ

れ

ぞ

ま

さ

れ

る

　

　

　

明

け

た

て

ば

殫

の

を

り

は

へ

な

き

く

ら

し

夜

に

螢

の

も

え

こ

そ

わ

た

れ

　

　

　

　

　

　

古
今
ぬ集
の
修
辭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
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四
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螢

は
難

え

る

に
調

し

て

ゐ
る

。

か

う

し

イ丶

動

物

は

、

少

な

く
十

】
の
み

心.紙
數

へ
る
。

　

人

を
喩

義

と

し

た
も

の
は

、

海

人

が

ま

つ

多

い
。

　

　

　

　

う

き

め

の

み

生

ひ

て

な

が

る

乂
浦

な

れ

ば

か

り

に

の

み

こ

そ

海

人

は

よ

る

ら

め

本

義

は

男

で
あ

る
。

み

る

め

を

刈

り

に

よ

る

と

云

つ
た

の

で

あ

る
。

　

入

に
添

ふ
影

を

喩

義

と

し

て
、

　

　

　

　

よ

る

べ

な

み

身

を

こ

そ

遠

く

へ

だ

て

っ

れ

心

は

君

が

か

げ

と

な

り

に

き

遠

近

を

上

手

に
述

べ

て

ゐ

る
。

眞

情

も

見

え

る
。

巧

み

と

い

ふ

べ
き

で
あ

ら
う

。

　

疑

問

的

に

は

述

べ

て

あ

る

が
、

夢

を

喩

義

、

世

中

を

本
義

と

し

た
も

の

は
、

　

　

　

　

世

の

申

は

夢

か

う

つ

x

か

う

つ

玉

と

も

夢

と

も

し

ら

ず

あ

り

て

な

け

れ

ば

反
覆

の
巧

み

さ
も

見

え
、

厭

世

の
意

も

十

分

に

あ

ら

ぱ
れ

て
ゐ

る
。

　

涙

の
喩

義

は
多

さ
う

で
少

な

い
。

　

　

　

　

春

雨

の

降

る

は

涙

か

さ

く

ら

花

ち

る

を

を

し

ま

ぬ

人

し

な

け

れ

ば

以
後

に
な

る

と
多

く

な

る
。

す

べ

て
、
入

に
開

し

た

も

の
は
、

た

じ
八

の
み

で

、

す

で

に
多

く
な

い
。

　

古

今

集

の
譬

喩

を

材

料

か

ら
見

る

と

、
大

體

以
上

の
通

で
あ

る
。

こ
れ

ら

を

通

親

す

る

と
、

こ

と
に

目

に
附

く

の

は
、

そ
れ

ら

の
纖

細

で
あ

る

こ
と

で
あ

り

、
ま

た
佳

麗

で

あ

る

こ

と

で
あ

る
。

動

物

で
も

、
植

物

で
も

、大

き

な

も

の
、

粗

い
も

の
は
使

は
す

、

小

さ
な

も

の
細

か

な

も

の
美

し

い
も

の
を
用

ゐ

て

ゐ
る

。

花

と
か

、

錦

と
か

前

代

に
美

し

い
と

し

た

も

の
は

、

い
ろ

ノ
＼

用

ゐ

ら
れ

て
、
譬

喩

の
中

心

の



形
を
し
て
ゐ
る
。

　
ま
た
當
時
は
、
材
料
を
よ
く
選
揮
し
て
用
ゐ
る
こ
と
を
し
て
ゐ
る
。
眼
前
に
あ
る
か
ら
、
匆
卒
に
用
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
前
代
に
も

す
で
に
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
獪
ど

の
時
代
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
度
に
於
い
て
少
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
の
時
の
は
、
類
似
點
を
十

分
に
認
め
て
、
場
處

の
近

い
も
の
と
、
遠
い
も
の
と
の
厩
別
は
せ
す
、
精
密
に
考

へ
て
、
遖
営
な
も
の
を
用
ゐ
る
こ
と
を
し
て
ゐ
る
。

　
ま
た
次
に
、
前
出

の
語
の
蓮
想
に
よ
つ
て
、
譬
喩
の
主
材
を
考

へ
、
ま
た
は
主
材
に
蓮
關
し
て
、
耐
主
材
と
い
ふ
べ
き
も
の
を
作
り
出

し
、
或
.は
そ
れ

の
屬
性
に
よ
つ
て
、
材
料
を
98
躍
せ
し
め
る
や
う
に
す
る
。「
ひ
さ
か
た
の
雲
の
上
に
て
見
る
菊

は
あ
ま
つ
星
を
ぞ
あ
や
ま

た
れ
け
る
」

の
星
は
菊
を
指
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
據
は

「
雲
の
上
」
に
あ
る
。
「
雲
の
上
」
か
ら

「
星
」

に
想
到
し
、
而
し
て
そ
れ

を
菊

の
譬
喩
に
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。
「
し
ら
波

の
あ
と
な
き
方
に
ゆ
く
舟
も
風
ぞ
た
よ
り
の
し
る
べ
な
り
け
る
」
は
、
舟
を
自
分
に
、
人
を

慕
ふ
意
を
海
上
を
行
く
舟
に
比
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
風
を
點
出
し
て
、
そ
れ
を
媒
に
比
し
た
の
で
あ

る
。
・王
材
が
僻
、
副
主
材

が
風
と
な

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
室
蝿

の
世
に
も
似
た
る
か
櫻
花
さ
く
と
見
し
ま
に
か
つ
散
り
に
け
り
」
は
、
櫻
花
に
世
を
擬
し
た
の
で

あ
る
が
、
櫻
花
が
早
く
散
る
の
と
、
世
が
早
く
移
る
の
と
、
よ
く
邇
合
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
櫻

の
屬
性
が
よ
く
活
躍
し
て
ゐ
る
。
か

や
う
に
、
熟
慮
深
思
と
も
い
ふ
べ
き
結
果
か
ら
、
譬
喩
が
生
じ
て
ゐ
る
の
は
、
前
代
に
は
乏
し
か
つ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
次
に
ま
た
、
當
時
に
は
、
譬
喩
は
意
義
か
ら
作
ら
れ
る
の
が
正
當
で
あ
る
が
、
た
Ψ
名
前
乃
ち
昔
か
ら
出
來

て
ゐ
る
の
が
比
較
的
多
く

な

つ
て
ゐ
る
。「
明
日
」
と
「飛
鳥
」
と
同
普
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
昨
日
と
い
ひ
今
日
と
く
ら
し
て
飛
鳥
川
流
れ

て
早
き
月
日
な
り
け
り
」

も
出
て
來
て
ゐ
る
。
た
穿
、
川
の
流
と
年
月
と
、
早
さ
が
似
て
ゐ
る
と
い
へ
ば
い

x
の
で
あ
る
の
に
、
飛
鳥
川
と
云
つ
た
の
は
、
明
日
と

同
晋
の
關
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
人
を
見
る
め
」
と
海
卓
の

「
み
る
め
」
と
、
「,子
」
と
「
撫
子
」
と
の
如
き
も
、
同
じ
行
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

古
今
集
の
修
黷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　繭
〇
五
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乃
ち
懸
詞
の
關
係
か
ら
、
譬
喩
が
出
來

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
時
代
に
於
い
て
多
く
な
つ
て
、
次
々
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
な
ほ
、
當
時
の
譬
喩
の
成
立
に
、
誇
張
の
分
子
の
多
く
な
つ
て
ゐ
る
事
は
見
逃
せ
な
い
。
誇
張
ぱ
前

々
代
か
ら
あ
る
。
小
事
を
大

事
ら
し
く
い
ふ
。
微
物
を
長
物
ら
し
く
述
べ
る
。
こ
れ
は
そ
の
當
時
の
人
々
の
心
に
は
、
し
か
思
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
決
し
て
、
故
意

に
さ
う
云
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
今
日
か
ら
は
し
か
見
え
、
し
か
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
頃
に
は
、
對
者
に
注
意
を
喚
起

す
る
爲
め
に
、
や

製
意
識
的
に
小
を
偉

に
微
を
大
に
し
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
刺,涙
の
川
L
、
「涙

の
瀧
」
、
「花
の
波
旨

思
ひ
に
も
え
る
を

富
士
の
山
、
涙
の
波
た
つ
袖
を
清
見
關
に
比
べ
る
に
到

つ
て
は
、
あ
ま
り
の
誇
張
と
云
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
れ
に
よ
つ
て
、
當
時

は
た
し
か
に
豫
想
し
た
效
果
を
擧
げ
得
た
の
で
あ
ら
う
。
が
、
後
に
到
る
に
從
ひ
、
慣
習
的
に
な
り
、
か
う
云
は
な
け
れ
ば
歌
の
常
識
の

な

い
人

の
や
う
に
さ

へ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
譬
喩
は
、
誇
張
に
過
ぎ
て
眞
率
を
缺
い
て
ゐ
る
。

　

以
上
の
諸
種
の
譬
喩
を
、
ど
う
い
ふ
形
で
、
當
時
は
現
は
し
て
ゐ
る
か
が
、
次
の
問
題
で
あ
る
。
直
喩
と
隱
喩

は
、
そ
の
重
な
形
で
あ

る
か
ら
、
ま
つ
こ
の
二
つ
に
區
別
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
も
、
截
然
と
分
け
て
、
兩
種
の
い
つ
れ
か
に
隷
屬
せ
し
め
ら
れ
る
の

も
あ
る
が
、
介
在
し
て
、
い
つ
れ
に
も
附
け
得
な
い
の
が
少
な
か
ら
す
あ
る
。
ま
つ
、
十
分

に
隱
喩
と
し
て
認
め
得

べ
き
も
の
を
取
つ
て

見
る
と
、

　
　
　
　
そ

こ
ひ

な
き

淵

や

は
さ

わ
ぐ

山
川

の
淺

き
瀬

に

こ
そ

あ
だ

波

は
立

て

　
　
　
　
奧

山

の
岩

が
き
紅

葉

ち
り

ぬ

べ

し
照

る
日

の

ひ
か
り

見

る
時

な
く

て

前
者
は
、
戀
す
る
人
の
心
の
深
さ
淺
さ
を
述
べ
、
後

に
宮
仕
し
な
い
で
山
に
こ
も
る
人
を
比
し
た
の
で
あ
る
。

と
も
に
表
面
の
意
義
は
十

分

に
現
は
れ
、
そ
れ
の
み
で
既
に
完
成
し
た
歌
で
あ
る
が
、實
は
喩
義
で
あ
つ
て
、
そ
の
背
後
に
前
忙
述
べ
た
本
義

は
す
つ
か
り
隱
さ
れ
て



ゐ
る
。
こ
れ
が
眞
の
隱
喩
で
、
譬
喩
と
し
て
は
最
も
巧
妙
に
出
來

て
ゐ
る
。
そ
の
も

の
が
古
今
集
に
は
五
十
だ
け
あ
る
。
百
分
比
數
は
三

十
四
に
相
當
す
る
。
前
代
に
百
分
比
數
が
六
十
六
で
あ
つ
た
の
に
對
し
て
、
著
し
く
減
少
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
云
ふ
助
辭
の
發
逹

が
、
そ
の
因
を
な
し
て
ゐ
る
。
以
上
の
類
を
第

一
種
と
し
て
見
る
。

　
隱
喩
の
申
で
、
本
義
が
喩
義
に
績

い
て
現
は
れ
、
そ
れ
が
、「
の
」
の
助
辭
で
結
び
つ
い
て
、
一
語
と
な
つ
て
ゐ
る
の
が
第

一
種
に
續
く
。

「
紅
葉
の
錦
」
「涙

の
川
」
「
心
の
花
」
「波

の
花
」「
塵
の
身
」「
身
の
白
玉
」「
霞
の
衣
」「
雲
の
水
脈
」等
、

い
つ
れ
も
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
中
「
の
」

を
省

い
て

一
熟
語
形
と
な
つ
た
も

の
に
、「人
目
堤
」
「
涙
川
」
も
あ
る
。
こ
の
涙
川
は
、
五
度
ま
で
も
古
今
集
中
に
現
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

よ
ほ
ど
興
趣
を
感
じ
た
の
と
見
え
る
。

こ
の
數
は
二
十
七
、
百
分
比
數
は
十
八
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
代
の
二
倍

に
も
増
加
し
て
ゐ
る
。
こ

れ
を
第
二
種
と
し
て
置
く
。

　

一
首
の
歌

の
中
に
、
本
義
と
喩
義
と
が
共
に
表
面
に
現
は
れ
な
が
ら
、
そ
の
聞
に
何
等
の
關
係
と
な
る
べ
き
語
句
も
な
い
が
、
實
は
離

る
べ
か
ら
ざ
る
蓮
絡
が
あ
る
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
喩
義
と
本
義
と
が
、
す
で
に

一
般
に
知
ら
れ
て
、

一
々
關
係
語
を
置
か
す
と
も
解
し
え

ら
れ
る
ま
で
に
到
つ
た
程
度
に
於

い
て
、
は
じ
め
て
成
る
も
の
で
あ
る
。
乃
ち
、「
紅
葉
」
と

「錦
」
、
「雪
」
と
「
花
」
と
の
關
係
は
、
す
で

に
知
悉
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
龍
田

川
紅

葉

み
だ
れ

て
流

る
め
り

渡

ら
ば
錦

中

や
絶

え

な
む

　
　
　
　
霞

た

ち
木

の
芽

も

は

る

の
雪

ふ
れ

ば
花

な
き

里

も
花

ぞ
散

り

け

る

こ
の
も
の
は
、
す
で
に
少
な
い
。
た
璽
八
で
、
百
分
比
數
は
五
に
と
じ
ま

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
を
第
三
種
と
し
て
見
る
。

　
本
義
と
喩
義
と
が
、「
な
り
け
り
」
叉
は

「
あ
り
け
り
」
と
い
ふ
読
明
語
を
取
る
も
の
は
、
す
で
に

一
般
に
近
く
承
認
せ
ら
れ
た
も
の
か

　
　
　
　
　
　
　

古
今
集
の
修
辭
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
〇
七



四
〇
八

ら
起
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
些
か
進
め
て
、
冐
險
的
に
道
破
す
る
と
、
異
な
つ
た
趣
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
秋
風

に
聲

を

ほ

に
あ

げ

て
來

る
舟

は
天

の
と

わ

た
る
雁

に
ぞ

あ

り
け

る

　
　
　
　
風
吹

け

ど

と

こ
ろ
も

去

ら

ぬ
白

雲

は
世
を

へ
て
落

つ
る
水

に
ぞ

あ

り
げ

る

い
つ
れ
も
、
「
あ
り
け
り
」
を
取
つ
て
從
來

の
範
圍
を
脱
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
助
辭
を
取
る
も
の
を
第

四
種
と
し
て
見
る
と
、
そ

の
も
の
は
少
な
く
て
十
五
を
數

へ
る
。

　
眞

の
隱
喩
及
び
そ
れ
に
近
似
し
た
も
の
は
、
以
上

の
通
で
あ
る
。
が
前
代
よ
り
も
減
少
し
て
百
で
、
百
分
比
數
ぱ
六
十
七
に
あ
た
る
。

譬
喩
の
普
遍
的
に
な
つ
た
も
の
か
ら
隱
喩
が
出
來
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
が
進
ん
で
、從
來

の
範
疇
以
外
に
脱
し
て
來
る
と
、

お
の
つ
か
ら
読
明
語

の
必
要
が
起
る
。
前
代
よ
り
も
奇
拔
な
新
奇
な
喩
義
が
考

へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
嘗
時
に
於
い
て
は
、
こ
の
類
の

減
少
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
直
喩
は
上
代
か
ら
多
か
つ
た
。
そ
の
中
で
、
多
か
つ
た
「
ご
と
」
で
本
義
を
喩
義
と
を
繋
ぐ
も
の
が
、
ま
つ
目

に
入
る
。
こ
れ
に

「
の
」

の
加
は
つ
て
、「
の
ご
と
」
と
な
つ
た
の
も
こ
れ
に
入
れ
る
と
、

　
　
　
　
花

の
ご

と
世

の

つ
ね

な

ら
ば

過

し

て
し
昔

は
ま

た
も

か

へ
り

來

な
ま

し

も
あ
る
。
こ
の
類
は
多
く
な
く
て
、
た
だ
三
あ
る
の
み
で
あ
る
。
が
第

一
種
と
し
て
み
る
。

　
本
義
喩
義
の
連
接
に
、
「
と
」
の
助
辭
を
使

つ
て
、
「
と
見
ゆ
」
、
「
と
見
る
」
、
「,と
散
る
」
等

の
動
詞
、
時
に
は
形
容
詞
と
績
け
た
類
が

あ
る
。

　
　
　
　
こ

玉
ろ
ざ

し
深

く

そ

め

て
し

を

り
け
れ

ば
淌

え
あ

へ
ぬ
雪

の
花

と
み
ゆ

ら
む



　

　

　

　
あ

し

た

つ

の

立

て

る

川

邊

を

吹

く

風

に

よ

せ

て

か

へ

ら

ぬ

波

か

と

そ

み

る

等

擧

げ

れ

ば
、

こ

の
も

の

は
前

種

に
反

し

て
多

く

て
、

二

十

二

も

あ

る
。

こ

れ
を

第

二
種

と

し

て
置

く
。

　

本

義

喩
義

の
蓮

續

に
、

助

辭

の

「
に
」

を

以

て
し

て

、
「
に
す

」
、
「
に
思

ふ
」

等

と

、
動

詞

、

時

に
は

形
容

詞

に
續

け

る
も

の
.

　

　

　

　

い

く

よ

し

も

あ

ら

じ

わ

が

み

を

な

ぞ

も

か

く

あ

ま

の

刈

藻

に

お

も

ひ

み

だ

る

鼠

の
類

が

あ

る

が
、

前

種

と

大

體

同

様

の
意

味

で
あ

る

か

ら

、
同

じ

ほ
ど

で
あ

つ
て
、

や

曳
少

な

く

、
乃

ち

八

を
數

へ
る
。

第

三

種

と

し

て

置

く

。

　
「
こ

曳
ち

」
と

い

ふ
語

で
、

本

義

喩

義

を
蓮

接

す

る

も

の
は
、

前

代

に

は
な

い
。

後

に
は

多

い

の

で
あ

る

が
、

こ

の
時

に
は

甚

だ

少

な

イ

た

璽

一
の

み
あ

る
。

こ
れ

も
第

四
種

と

し

て

お

く
。

「
か
」

の
疑

間

の
辭

を
、

本
義

喩
義

の
蓮

接

に

川

ゐ

た
も

の

が
あ

る
。

　

　

　

　
春

雨

の

ふ

る

は

涙

か

櫻

花

散

る

を

惜

し

ま

ぬ

人

し

な

け

れ

ば

の
類

は

、

前

代

に
も

あ

つ
た

が

、

こ

の
時

の
方

が
多

い
、

と

云

つ

て
も

、

た

穿
四

の
み

で

あ

る
。

こ
れ

を

第

五

種

と
見

る
。

　

同

じ

疑

問

の

「
な

れ

や

」

を

用

ゐ
た

も

の

に
、

　

　

　

　
秋

の

野

に

お

く

白

露

は

王

な

れ

や

つ

ら

ぬ

き

か

く

る

蜘

蛛

の

糸

す

ぢ

「
な

れ

や
」

は

感

嘆

の
意

の
場
合

も

あ

る
が

、
前

の
喩

義

が
難

解

で
あ

る

心
配

が
あ

る

か

ら

、
特

に
疑

問

と

し

て
餘

裕

を

殘

し

た
形

で
あ

る

の

で
、

一
種

の
ゆ

か

し

さ

と
、

聲

調

の
曲

折

と
を

感

じ

さ

せ

る
。

こ
の

も

の
は
前

代

よ
の

も
多

く

な

つ
て

ゐ

て
、

十

を
數

へ
る
。

第

六

蒲
や
と
し

て
置

く

。

　

　

　

　

　

　

　

古
ムフ
集
の
修
辭
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一〇

　
本
義
と
喩
義
と
の
關
係
を
、
疑
問
的
に
し
て
、
前
に

「
や
」
、後

に

「
ら
む
」
と
あ
る
。へ
き
が
、
却
つ
て
「
や
」
の
み
が
あ

つ
て
、「
ら
む
」

の
な
い
の
が
出
て
來
た
。
乃
ち
、

　
　
　
　
谷

風

に

と
く

る
氷

の
ひ

ま
こ

と
に
う

ち
出

つ

る
波

や
春

の
は

つ
花

は
そ
れ
で
あ
る
が
、
極
め
て
放
膽
的
な
言
表
で
あ
る
。
こ
れ
を
第
七
種
と
し
て
置
く
。

　
直
喩
及
び
そ
れ
に
近
似
す
る
も
の
は
、
上
述
の
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の
中
第

一
、
二
、
三
、
四
の
四
種
は
、
斷
定
的
口
氣
を
持
つ
て
ゐ

る
に
反
し
、
第
五
、
六
、
七
の
三
種
は
、
疑
問
的
口
氣
を
も
つ
て
ゐ
る
。
乃
ち
、
初
の
種
類
は
、
喩
義
本
義

の
關
係
が
、

一
般
的
に
殆
ん

ど
知
ら
れ
て
ゐ
て
し
か
も
論
明
を
要
す
る
程
度

の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
以
外
の
も
の
は
、

一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
疑
問
の
形
態

に
し
て
、
却

つ
て
興
趣
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

一
種

の
ゆ
か
し
み
、
な

つ
か
し
み
、
親
し
み
が
あ
る
の
で
、
第
四
、
第
七

の
如
き
が
、
新
た
に
出
來
、
第
六
種
が
増
加
し
た
の
と
見
え
る
。
か
や
う
に
し
て
、
直
喩
及
び
直
喩
的
の
も
の

丶
總
數
は
四
十
九
で
、
百

分
比
數
は
三
十
三
に
相
當
す
る
。
前
代
の
百
分
比
數
が
二
十
五
で
あ
つ
た
の
に
對
し
て
増
加
し
て
ゐ
る
の
は
、
上
述
の
意
味
で
あ
る
。
で
、

こ
れ
ら
が
、
こ
の
後
に
な
つ
て
ど
う
な
る
か
と
、
千
載
集
に
到
る
ま
で
を
見
る
と
、
隱
喩
的
の
も
の
は
、
大
體

に
増
加
し
、
直
喩
的
の
も

の
は
、
大
凡
減
少
し
て
ゐ
る
。
百
分
比
數

で
云

へ
ば
、
隱
喩
的
の
も
の

」
最
も
多
い
の
は
、詞
花
集
七
十
九
で
、最
も
少
な
い
の
は
、
拾
遺

集
の
六
十
三
で
あ
る
。
そ
れ
と
反
し
て
、
直
喩
的
の
も
の
が
最
も
少
な
い
の
は
、
詞
花
集
の
二
十

一
で
、
最
も
多
い
の
は
拾
遺
集
の
三
十

七
で
あ
る
の
は
、
前

の
關
係
上
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
大
體
に
於
い
て
、
新
し
い
譬
喩
を
作
ら
う
と
い
ふ
意
氣

の
盛
な
時
は
、
直
喩
的
の
も

の
が
多
く
な
り
、
從
來
の
範
疇
を
脱
し
な

い
で
、
穩
健
な
態
度
を
取
る
時
は
、
隱
喩
的
の
も
の
が
多
く
な
つ
て
ゐ
る
。



　
古
今
集
中
の
、
懸
詞
、
縁
語
、
譬
喩
に
就

い
て
、
あ
ま
り
に
語
り
過
ぎ
た
。
急
い
で
、
そ
の
以
外

の
修
飾
に
關

し
て
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
枕
詞
は
計
算
の
仕
方
に
於
い
て
頗
る
異
な
る
が
、
上
代
の
記
紀
に
於
け
る
短
歌
の
形
を
取
つ
た
も
の
に
就
い
て
見
る
と
二
十
六
で
、
百

分
比
數
は
二
十

一
に
あ
た
る
。
奈
良
朝
時
代
に
入

つ
て
、
萬
葉
集
に
よ
る
と
、
九
百
六
十
三
、
百
分
比
數
四
十
に
及
ぶ
。
し
か
も
、
當
時

こ
れ
よ
り
も
多
い
修
飾
數
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
當
時
を
枕
詞
の
時
代
と
も
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
甼
安
朝

に
な

つ
て
、古
今
集
に
は
、

枕
詞
は
百
四
十
三
を
數

へ
る
。
し
か
し
て
、
百
分
比
數
は
十
閃
で
あ
る
か
ら
、
前
代
に
比
べ
て
、
非
常

に
減
少
し
た
の
で
あ
る
。

　
枕
詞
は
、
そ
の
最
初
の
、
記
紀
に
於
い
て
短
歌
形
體

の
も
の
で
、
尤
も
多

い
の
は
、「朝
霜
の
み
け
、」
「
三
日
潮
播
磨
」
の
如
き
、
同
異

義
乃
ち
懸
詞
の
關
係
で
、
本
義
と
結
び
つ
く
枕
詞
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
萬
葉
に
な
つ
て
も
、
依
然
と
し
て
多
數

で
あ
る
。
こ
の
音
を
因
由

と
す
る
意
義
の
變
轉
が
、
よ
ほ
ど
興
味
を
喚
ん
だ
も
の
と
見
え
て
、
古
今
集
に
な

つ
て
も
、
や
は
り
多
數
で
あ
る
。

　
古
今
集
に
な

つ
て
、
枕
詞
の
減
少
し
た
の
は
、
首
中
に
意
義
の
充
實
を
重
ん
す
る
が
た
め
に
、
そ
れ
と
關
係
は
あ
り
な
が
ら
、
た
讐

一

部
分

に
の
み
止
ま
る
如
き
修
飾
は
,
な
る
べ
く
排
除
す
る
方
針
を
取
つ
た
た
め
で
あ
ら
う
。
乃
ち
時
代
と
と
も
に
、
各
人
の
懐
抱
す
る
思

想
も
、
感
情
も
、
複
雜
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
十
分
に
表
現
す
る
の
に
は
、
限
あ
る
三
十

一
音
中
に
關
係

の
淺
い
も
の
曳
闖
入
は
、

拒
否
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
と
に
、
漸
次
根
本
的
の
意
義
を
失

つ
て
、
た
Ψ
接
頭
語
的
の
用
を
の
み
な
し
來

つ
た
も
の
は
、
使
用
を
遠
慮
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ば
後

に
い
ふ
序
詞
と
蓮
關
す
る
。
序
詞
は
、
枕
詞
と
殆
ん
ど
同
じ
意
義
を
持
つ
。
た
穿
五
晋

一
句
に
止
ま
ら
す
、
長

大
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
減
少
は
自
然
で
あ
る
が
、
こ
の
趨
勢
は
、
引
い
て
枕
詞
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

亠痩
今
集
の
修
辭
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卩

漉
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1
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噂
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}

§
、

奪

契

て

}
)

で
ら

る
,ハ
う
、

こ
托

を

刈

灘

と
し

た
類

が

な

　

古

今

集

に

は
、

前

代

に

あ

つ
た

「
如

し
」

の
意

の
凌

る

一
な

寸
L

¢
聖
m
力
　

警

、諺
し

プ

σ

.
～

、.
フ

ー
　

　

,、
　

ー

,

く
な
り
・
ま
た

「
じ
も
の
」
と
い
ふ
も
の
も
同
様
に
脊

な
つ
た
か
ら
、
眞
の
譬
喩
の
意

を
秉

現
し
森

類
は
亡
び
た
の
で
あ
.。
.
し
か

.も
・
以
上
の
意
味
を
な
す
も
の
は
・
纛

懸
詞
か
ら
成

つ
た
種
類
に
入

つ
て
し
ま

つ
た
か
ら
、
多
ゐ

類
鑄

加

し
て
ゐ
.Q
。

古
傘

中
の
枕
詞
で
箜

種

の
羇

か
ら
來
る
も
の
、
乃
三

梓
弓
L
を

「
は
る
」
に
、

「
玉
筐

を

「
二
見
」
に
績
け
る
類
の
も
の

が
・
す
で
に
述
べ
た
通
に
最
姦

で
あ
つ
て
、
募

壊

の
み
で
云

へ
ば
、
六
+
八
に
聲
田
る
.
第
二
種
の
讐

状
態
か
ら
來
.。
も
の
、
乃

ち

「
た
ら
ち
ね
」
か
ら

毎

L
・
「
う
ち
わ
た
す
」
か
ら

「
速
方
」
と
續
け
る
も
の
は
箜

種
に
次

い
で
多

い
.
第
三
種

の
材
料
か
ら
來
る

も
の
・
覈

栲
L
か
ら
「
枕
」
と
續
け
る
も
の
は
少
謦

、
第
四
種

の
疑

か
ら
來
る
も
の
、
乃
ち

「
自
川
の
」
か
ら
「
し
ら
す
」
、
「
よ
し
の

川
」
か
ら

「
よ
し
や
」
と
つ
δ

る
も
の
は
を

多
-
、
第
五
種
の
地
理
か
ら
來
る
も
の
、
乃
ち
、
「
近
江
の
や
」
か
ら
「鏡

の
山
」
、
「
大

原
や
」
か
ら

「を
し
ほ
の
山
」
と
續
け
る
類
は
芝

な
-
、
簗

種
の
篷

か
ら
來
る
も
の
、「
ま
が
ね
ふ
く
」

か
皐

口備
L
と
續
け
る

類
も
と
も
に
少
な
く
・
第
七
種
の
附
霧

か
ら
來
フ・
も
の
、
乃
ち

「
か
み
が
き
の
」
か
ら

「
み
む
ろ
」
に
續
け
.Q
類
も
ま
弘κ
少
な
い
.
す

で
に
云
つ
た
如
く
・
譬
喩
か
ら
來
る
も
の
、
別
に
姦

量
か
棊

る
も
の
は
缺
け
て
・の
る
が
、
壷

剛
代
に
多

か
つ
た
も
の
は
、
こ
の
時

　
に
も
多
い
。
前
代
の
趨
勢
は
改
ま
つ
て
は
ゐ
な
い
。

位
置
か
ら
見
る
と
・
第

石

を
占
め
る
も
の
が
多
い
の
で
、
八
+
二
、
百
盆

警

辛

七
に
帯
田
る
。
第

三
句
を
占
め
る
も
の
が
こ
れ

袋

ぐ
・
枕
詞
は
句
の
始
め
に
あ
る
の
が
纂

で
あ
る
か
ら
、
第
二
句
妄

が
絡
結
し
た
場
ム
・
に
は
、
第
三
句
の
始
に
現
は
れ
る
の
が
ま

た
嘗
然
で
あ
る
か
ら
・
文
の
中
途
に
あ
ら
は
れ
ツQ
も
の
は
、
輦

と
い
ふ
べ
き
で
あ
・Q
が
、
す
で
に
少
な
く
な
い
.
從

つ
て
ま
た
箝

句

　

に
現
は
れ
る
も
の
も
出
て
來
た
。



　
　
　
　
植

ゑ

て
い

に
し
秋

田
刈

る

ま
で

み
え

て
ね

ば
今

朝

は

つ
か

り

の
ね

に
ぞ

お
き

ぬ
る

は

「
今
朝
は
っ
か
り
の
」
を
序
詞
と
認
め
る
事

も
出
來
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、「
は
つ
か
り
の
」
ば
か
り
を
枕
詞
と
認
め
て
、
第
西

句
の
申

途

に
あ
る
も
の
と
し
た
方
が
正
し
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
簗
五
句
に
現
は
れ
る
も
の
も
出
て
來
た
。

　
　
　
　
朝

な
け

に
見

る

べ
き

み

と
し
た

の
ま
ね

ば
お
も

ひ
立
ち

ぬ

る
草
枕

な
り

は

「草
枕
」
が
最
後

の
句
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
ぱ
異
形
式
で
あ
る
が
、「
百
敷
」
を

「
大
宮
」
の
意
に
川
ゐ
る
類
も
あ
る
か
ら
、

枕
詞
の
意
義
の
、轉
化
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
前
代
と
當
時
と
、
枕
詞
の
意
義
を
異
に
し
た

の
は
、
枕
詞
を
し

て
接
頭

語
に
絡
ら
し
め
す
、
本
義
と
必
然
的
關
係
あ
る
如
く
作
爲
し
、

一
枕
詞
に
限
り
、
他
の
も
の
を
以
て
し
て
は
、

全
然
意
義
を
矢
ふ
が
如
く

接
合
す
る
こ
と
を
し
て
來
た
事
で
あ
る
。

　
　
　
　

な
よ
竹

の
よ
な

が
さ、・
上

に

は

つ
し

も

の
お
き

ゐ

て
も

の
を

お
も

ふ

こ
ろ
か
な

の

「
な
よ
竹
」
は
、「
よ
」
に
か

鼠
る
の
み
で
な
く
、「
初
霜
の
」
は

「
起
き
ゐ
る
」
に
蓮
な
る
の
み
で
な
く
、
塞
夜
竹
上
に
霜
の
起
き
ゐ
る

こ
ろ
を
麻
ね
す
し
て
ゐ
る
の
意
を
利
か
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
類
は
、
前
代
に
あ
つ
て
も
極
め
て
少
な
く
此
の
時
に
な
つ
て
二
十
五
と
な
り
、

百
分
比
數
十
七
に
も
及
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
と
お
な
じ
く
、
枕
詞
も
讐
來
の
ま
曳
の
を
坩
ゐ
る
が
、
受
辭

の
變
化
を
來
し
て
、
人
の
意
表
に

出
で
よ
う
と
も
し
て
ゐ
る
。
乃
ち

「
ち
は
や
ぶ
る
神
」
と
續
い
た
の
を
、
「,加
茂
」
「
と
し
」
、
「
白
露
の
」
の

「、淌
ゆ
」
を

「起
く
」
と
し

た
類
も
三
十
七
、
百
分
比
數
二
十
六
も
あ
る
。
更
に
ま
た
杢
然
新
ら
し
い
も
の
も
あ
つ
て
、
「高
砂

の
尾
上
」
、
「
白
川
の
し
ら
す
」
、「
夕
月

夜
を
ぐ
ら
の
山
」
等
が
二
十
二
も
あ
り
、
百
分
比
數
も
十
五
を
數

へ
る
。

こ
れ
は
、
古
代
の
殆
ん
ど
新
作
で
あ
つ
た
の
に
比
し
て
、
少
な

い
こ
と
鳳
少
な
い
が
、
そ
の
趨
勢
が
こ
玉
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

古
ム7焦
獅の
修
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四
葱

　
枕
詞
と
訟
な
じ
成
立
の
條
件
を
有
し
な
が
ら
㌔
そ
れ
よ
り
庵
長
大
な
形
を
有
す
る
序
詞
を
、
こ
」
に
附
説
す
る
が
適
當
で
あ
ら
う
。
こ

の
類
は
、
古
今
集
で
は
九
十
七
、
百
分
比
數
は
十
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
記
紀
時
代
の
と
比
數
は
同
數
で
あ
る
が
、
前
代
の
萬
葉
集
中
の
六

百
六
、
百
分
比
數
二
十
六
に
對
す
る
と
甚
し

い
減
少
で
あ
る
。
こ
の
減
少
率
は
枕
詞
よ
り
も
獪
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
義
の
充
實

を
欲
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
な
る
べ
く
本
義
に
關
係
の
少
な
い
も
の
を
排
除
す
る
方
針
を
取
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
た
穿
大
體
五

晋

の

一
句
を
占
め
る
枕
詞
を
用
ゐ
な

い
よ
り
も
、
そ
れ
よ
り
も
長
大
な
序
詞
を
使
は
な
い
方
が
適
合
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
序
詞
の
成
立
に
は
三
種
あ
る
。
そ
の

一
は
、
懸
詞
か
ら
本
義

に
蓮
な
る
も
の
、
こ
れ
を
纂

一
種
と
し
て
見
る
。
そ
の
二
は
、
反
覆
か
ら

本
義
に
蓮
な
る
も
の
、
こ
れ
を
第
二
種
と
し
て
置
く
。
そ
の
次
は
、
譬
喩
か
ら
本
義
に
蓮
な
る
も
の
、
こ
れ
を
第
三
種
と
し
て
定
め
る
。

し
か
し
、
枕
詞
に
云
つ
た
如
く
、
こ
の
第
三
種
は
、
古
今
集
で
は
、

こ
れ
を
篏
い
て
居
る
。
そ
れ
は
譬
喩
を
直
接
に
あ
ら
は
す
「
な
す
」
の

語
が
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
前
代
に
は
、「
千
鳥
な
く
み
よ
し
の
川
の
川
音
な
す
や
む
時
な
し

に
思
ほ
ゆ
る
君
」
と
云
つ

て
「な
す
」
を
用
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
當
時
は

「
よ
し
の
川
岩
波
た
か
く
ゆ
く
水
の
音
に
は
立
て
じ
こ
ひ
は
し
搬
と
も
」
・の
如
く

「
な
す
」

は
用
ゐ
な
く
な

つ
て
、
た
穿

「
の
」
を
使
ひ
、
そ
れ
が

「
水
の
音
」
と
聲
の
意
の

「音
」
と
、
懸
詞
の
形
體
で
本
義
と
連
接
し
て
ゐ
る
。

で
、
お
の
つ
か
ら
第
三
種
は
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
か
や
う
に
、
古
今
集
の
枕
詞
は
た
讐
二
種
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
第

一
種
は
六
十
八
、
百
分
比
數
七
十
を
數

へ
る
。
前
代
よ
り
も
少
し

く
減
じ
て
は
ゐ
る
が
、
獪
多
數
で
あ
る
。
第
二
種
は
二
十
九
、
百
分
比
數
は
三
十
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
代
よ
り
も
増
加
し
て
ゐ
る
。
懸

詞
全
盛
の
時
代
の
こ
玉
で
は
、
か
く
あ
る
の
は
、
や

製
矛
盾

の
現
象
で
あ
る
が
、
更
に
上
る
と
、
反
覆
よ
り
す
る
も
の
は
多
く

「,讀
人
し

ち
す
」

の
歌

で
、
延
喜
よ
り
も
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
延
喜
當
時
と
は
少
し
く
意
味
を
異
に
し

て
ゐ
る
こ
と
を
み
ね
ば
な



ら
鬼

　
以
上
の
枕
詞
は
、
ど
ん
な
長
さ
を
持

つ
て
ゐ
る
か
を
見
る
と
、
五
七
五
の
三
句
を
占
め
て
ゐ
る
も
の
を
第

一
種
と
す
る
と
、
こ
れ
が
多

く

て
、
六
十

一
も
あ
る
、
百
分
比
數
は
六
十
三
に
あ
た
る
。

こ
れ
は
前
代

の
五
十

一
よ
り
も
多
い
。
五
七
の
二
句
を
占
め
る
も
の
を
第
二

種
と
す
る
と
、
三
十
四
で
、
百
分
比
數
は
三
十
六
。

こ
れ
は
前
代
の
四
十
七
よ
り
も
少
な
い
。
そ
の
以
外
に
、
五
七
の
二
句
で
は
足
ら
す
、

五
七
五
の
三
句
と
し
て
は
や

製
多

い
も
の
、

　
　
　
　
春

日

野

の
雪
聞
を

分

け
て

生

ひ
出
つ

る
草

の
は

つ
か

に
見

え

し
君

は
も

が
あ
る
。
が
、
こ
れ
は

一
つ
で
、
は
じ
め
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。
獪
前
代
に
は
、
こ
の
外
は
五
七
五
七
の
四
句
を
も
占
め
る
も
の
が
あ
つ
た
。

乃
ち

「我
妹
子
が
赤
裳
ひ
つ
ち
て
う
ゑ
し
田
を
刈
り
て
を
さ
め
む
藏
無

の
濱
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

こ
の
時
に
は
な
く
な
つ
て

ゐ
る
。
長
い
も
の
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
當
然

で
あ
る
が
、
三
句

の
も
の
が
多
く
あ
り
、
二
句

の
も
の
が
少
な
く
な

つ
て

ゐ
る
の
は
、
そ
れ
と
矛
盾
し
て
ゐ
て
、
不
思
議

で
あ
る
。
が
、
例
か
ら
擧
げ
て
見
る
と
、
前
代
の
、

　
　
　
　
雲

の
上

に
な
き

ゆ
く

雁

の
遠
け

ど

も
君

に
あ

は
む

と
た
も

と

ほ
り
來

つ

は
、「
遠
し
」
と
い
ふ
爲
め
に
、「
鳴
き
ゆ
く
雁
」
と
い
ひ
、
「
雲
の
上
」
と
い
ひ
、
そ
れ
で
、
二
句
を
費
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
、
當
時
で
は
、

お
な
じ
遠
い
こ
と
を
、

　
　
　
　
あ

し
べ

よ

り
雲

間
を

さ
し

て
ゆ
く
雁

の
い
や

と
ほ
ざ

か
る

わ

が
み

か
な

し
も

と
云
ふ
。
遠

い
を
云
ふ
た
め
に
、
雁
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
が
、
芦
べ
か
ら
雲
ゐ
ま
で
飛
ぶ
と
云
つ
て
、
遠
距
離
を
表
す
る
。
そ
れ
で
、
前

者
と
同
じ
意
に
落
ち
る
の
で
あ
る
が
、
前
の
二
句
と
違
つ
て
、
こ
玉
で
は
三
句
を
費
し
て
ゐ
る
。
が
、
そ
の
長

い
も
の
に
、
前
者
の
急
促

　
　
　
　
　
　
　

古
今
集
の
修
辭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
一五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一貞

の
態
が
な
く
、
悠
容
の
趣
が
あ
り
、
前
者
に
な
い
、
聲
調
の
流
滑

の
妙
が
、
後
者
に
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
效
果
は
た
し
か
に
三
句
の
後

者
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類
を
舉
げ
れ
ば
獪
あ
る
が
、
こ
れ
が
三
句
の
も
の
を
多
く
し
た
主
原
因
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
序
詞
に
、
上
述
の
や
う
に
長
い
も
の
が
比
較
的
多
く
な
る
と
、
本
義

の
發
露
が
十
分
で
な
い
憾
が
出

て
來
る
の
で
、
こ
曳
に
、
そ
れ
を

墳
補
す
る
、
手
段
と
し
て
、
序
詞
を
本
義
に
對
し
て
、
必
然
的
關
係

の
あ
ら
し
め
る
や
う
に
す
る
こ
と
を
始
め
た
。
前
代
に
は
、
序
詞
は

た
野
序
詞
で
、本
義
と
些
か
の
關
係
が
あ
れ
ば
、そ
れ
で
足
れ
り
と
し
た
。
乃
ち
、
「
あ
し
び
き
の
山
ど
り
の
を

の
し
だ
り
を

の
」
は
、
「、長

々
し
」
を
、
い
ふ
本
義
の

一
句
に
關
係
を
有
す
れ
ば
そ
れ
で
足
れ
り
と
し
た
。
「
我
妹
子
に
あ
ふ
坂
山
の
し
の
す

曳
き
ほ
に
は
さ
き
い
で
す

ご
ひ
わ
た
る
か
も
」
も
、
あ
る
に
は
あ
る
が
、
極
め
て
少
な
い
。
然
る
に
こ
の
時
代
に
は
、

　
　
　
　
手

も

ふ
れ

で
月

日

へ
に
け

る
し

ら
ま

弓
お

き

ふ
し
わ

れ

は

い
こ
そ

ね

ら
れ

ぬ

の
如
く
い
ふ
。
戀
の
た
め
夜
眠
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
の
を
、
弓

の
術
請
の
「起
臥
」
か
ら
い
ふ
。
そ
れ
で

「
白
眞
弓
」

を
も
ち
出
す
。
そ
の
弓
は

手
を
觸
れ
す
し
て
月
日
を

へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
從
來
な
ら
ば
、
こ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聞

に
、
弓
に
手
を
長
く
觸

れ
な

い
の
は
、
戀
の
煩
悶
の
爲
だ
と
い
ふ
。
而
し
て
そ
れ
が
弧
く
、
夜
寢
ら
れ
な

い
に
響
く
。
更
に
ま
た
、
そ

の
「
い
」
は
、
「
射
」
と
「寢
」

と
に
懸
詞
と
な
つ
て
ゐ
て
、
い
よ
～
＼
親
密
の
度
を
壇
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
事
は
、
前
代
に
は
殆
ん
ど
な
く
、
こ
玉
に
多
い
の
で
あ
る
。

全
體
の
統

一
は
、
こ
れ
で
前
代
よ
り
も
よ
く
出
來
て
ゐ
る
。
で
、
こ
の
數
は
十

一
を
數

へ
、
百
分
比
數
も
十

一
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
發
展

は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
位
置
か
ら
見
る
と
、
前
代
の
序
詞
は
、
第

一
句
か
ら
第
三
四
句
に
及
ぶ
も
の
が
多
か

つ
た
。
を
り
ノ
丶
中
途

に
あ
ら
は
れ
た
も
の
も
あ

つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
大
抵
第

一
句
か
ら
現
は
れ
て
中
途
に
現
は
れ
る
も
の
は
な

い
が
、
よ
く
見
る
と
、
さ
う
で
な
い
も



■

の
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
.
前
に
述
べ
た
懸
詞
の
關
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
君

を

お
も

ひ
沖

つ

の
濱

に
な

く

た
つ

の
た
つ
ね

く
れ

ば

ぞ
あ

り

と

だ

に
き

く

の
第

一
句

の

「
君
を
想
ひ
」
は

「
置
く
」
と
、「沖
」
と
、
懸
詞
に
よ
つ
て
第

二
旬
の

「
沖
つ
の
濱
」
に
蓮
な

つ
て
ゐ
る
。
第
二
句
は
も
と

よ
り
第
三
句
に
連
な
つ
て
ゐ
る
。
で
、
第

一
二
三
句
は
、

一
蓮
と
な
つ
て
三
句
に
接
し
て
、
序
詞
を
造
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
前
代
の

風
に
す
れ
ば
、
「
君
を
想
ひ
」
は
第
二
句
に
續
か
す
、
第
四
句
の

「
尋
ね
く
れ
ば
」
に
續
く
べ
き
で
あ
り
、
「沖

つ
の
濱
に
な
く
た
つ
の
」

は
、
中
途
に
出
現
し
た
序
詞
と
な
つ
て
し
ま
う
で
あ
ら
う
。
で
あ
る
か
ら
、「
沖
つ
」
と

「
想
ひ
」
と
連
ね
た
事

は
、
こ
玉
で
は
大
事
で
あ

る
。
前
代
で
は
、
懸
詞
の
利
用
に
疎
か
つ
た
か
ら
、
こ
れ
を
大
事
に
せ
す
、「
沖

つ
の
濱
」
は
、夙,田
結
の
濱
L
で
も

「
田
子
の
浦
」
で
も
、

時
と
處
に
應
じ
て
用
ゐ
て
、
外
は
殆
ん
ど
構
は
な
か
つ
た
。
こ
の
故
に
、
當
時
は
、
暼
見
す
れ
ば
、
中
途
出
現
の
序
詞
は
少
な
く
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
懸
詞
の
關
係
に
よ
つ
て
、
以
上
の
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
統

一
に
向
つ
た

一
進
歩
と
み
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。

　
す
で
に
述

べ
た
懸
詞
は
、
當
時
に
於
い
て
甚
だ
多
か
つ
た
。
そ
し
て
、
他

の
種
類
を
皆
壓
し
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
單
獨
に

行
使
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
た
。
こ
れ
を
、
他
の
種
類
の
、
枕
詞
、
序
詞
と
蓮
ね
て
考

へ
て
來
る
と
、
い
つ
れ

に
も
、
密
接
な
關
係
を
も

つ

て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
を
悉
く
算
し
來
る
と
、　
一
暦
の
數
を
加

へ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
場
處
ノ
＼

に
記
し
て
お
い
た
通
で
あ
る
。

そ
れ
に
加

ふ
る
に
、
今
述
べ
た
類
を
加

へ
る
と
、
更
に

一
層
を
加

へ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
上
代
を
譬
喩

の
時
代
、
奈
良
朝
を
枕
詞
の

時
代
と
し
て
、
當
時
を
懸
詞
の
時
代
と
、
更
に
張
く
述
べ
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。

　
所
定
の
紙
數
は
・盡
き
た
。
重
要
と
す
べ
き
種
類
は
述

べ
終
つ
た
。
し
か
も
獪
、
擬
人
、
反
覆
、
引
喩
、
對
照
の
三
種
が
殘
つ

て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
を
述
べ
る
こ
と
は
、
す
で
に
出
來

な

い
。
た

穿
古
今
集
中
、
百
三
十

一
の
擬
人
が
百
分
比
數
十
三
、

六
十
二
の
反
覆
が
百
分
比
數
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の
　

六
、
五
茜

の
引
喩
が
百
盆

數
五
、
三
+
三
の
對
照
が
百
盆

數
三
で
あ
つ
て
、
い
つ
れ
も
少
數
に
止

ま
軌

樊

以
外
・
殆
ん
豊

岡

代

の
繼

承

に

止
ま

る

こ

と
を

記

し

て

お
く

。

(終
)


