
小

野

泰

央

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考

は
じ
め
に

　
『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
題
詠
に
つ
い
て
、
題
を
よ
く
心
得
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る（
1
）。

大
方
、
歌
を
詠
ま
む
に
は
題
を
よ
く
心
得
べ
き
な
り
。
題
の
文
字
は
三
文
字
四
文
字
五
文
字
あ
る
を
、
必
ず
詠
む
べ
き
文
字
、
必
ず

し
も
詠
ま
ざ
る
文
字
、
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
、
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
あ
る
を
、
よ
く
心
得
べ
き
な
り
。
心

を
ま
は
し
て
詠
む
べ
き
文
字
を
あ
ら
は
に
詠
み
た
る
も
わ
ろ
し
。
た
だ
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
を
ま
は
し
て
詠
み
た
る
も
く
だ
け

て
わ
ろ
し
。
か
や
う
の
こ
と
、
習
ひ
伝
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
た
だ
我
が
心
を
得
て
さ
と
る
べ
き
な
り
。�

（『
俊
頼
髄
脳
』）

　
「
文
字
」
と
は
「
音
」
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
文
字
」
の
こ
と
で
、「
漢
文
題
の
文
字
」
も
し
く
は
「
和
文
題
を
漢
文
に
直
し
た
時
の

漢
字
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
文
字
を
「
三
文
字
・
四
文
字
・
五
文
字
と
あ
る
を
」
と
す
る
「
題
」
と
は
、『
大
江
千
里
集
』
の
序
文
に
「
今
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臣
僅
枝
二
古
句
一
搆
二
成
新
歌
一
」
と
あ
っ
た
り
、『
作
文
大
体
』「
出
題
事
」
に
「
句
題
者
、
五
言
七
言
詩
中
、
取
下
叶
二
時
宜
一
句
上
」
と
あ

っ
た
り
、
後
の
『
和
歌
色
葉
』
四
「
詠
作
旨
趣
者
」
に
「
結
び
た
る
題
に
は
、
三
も
じ
四
も
じ
五
も
じ
に
」
と
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
そ

れ
は
句
題
や
結
題
を
も
含
ん
だ
題
詠
に
お
け
る
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
題
を
和
歌
に
詠
み
込
む
際
に
、
文
字
に
よ
っ
て
四
種
の
対
応
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
四
種
の
文
字
の
う
ち
、
特
に
「
ま
は

し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
に
つ
い
て
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
歌
学
書
や
歌
合
判
詞
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
現
代
に
お
け
る
研
究
も
そ
の
定
義
や
変
遷
に
つ
い
て
頻
繁
に
検
証
さ
れ
て
き
た
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
却
っ
て
そ
れ
以

外
の
文
字
、
分
け
て
も
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
の
定
義
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

一
、
題
詠
に
お
け
る
四
種
文
字

　
『
俊
頼
髄
脳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
四
種
の
文
字
は
並
立
で
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
互
い
の
範
疇
は
重
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
さ
さ
へ

て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
の
み
な
ら
ず
、
他
の
文
字
の
定
義
は
、
四
種
全
体
と
し
て
確
定
し
て
い
く
必
要
が
あ
る（
2
）。
今
、
後
の
歌

論
に
お
け
る
記
述
、
お
よ
び
現
代
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
総
合
さ
せ
て
、
四
種
全
体
と
し
て
整
理
す
る
。

ア
、「
必
ず
詠
む
べ
き
文
字
」

　

近
代
に
お
い
て
夙
に
和
歌
に
お
け
る
題
字
の
詠
み
方
を
論
じ
た
の
は
、
金
子
彦
次
郎
氏
で
あ
る（
3
）。
氏
は
大
江
千
里
『
句
題
和
歌
』
に

お
け
る
「
⑴
詩
語
の
直
訳
」「（
甲
）
単
語
又
は
熟
字
を
字
面
の
ま
ま
に
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
に
訓
訳
せ
る
も
の
」
を
指
摘
す
る（
4
）。
た
だ

ど
の
よ
う
な
語
が
直
訳
さ
れ
る
か
は
定
義
し
な
い（
5
）。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
題
詠
論
に
お
け
る
四
種
の
文
字
を
直
接
論
じ
た
田
中
正
男
氏
は
、「
よ
む
べ
き
文
字
」
と
し
て
、『
和
歌
色
葉
』
四
「
詠
作

旨
趣
者
」
に
お
け
る
「
題
を
む
ね
と
す
る
字
を
一
字
も
す
つ
る
は
そ
し
り
な
り
。
た
と
へ
ば
、
旅
宿
雪
深
、
見
書
増
恋
と
い
は
む
題
に
は
、

深
の
字
と
増
の
字
と
な
り
」
と
い
う
件
を
引
用
し
て
、「
一
字
が
題
意
の
中
心
と
な
り
、
題
の
本
意
を
具
象
化
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
す



る
。
た
だ
こ
れ
ら
形
容
詞
・
動
詞
そ
の
も
の
は
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
に
相
当
す
る
。
家
永
香
織
氏
は
、『
散
木
奇
歌
集
』

の
四
季
部
の
、
し
か
も
「
結
題
」
に
限
定
し
、
さ
ら
に
七
割
以
上
と
し
、
ま
た
さ
ら
に
は
「
あ
ら
は
に
詠
ま
れ
て
い
る
文
字
」
と
し
て
し

ま
っ
て
い
る
が
、「
必
ず
詠
む
べ
き
文
字
」
と
し
て
、
動
詞
「
待
」
と
、
名
詞
「
雨
」「
雲
」「
鶯
」
以
下
の
四
十
四
文
字
を
指
摘
す
る
。
そ

の
上
で
、「
位
置
を
表
す
語
を
除
い
た
名
詞
は
直
接
的
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
し
、「
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
単
独
で
歌
題
に
な
り
得
る

文
字
（
語
句
）
で
あ
り
、
多
く
は
結
題
の
核
と
な
っ
て
い
る
季
題
に
相
当
す
る
」
と
す
る（
6
）。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
以
後
の
歌
論
に
お
い
て
も
、『
石
清
水
若
宮
歌
合
』
に
お
け
る
藤
原
定
家
の
判
に
、「
題
の
字
の
中
、
山
川
田
野
の
た
ぐ
ひ

は
、
か
な
ら
ず
其
字
を
歌
の
表
に
よ
み
す
ゆ
べ
し
と
、
昔
な
ら
ひ
て
侍
れ
ば
」（
八
番
）
と
あ
り
、
ま
た
『
蓮
性
陳
状
』
に
は
、
定
家
の
言

と
し
て
「
天
象
地
儀
の
た
ぐ
ひ
を
ば
題
に
あ
ら
は
し
」
と
し
、『
簸
河
上
』
で
も
「
題
に
必
ず
よ
む
べ
き
文
字
と
い
ふ
は
、
天
象
、
地
儀
、

居
所
、
植
物
、
動
物
、
雑
物
な
ど
を
ば
題
の
ま
ゝ
に
よ
む
べ
き
に
や
」
と
す
る
。

　

後
代
歌
論
の
定
義
と
近
代
の
研
究
調
査
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
総
じ
て
、「
必
ず
詠
む
べ
き
文
字
」
と
は
、
天
象
・
地
儀
・
居
所
・
植
物
・

動
物
・
雑
物
な
ど
で
あ
り
、
現
代
文
法
の
品
詞
名
で
言
う
と
、
名
詞
と
な
る
。

イ
、「
必
ず
し
も
詠
ま
ざ
る
文
字
」

　
「
必
ず
し
も
詠
ま
ざ
る
文
字
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
は
、『
和
歌
色
葉
』
の
「
詞
を
か
ざ
れ
る
字
を
字
ご
と
に
と
れ
ば
、
く
だ
け
た
り
。

た
と
へ
ば
雨
中
落
花
、
庭
前
露
滋
と
い
は
む
題
に
は
中
の
字
と
前
の
字
と
な
り
」
と
あ
る
件
を
引
用
し
て
、「「
上
」「
中
」「
前
」「
間
」
が
、

字
ご
と
に
と
れ
ば
、
却
っ
て
散
文
的
に
な
り
、〈
く
だ
け
〉
た
表
現
に
な
る
危
険
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
家
永
氏
も
、「「
上
」

「
中
」「
下
」
な
ど
位
置
を
表
す
文
字
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
す
る（
7
）。

　

後
の
歌
学
書
に
お
い
て
は
、『
無
名
抄
』
に
「
い
は
ゆ
る
暁
天
落
花
、
雲
間
郭
公
、
海
上
明
月
、
こ
れ
ら
の
ご
と
く
は
、
第
二
の
文
字

は
、
か
な
ら
ず
し
も
詠
ま
ず
、
み
な
下
の
題
を
詠
む
に
具
し
て
聞
こ
ゆ
る
文
字
な
り
」
と
あ
り
、『
簸
河
上
』
に
も
「
必
ず
よ
む
べ
か
ら
ざ

る
文
字
と
は
、
例
へ
ば
野
外
河
辺
な
ど
や
う
な
る
題
に
外
、
辺
、
又
寄
題
に
寄
字
、
述
懐
の
述
字
、
是
等
は
さ
す
が
に
人
よ
む
事
な
け
れ

ば
し
る
し
に
も
及
ば
ぬ
事
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。「
間
」「
上
」「
下
」「
外
」「
中
」「
前
」「
後
」「
辺
」
の
よ
う
な
位
置
を
表
す
文
字
や
、
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「
寄
」「
述
」
の
よ
う
な
題
詠
を
示
す
文
字
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。

ウ
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」

　
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
に
つ
い
て
、
田
中
氏
は
、
こ
の
『
和
歌
色
葉
』
の
記
述
を
引
い
て
「
付
加
的
な
語
句
で
は
な
く
、
題

の
心
（
本
意
）
を
明
確
に
提
示
す
る
語
句
」
と
し
、
田
村
柳
壹
氏
は
「
主
と
し
て
用
言
の
類
を
指
し
、
題
の
中
心
で
あ
る
季
題
を
趣
向
化
・

限
定
化
し
て
い
る
文
字
」
と
す
る（
8
）。
中
田
大
成
氏
の
調
査
は
『
和
歌
一
字
抄
』
に
限
定
す
る
の
で
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
概
念
を
想
定
す

る
際
に
そ
の
ま
ま
用
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
第
一
に
題
の
中
で
述
語
と
な
っ
て
い
る
文
字
（
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
）、
第
二

に
題
の
中
で
連
用
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
部
分
の
文
字
（
副
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
若
干
の
名
詞
）、
第
三
に
題
の
中
で
連
体
修
飾
語

と
な
っ
て
い
る
部
分
の
文
字
で
虚
字
を
除
い
た
も
の
（
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
動
詞
・
若
干
の
名
詞
）
と
す
る（
9
）。
家
永
氏
も
、「「
ま
は

し
て
詠
む
」
と
は
、
あ
る
事
物
や
概
念
を
別
の
語
を
用
い
て
間
接
的
象
徴
的
に
表
す
方
法
」
と
し
て
、『
散
木
奇
歌
集
』
を
も
と
に
俊
頼
歌

を
分
析
し
、
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
副
詞
・
助
動
詞
お
よ
び
幾
つ
か
の
名
詞
と
す
る
の
で（
10
）、
中
田
氏
の
分
析
結
果
と
ほ
ぼ
重
な

る
。
さ
ら
に
氏
は
、「
ど
の
文
字
を
ま
わ
す
か
に
つ
い
て
の
原
則
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
が
成
立
し
た
頃
以
降
で
あ
る
」

と
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
れ
も
金
子
氏
が
既
に
『
句
題
和
歌
』
を
分
析
し
て
い
て
、「
題
字
を
置
き
換
え
て
詠
む
文
字
」
と
し
た
う
ち
の

「
⑵
詩
語
の
意
訳
」
に
相
当
す
る
。

　

後
の
歌
学
書
に
お
い
て
は
、『
和
歌
色
葉
』
で
は
「
詞
を
ま
は
し
て
よ
む
べ
き
に
、
さ
さ
へ
て
い
ふ
は
は
た
し
な
り
。
い
は
ゆ
る
落
葉
如

雨
、
逢
後
思
切
と
あ
ら
む
題
に
は
、
如
の
字
と
切
の
字
と
な
り
」
と
し
、『
簸
河
上
』
も
「
ま
わ
し
て
詠
む
べ
き
文
字
と
は
す
べ
て
、
詞
の

字
な
り
。
仮
令
「
鶯
声
稀
」
な
ど
申
さ
む
題
に
、
さ
さ
へ
て
「
ま
れ
な
り
」
な
ど
と
は
よ
む
べ
か
ら
ざ
る
に
や
、
念
な
か
る
べ
し
。「
鳴
く

日
少
し
」
と
も
「
久
し
く
聞
か
ざ
り
つ
る
に
今
な
く
こ
そ
珍
し
け
れ
」
な
ど
や
う
に
詠
む
べ
き
や
ら
む
。」
と
す
る
。

　

総
じ
て
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
と
は
、
題
の
中
心
・
本
意
を
と
っ
て
文
章
を
構
成
す
る
「
詞
の
字
」
で
あ
り
、
こ
の
「
詞

の
字
」
は
現
代
文
法
の
品
詞
で
言
う
と
、
用
言
お
よ
び
副
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
11
）。
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」

　
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
に
つ
い
て
、
後
代
歌
論
書
で
唯
一
直
接
言
及
し
て
い
る
『
簸
河
上
』
で
は
、「
又
さ
さ
へ
て
よ

む
べ
き
文
字
と
あ
る
は
、
必
ず
よ
む
べ
き
文
字
と
い
ふ
べ
き
文
字
と
い
ふ
に
こ
そ
は
お
な
じ
か
る
ら
め
」
と
し
て
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に

読
む
べ
き
文
字
」
が
「
必
ず
詠
む
べ
き
文
字
」
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
『
俊
頼
髄
脳
』
で
四
種
の
文
字
を
並
列
で

示
し
て
い
る
こ
と
と
は
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
部
分
は
『
俊
頼
髄
脳
』
を
正
確
に
は
解
釈
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る（
12
）。

　

田
中
氏
は
、『
和
歌
色
葉
』
の
「
た
だ
事
に
い
ふ
べ
き
文
字
を
あ
ま
り
に
ま
は
す
も
手
づ
ゝ
な
り
。
い
は
ゆ
る
暁
天
郭
公
、
山
路
鹿
声
と

あ
ら
む
題
に
は
、
郭
公
と
鹿
声
と
な
り
」
を
例
と
し
て
挙
げ
て
、「「
郭
公
」
や
「
鹿
声
」
は
、
歌
題
を
形
成
す
る
重
要
な
語
句
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
題
の
廻
す
文
字
を
廻
す
こ
と
で
、
趣
向
を
高
め
る
の
と
は
逆
で
、
題
の
忠
実
に
詠
ま
れ
る
べ
き
語
句
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
歌
題
を
具
象
化
し
、
そ
の
心
の
主
体
を
明
白
に
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）『
建
春
門
院
北
面
歌

合
』
に
お
け
る
俊
成
の
判
、「
右
歌
、
落
葉
を
詞
に
あ
ら
は
さ
ず
し
て
題
を
ま
は
せ
る
心
を
か
し
く
み
ゆ
れ
ば
、
題
の
歌
は
ま
は
さ
ず
、
文

字
の
侍
り
け
り
。
こ
の
題
の
落
葉
は
、
た
だ
あ
ら
は
に
よ
む
べ
き
な
り
」（
十
番
）
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、「
こ
こ
で
は
〈
落
葉
〉
は
忠
実

に
詠
ま
れ
る
べ
き
語
で
、
そ
こ
に
、
歌
題
と
か
け
離
れ
委
曲
し
過
ぎ
た
欠
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
た
だ
し
『
和
歌
色
葉
』
が

説
明
し
た
の
は
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
読
む
べ
き
文
字
」
で
は
な
く
、「
た
だ
事
に
い
ふ
べ
き
文
字
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
必
ず
詠
む
べ

き
文
字
」
を
指
す
。
つ
ま
り
田
中
氏
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
四
種
の
文
字
を
三
種
に
帰
結
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠

む
べ
き
文
字
」
は
こ
れ
ま
で
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
以
降
の
歌
論
に
お
け
る
捉
え
方
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
現
代
の
研
究
の
統
計
・
分
析
に
拠
る
と
、「
必
ず
詠

む
べ
き
文
字
」
は
、
天
象
・
地
儀
・
居
所
・
植
物
・
動
物
・
雑
物
な
ど
の
季
題
と
な
る
名
詞
で
、「
必
ず
し
も
詠
ま
ざ
る
文
字
」
は
虚
字
の

う
ち
位
置
や
方
角
を
示
す
な
ど
の
語
で
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
題
の
中
心
・
本
意
と
な
る
「
詞
の
字
」
と
用
言
と
い
う
こ
と

に
な
る
。「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
を
定
義
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
文
字
と
は
競
合
し
な
い
文
字
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

五
九

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



六
〇

二
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
を
「
さ
さ
ふ
」
と
い
う
こ
と

　

題
詠
に
お
け
る
三
種
の
文
字
に
つ
い
て
、
現
代
研
究
の
調
査
と
、
後
代
の
歌
論
に
よ
る
指
摘
と
の
一
致
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
の
定
義
も
、
今
、『
俊
頼
髄
脳
』
以
降
の
歌
論
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
。『
簸

河
上
』
の
記
述
以
外
は
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
を
定
義
す
る
歌
論
は
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
別
に
『
俊
頼
髄
脳
』
題

詠
論
を
受
け
つ
つ
、「
さ
さ
ふ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
歌
論
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
に
対
し

て
、
そ
の
文
字
を
「
さ
さ
ふ
」
場
合
で
あ
る
。「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
に
割
り
込
ん
で
、
本
来
の
文
字
を
分
割
す
る
か
ら
、
そ

れ
ら
は
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
と
も
、
さ
ら
に
は
、
他
の
二
種
の
文
字
と
も
競
合
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

ア
、「
さ
さ
ふ
」
文
字

　
『
和
歌
色
葉
』
で
は
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
に
対
し
て
「
さ
さ
ふ
」
場
合
を
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

詞
を
ま
は
し
て
詠
む
べ
き
に
、
さ
さ
へ
て
い
ふ
は
、
は
た
し
な
り
。
い
は
ゆ
る
「
落
葉
如
雨
」「
逢
後
思
切
」
と
あ
ら
む
題
に
は
、

「
如
」
の
字
と
「
切
」
の
字
と
な
り
。
た
だ
事
に
い
ふ
べ
き
文
字
を
あ
ま
り
に
ま
は
す
も
手
づ
ゝ
な
り
。
い
は
ゆ
る
「
暁
天
郭
公
」「
山

路
鹿
声
」
と
あ
ら
む
題
に
は
、「
郭
公
」
と
「
鹿
声
」
と
な
り
。�

（『
和
歌
色
葉
』）

　
「
ま
は
し
て
詠
む
べ
き
」
文
字
を
「
さ
さ
へ
て
い
ふ
」
の
は
残
念
で
、「
た
だ
事
に
い
ふ
べ
き
文
字
」
を
「
あ
ま
り
に
ま
は
す
」
の
も
不

器
用
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
対
照
的
な
記
述
を
考
え
る
と
、「
さ
さ
ふ
」
は
「
た
だ
事
に
い
ふ
」
と
関
連
さ
せ
て
、
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
簸
河
上
』
で
も
先
に
示
し
た
よ
う
に
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
の
説
明
の
な
か
に
「
さ
さ
ふ
」
と
い
う
語
が
、
次
の
よ
う

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。



ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
と
は
す
べ
て
詞
の
字
な
り
。
仮
令
「
鶯
声
稀
」
な
ど
申
さ
む
題
に
、
さ
さ
へ
て
「
ま
れ
な
り
」
な
ど

と
は
詠
む
べ
か
ら
ざ
る
に
や
、
念
な
か
る
べ
し
。�

（『
簸
河
上
』）

　
「
鶯
声
稀
」
と
い
う
題
の
中
の
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
で
あ
る
「
稀
」
を
「
さ
さ
へ
て
」「
ま
れ
な
り
」
と
詠
む
べ
き
で
な

い
と
い
う
。

　

例
え
ば
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
は（
13
）、「
さ
さ
ふ
」
に
は
二
つ
項
目
が
立
て
ら
れ
、
一
つ
は
「
支
」
の
漢
字
を
当
て
て
「
持
ち
こ
た

え
る
こ
と
」「
周
囲
や
下
方
か
ら
支
持
す
る
こ
と
」
と
し
、
も
う
一
つ
は
「
障
」
の
漢
字
を
当
て
て
「
さ
さ
ふ
（
支
）」
と
同
根
か
」
と
し

た
上
で
、「
妨
げ
る
」
と
す
る
。
つ
ま
り
「
支
持
」
と
「
支
障
」
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る（
14
）。
分
け
て
も
、『
類
聚
名
義
抄
』
で
は
、

主
に
「
拄
」「
捂
」「
枕
」「
柱
」「
枝
」「
支
」
の
字
が
当
て
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
字
に
対
す
る
訓
か
ら
考
え
る
と
、「
支
持
」
と
い
う
意
に
集

約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
文
字
」
に
お
け
る
「
さ
さ
ふ
」
は
、「
あ
ら
は
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ま

た
さ
ら
に
『
和
歌
色
葉
』
で
「
た
だ
事
に
い
ふ
」
と
関
連
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
「
支
持
す
る
」
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様
の
用

例
は
他
の
歌
論
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
、
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）『
内
大
臣
家
歌
合
』
に
お
い
て
、

秋
の
野
の
千
草
の
花
の
さ
く
中
に
み
る
も
露
け
き
を
み
な
へ
し
か
な�

（『
内
大
臣
家
歌
合
』
六
番
・
草
花
・
左
・
上
総
・
一
一
）

と
い
う
歌
に
対
す
る
判
者
藤
原
顕
季
の
判
詞
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

又
判
云
、
左
歌
は
「
秋
の
野
」
と
い
へ
る
終
て
の
「
の
」
文
字
を
ぞ
、「
に
」
と
い
ふ
べ
し
と
見
給
ふ
る
。
其
ほ
ど
に
「
の
」
文
字
の

し
き
り
な
る
な
り
。
又
「
き
」
も
か
な
は
ず
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。
腰
の
終
て
の
「
に
」
文
字
の
さ
さ
へ
た
れ
ば
、
置
け
る
に
や
。
こ
れ
は

証
歌
ど
も
お
ほ
か
る
物
を�

（『
内
大
臣
家
歌
合
』
六
番
・
草
花
）

六
一

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



六
二

　

顕
季
は
、「
の
」
文
字
が
あ
ま
り
に
も
多
く
、「
き
」
の
文
字
も
不
適
切
に
聞
こ
え
る
の
で
、
あ
え
て
「
に
」
の
文
字
を
置
い
た
の
だ
と

推
測
す
る
。
そ
れ
に
続
け
て
「
こ
れ
は
証
歌
ど
も
お
ほ
か
る
物
を
」
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
れ
は
肯
定
的
な
判
で
、「
支
持
す

る
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（
15
）。

　

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
後
の
歌
学
書
に
お
け
る
解
釈
に
よ
っ
て
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
を
再
び
定
義
す
る
と
、
そ
れ
は

「
本
来
、
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
を
、
支
持
し
て
露
わ
に
詠
む
時
の
文
字
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

イ
、「
さ
さ
ふ
」
べ
き
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」

　

た
だ
し
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
を
「
さ
さ
ふ
」
例
を
、『
和
歌
色
葉
』
で
は
「
は
た
し
な
り
」
と
し
、『
簸
河
上
』
で
は

「
念
な
か
る
べ
し
」
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
否
定
的
な
指
摘
で
あ
る
の
で
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
の
「
べ
き
」
に
は
合
致

し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

別
に
、
肯
定
的
に
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
を
支
持
し
て
露
わ
に
詠
む
」
こ
と
を
容
認
す
る
例
は
、『
簸
河
上
』
に
、
先
の
指
摘

に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
「
年
に
稀
な
る
」
な
ど
い
ふ
古
き
詞
を
取
り
た
ら
む
は
さ
さ
へ
た
り
と
も
、
是
は
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
に
て
、
と
が
と
も
聞

こ
え
ざ
る
べ
し
。�

（『
簸
河
上
』）

　

こ
の
「
年
に
稀
な
る
」
と
は
、『
古
今
集
』
に

あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り�

（『
古
今
集
』
春
歌
上
・
六
二
・
読
人
不
知
）

と
詠
ま
れ
て
い
る
歌
の
第
四
句
で
あ
る
。
題
の
「
稀
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
、「
年
に
稀
な
る
」
と
し
て
こ
の
古
歌
で
あ
る
『
古
今
集
』
の



表
現
を
取
っ
た
な
ら
ば
、「
さ
さ
へ
」
て
そ
の
ま
ま
露
わ
に
詠
み
込
ん
で
も
、
問
題
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
と
す
る（
16
）。

　

こ
の
「
さ
さ
ふ
」
こ
そ
、
意
識
的
に
「
支
持
」
し
て
「
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
に
合
致
す
る
。『
簸
河
上
』
に
お
け
る
こ
の
「
さ
さ

ふ
」
に
よ
っ
て
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
を
再
度
定
義
し
直
す
と
、
そ
れ
は
「
本
来
は
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
で

あ
る
詞
の
字
用
言
の
う
ち
、
古
く
か
ら
詠
み
習
わ
さ
れ
て
き
た
表
現
を
成
す
文
字
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

す
な
わ
ち
『
俊
頼
髄
脳
』
題
詠
論
を
引
用
し
、
三
種
の
字
に
つ
い
て
解
説
し
た
『
簸
河
上
』
に
お
け
る
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ

き
文
字
」
の
解
説
は
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
を
「
さ
さ
へ
」
て
詠
む
と
い
う
記
述
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
そ
の

後
に
記
さ
れ
て
い
る
「
又
さ
さ
へ
て
よ
む
べ
き
文
字
と
あ
る
は
、
必
ず
よ
む
べ
き
文
字
と
い
ふ
べ
き
文
字
と
い
ふ
に
こ
そ
は
お
な
じ
か
る

ら
め
」
の
「
ら
め
」
は
、
婉
曲
に
介
し
て
「
結
局
は
同
じ
よ
う
な
も
の
」
と
解
す
る
矛
盾
が
無
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
な
る
と
、
品
詞
と
し
て
は
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
と
重
な
り
、
先
述
し
た
先
行
研
究
で
「
品
詞
そ
の
も
の
」
と
し
て
定

義
さ
れ
て
き
た
他
の
三
種
の
文
字
と
は
、
対
応
し
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
本
来
は
題
詠
と
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
出
さ
れ
た
個
々

の
題
に
向
か
っ
て
詠
む
べ
き
も
の
で
、
題
の
文
脈
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る（
17
）。

　

先
学
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
た
定
義
の
う
ち
、「
必
ず
詠
む
べ
き
文
字
」
と
は
、「
題
を
む
ね
と
す
る
字
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
季
題
と
な
る

名
詞
で
あ
り
、「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
と
は
、
題
の
中
心
・
本
意
と
な
り
、
文
章
を
成
し
て
い
る
用
言
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
別
に
『
和
歌
色
葉
』
四
「
詠
作
旨
趣
者
」
に
も
「
題
を
む
ね
と
す
る
字
を
一
字
も
す
つ
る
は
そ
し
り
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
題

の
文
脈
を
考
慮
し
た
定
義
で
あ
り
、
品
詞
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
分
類
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、

『
簸
河
上
』
で
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
を
「
さ
さ
ふ
」
場
合
の
肯
定
的
定
義
も
、
題
の
文
脈
を
考
慮
し
た
定
義
と
し
て
容
認
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

六
三

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



六
四

三
、
俊
頼
歌
に
お
け
る
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」

　

他
の
三
種
文
字
と
同
様
に
、
後
の
歌
論
か
ら
定
義
さ
れ
る
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
は
、
実
際
の
詠
作
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。「
詞
の
字
」
は
、
古
く
は
、
例
え
ば
、
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）『
陽
成
院
歌
合
』
で
、「
惜
秋
意
〈
秋
を
惜
し
む
意
〉」
と

い
う
題
で
詠
ま
れ
た
全
四
六
首
中
三
二
首
が
「
惜
」
の
字
を
そ
の
ま
ま
露
わ
に
詠
み
、
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）『
亭
子
院
殿
上
人
歌
合
』

に
お
け
る
「
た
な
ば
た
の
あ
ひ
て
の
の
ち
お
も
ふ
ら
ん
こ
と
（
七
夕
逢
後
思
）」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
全
二
六
首
中
一
二
首
が
「
逢
」
の

字
を
露
わ
に
詠
む
。
と
も
に
、
先
行
作
品
に
お
い
て
慣
用
化
さ
れ
た
表
現
で（
18
）、
特
に
前
者
「
惜
」
の
字
は
、
そ
の
表
現
の
典
拠
を
唐
詩

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る（
19
）。
こ
れ
ら
は
『
簸
河
上
』
に
容
認
さ
れ
た
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
の
う
ち
、
露
わ
に
詠
ま
れ

た
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ア
、
題
に
お
け
る
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」

　

俊
頼
自
身
も
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
頼
歌
に
お
い
て
露
わ
に
詠
ま
れ
た
題
字
に
お
け
る
「
詞
の
字
」
と
、
そ

の
「
詞
の
字
」
を
含
ん
だ
同
様
の
先
行
表
現
、
つ
ま
り
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」
を
並
記
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

鶯
告
春

春
ぞ
と
は
霞
に
し
る
し
鶯
は
花
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
つ
げ
な
ん�

（『
散
木
』
四
四
）

う
ぐ
ひ
す
の
谷
よ
り
い
づ
る
こ
ゑ
な
く
は
は
る
く
る
こ
と
を
た
れ
か
つ
げ
ま
し�

（『
六
帖
』
四
三
九
六
・
千
里
）

冬
す
み
し
ふ
る
す
は
雪
に
う
づ
も
れ
て
谷
の
鶯
春
と
告
ぐ
な
り�

（『
堀
河
百
首
』
五
五
・
仲
実
）

　
　

漢
霽
明
月

は
れ
ぬ
れ
ば
残
れ
る
く
ま
も
な
か
り
け
り
空
こ
そ
月
の
ひ
か
り
な
り
け
れ�

（『
散
木
』
五
一
五
）



　
　

月
を
よ
め
る

な
が
む
れ
ば
更
け
ゆ
く
ま
ま
に
雲
晴
れ
て
空
も
の
ど
か
に
す
め
る
月
か
な�

（『
金
葉
』
六
七
七
・
天
忠
隆
）

　
　

月
前
談
往
事

あ
り
し
世
を
む
か
し
が
た
り
に
な
し
は
て
て
か
た
ぶ
く
月
を
友
と
み
る
か
な�

（『
散
木
』
五
一
〇
）

　
　

わ
が
心
の
つ
ら
き
を
み
て
た
え
に
し
人
に
、
心
ち
あ
し
き
こ
ろ
い
ひ
や
る

あ
る
程
に
む
か
し
が
た
り
も
し
て
し
か
な
う
き
を
ば
あ
ら
ぬ
ひ
と
と
し
ら
さ
で�

（『
和
泉
』
二
〇
二
）

　
　

氷
閉
河
水
と
い
へ
る
心
を

あ
す
か
川
ふ
ち
は
こ
ほ
り
に
と
ぢ
ら
れ
て
い
か
で
か
せ
に
も
な
り
か
は
る
べ
き�

（『
散
木
』
六
四
八
）

冬
の
い
け
の
う
へ
は
こ
ほ
り
に
と
ぢ
た
る
を
い
か
で
か
月
の
そ
こ
に
見
ゆ
ら
む�

（『
拾
遺
』
一
五
三
・
読
人
不
知
）

水
鳥
は
こ
ほ
り
の
せ
き
に
と
ぢ
ら
れ
て
た
ま
も
の
や
ど
を
か
れ
や
し
ぬ
ら
ん�

（
三
奏
『
金
葉
』
二
七
五
・
好
忠
）

　
「
鶯
告
春
」「
漢
霽
」「
談
往
事
」「
氷
閉
」
と
い
う
題
の
う
ち
、「
詞
の
字
」
で
あ
る
「
告
」「
霽
」「
談
」「
閉
」
の
字
は
と
も
に
先
行
表

現
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
俊
頼
も
そ
れ
ら
の
字
を
露
わ
に
詠
み
込
む
。

イ
、
題
と
し
て
定
着
し
た
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」

　

歌
題
と
し
て
定
着
し
た
題
も
言
わ
ば
、「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
詞
の
字
」
も
露
わ
に
詠
ま
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
例
え
ば
、「
郭
公
」
が
「
待
つ
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
景
物
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が（
20
）、
俊
頼
以
前
の
和
歌
に
お
い
て

も
、「
待
郭
公
」
と
い
う
題
に
お
け
る
「
待
」
の
字
は
、

　

待
郭
公
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
ま
せ
給
へ
る

ほ
と
と
ぎ
す
ま
つ
に
か
か
り
て
あ
か
す
か
な
ふ
ぢ
の
花
と
や
人
は
見
つ
ら
ん�

（『
金
葉
』
一
一
八
・
白
河
院
）

六
五

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



六
六

　

夏
夜
待
郭
公

な
つ
の
よ
の
な
が
か
ら
ま
せ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
心
や
す
く
も
ま
た
ま
し
も
の
を�

（『
国
基
』
二
三
）

　

夜
深
待
郭
公

ほ
と
と
ぎ
す
ま
つ
と
せ
し
ま
に
ふ
し
ま
ち
の
月
こ
そ
た
か
く
そ
ら
に
な
り
ぬ
れ�

（『
在
良
』
五
）

と
詠
ま
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
俊
頼
に
お
い
て
も
、

　

待
郭
公

郭
公
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
た
ち
ゐ
し
て
ひ
れ
ふ
る
里
に
こ
ゑ
な
を
し
み
そ�

（『
散
木
』
二
三
八
）

　

毎
夜
待
郭
公

郭
公
ま
つ
に
し
る
し
の
あ
ら
は
れ
ば
ね
ぬ
よ
の
か
ず
に
声
を
き
か
ば
や�

（『
散
木
』
二
三
九
）

　

修
理
大
夫
顕
季
の
六
条
の
家
に
て
、
連
夜
待
郭
公

郭
公
ま
つ
夜
の
数
は
か
さ
な
れ
ど
声
は
つ
も
ら
ぬ
物
に
ぞ
有
り
け
る�

（『
散
木
』
二
五
〇
）

　

終
夜
待
郭
公

あ
け
ぬ
な
り
つ
ひ
に
は
な
の
れ
郭
公
待
つ
に
は
な
か
ぬ
物
と
し
ら
る
な�

（『
散
木
』
二
六
一
）

　

待
郭
公

な
き
お
く
れ
こ
ち
こ
せ
山
の
郭
公
き
な
ほ
の
里
の
ま
つ
の
た
え
ま
に�

（『
散
木
』
二
六
七
）

と
あ
っ
て
、「
待
」
の
字
を
露
わ
に
詠
み
込
ん
で
い
る
。
俊
頼
に
お
い
て
題
字
の
「
待
」
が
露
わ
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、「
古
く
詠
み
き

た
れ
る
詞
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
既
に
露
わ
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
題
詠
の
詠
法
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。



　

そ
れ
は
同
時
代
に
お
い
て
も
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
組
題
百
首
」
の
初
め
で
、
後
の
百
首
歌
の
題
の
典
拠
と
な
っ
た

『
堀
河
院
百
首
和
歌
』
に
お
い
て
顕
著
な
例
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

帰
雁

か
り
が
ね
は
霞
を
分
け
て
け
ふ
よ
り
や
八
重
雲
が
く
れ
か
へ
り
行
く
ら
む�

（
一
九
三
・
公
実
）

こ
し
ぢ
に
は
た
が
こ
と
づ
て
し
玉
札
た
ま
づ
さ
を
雲
ゐ
の
か
り
の
も
て
か
へ
る
ら
ん�

（
一
九
四
・
匡
房
）

春
ご
と
に
う
は
の
空
な
る
心
も
て
物
わ
す
れ
せ
ず
か
へ
る
雁
金�

（
一
九
五
・
国
信
）

玉
札
た
ま
づ
さ
を
雲
ゐ
に
む
す
ぶ
か
り
金
の
花
を
見
捨
て
て
何
か
へ
る
ら
ん�

（
一
九
六
・
師
頼
）

人
な
ら
ば
と
は
ま
し
も
の
を
ち
り
ぬ
べ
き
花
を
見
す
て
て
帰
る
か
り
が
ね�

（
一
九
七
・
顕
季
）

は
か
な
し
や
い
づ
く
も
か
り
の
す
み
か
を
ば
何
半
天
な
か
ぞ
ら
に
行
き
か
へ
る
ら
ん�

（
一
九
八
・
顕
仲
）

い
か
な
れ
ば
草
の
枕
に
行
き
か
へ
る
か
り
の
や
ど
に
も
と
ま
る
こ
こ
ろ
ぞ�

（
一
九
九
・
仲
実
）

春
く
れ
ば
た
の
も
の
か
り
も
今
は
と
て
帰
る
雲
路
に
思
ひ
た
つ
な
り�

（
二
〇
〇
・
俊
頼
）

か
へ
る
ら
ん
行
へ
も
し
ら
ず
雁
が
ね
の
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
霞
こ
め
つ
つ�

（
二
〇
一
・
師
時
）

雁
が
ね
の
春
た
ち
か
へ
る
こ
し
ぢ
に
は
都
に
ま
さ
る
花
や
咲
く
ら
ん�

（
二
〇
二
・
顕
仲
）

世
の
中
は
い
づ
く
か
い
づ
く
か
へ
る
か
り
な
に
古
郷
に
い
そ
ぐ
な
る
ら
ん�

（
二
〇
三
・
基
俊
）

雁
金
は
か
へ
る
空
な
く
思
ふ
ら
ん
み
れ
ど
も
あ
か
ぬ
花
を
み
す
て
て�

（
二
〇
四
・
永
縁
）

限
あ
り
て
春
も
な
か
ば
に
な
り
ぬ
れ
ば
こ
し
ぢ
に
か
へ
る
雁
ぞ
鳴
く
な
る�

（
二
〇
五
・
隆
源
）

さ
夜
更
け
て
雲
ゐ
は
る
か
に
か
へ
る
雁
う
は
の
空
に
や
宿
を
か
る
ら
ん�

（
二
〇
六
・
肥
後
）

ち
る
花
を
み
る
や
わ
び
し
き
年
を
へ
て
春
し
も
に
や
は
帰
る
か
り
が
ね�

（
二
〇
七
・
紀
伊
）

う
か
り
け
る
な
ら
ひ
な
る
か
な
春
く
れ
ば
花
に
別
れ
て
か
へ
る
か
り
が
ね�

（
二
〇
八
・
河
内
）

　
　

擣
衣

六
七

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



六
八

恋
ひ
つ
つ
や
妹
が
う
つ
ら
ん
か
ら
衣
き
ぬ
た
の
お
と
の
空
に
な
る
ま
で�

（
八
〇
一
・
公
実
）

衣
う
つ
つ
ち
の
お
と
こ
そ
た
ゆ
む
な
れ
た
ぶ
さ
に
霜
の
お
く
に
や
有
る
ら
ん�

（
八
〇
二
・
匡
房
）

さ
夜
ふ
か
く
き
ぬ
た
に
あ
た
る
つ
ち
の
音
の
し
げ
き
や
誰
か
衣
う
つ
ら
ん�

（
八
〇
三
・
国
信
）

衣
う
つ
つ
ち
の
音
に
て
よ
そ
な
が
ら
人
の
心
の
ほ
ど
を
し
る
か
な�

（
八
〇
五
・
顕
季
）

ふ
る
郷
の
夜
さ
む
に
な
れ
ば
う
つ
衣
た
び
に
や
君
も
お
も
ひ
出
づ
ら
ん�

（
八
〇
六
・
顕
仲
）

ま
つ
ほ
ど
の
す
ぎ
や
し
ぬ
ら
ん
衣
う
つ
き
ぬ
た
の
音
の
う
ら
み
が
ほ
な
る�

（
八
〇
七
・
仲
実
）

松
か
ぜ
の
お
と
だ
に
秋
は
さ
び
し
き
に
衣
う
つ
な
り
玉
川
の
里�

（
八
〇
八
・
俊
頼
）

わ
ぎ
も
子
が
手
玉
も
ゆ
ら
に
う
つ
衣
千
声
に
な
り
ぬ
夜
の
長
け
れ
ば�

（
八
〇
九
・
師
時
）

か
ら
衣
こ
の
里
人
の
う
つ
こ
ゑ
を
聞
き
そ
め
し
よ
り
ぬ
る
夜
は
ぞ
な
き�

（
八
一
〇
・
顕
仲
）

た
が
た
め
に
い
か
に
う
て
ば
か
か
ら
衣
千
度
や
ち
た
び
声
の
う
ら
む
る�

（
八
一
一
・
基
俊
）

長
き
夜
に
衣
し
で
う
つ
つ
ち
の
音
や
物
お
も
ふ
人
の
友
と
な
る
ら
ん�

（
八
一
二
・
永
縁
）

い
か
ば
か
り
お
も
ひ
そ
め
た
る
か
ら
衣
な
が
き
夜
す
が
ら
う
ち
あ
か
す
ら
ん�

（
八
一
三
・
隆
源
）

た
が
た
め
に
お
も
ひ
そ
め
て
か
夜
も
す
が
ら
遠
の
里
人
衣
う
つ
ら
ん�

（
八
一
四
・
肥
後
）

さ
む
し
ろ
も
さ
ゆ
る
霜
夜
に
よ
も
す
が
ら
を
ち
の
里
に
は
衣
擣
つ
な
り�

（
八
一
六
・
河
内
）

　
　

不
被
知
人
恋

お
し
ね
か
る
山
田
の
く
ろ
に
お
く
か
び
の
下
こ
が
れ
す
る
身
と
は
し
ら
ず
や�

（
一
一
三
七
・
公
実
）

春
く
れ
ば
雪
の
下
草
し
た
に
の
み
も
え
い
づ
る
恋
を
知
る
人
ぞ
な
き�

（
一
一
三
八
・
匡
房
）

逢
ふ
事
は
さ
こ
そ
な
か
ら
め
人
し
れ
ず
恋
す
と
だ
に
も
し
ら
せ
て
し
か
な�

（
一
一
四
〇
・
師
頼
）

我
が
恋
は
か
ら
す
羽
に
か
く
こ
と
の
は
の
う
つ
さ
ぬ
ほ
ど
は
し
る
人
も
な
し�

（
一
一
四
一
・
顕
季
）

人
し
れ
ず
く
る
し
か
り
け
り
か
き
あ
げ
て
は
だ
に
こ
は
し
る
山
が
つ
の
身
は�

（
一
一
四
二
・
顕
仲
）

人
し
れ
ぬ
恋
を
し
す
ま
の
う
ら
人
は
な
き
し
ほ
た
れ
て
過
す
な
り
け
り�

（
一
一
四
五
・
師
時
）



し
ら
せ
ば
や
新
桑
眉
の
か
き
こ
も
り
い
ぶ
せ
き
ま
で
に
し
の
ぶ
心
を�

（
一
一
四
六
・
顕
仲
）

し
の
薄
ほ
に
出
で
ぬ
恋
の
く
る
し
き
は
露
け
け
れ
ど
も
し
る
人
も
な
し�

（
一
一
四
八
・
永
縁
）

人
し
れ
ぬ
お
も
ひ
の
み
こ
そ
ま
す
鏡
見
し
人
有
り
と
人
し
る
ら
め
や�

（
一
一
四
九
・
隆
源
）

し
を
る
る
を
知
る
人
も
な
き
た
も
と
か
な
こ
れ
や
し
の
び
の
岡
の
陰
草�

（
一
一
五
二
・
河
内
）

　

各
題
そ
れ
ぞ
れ
全
一
六
首
中
、「
帰
雁
」
題
の
「
帰
」
の
字
は
一
六
首
全
て
が
、「
擣
衣
」
題
の
「
擣
」
の
字
は
一
四
首
が
、「
不
被
知
人

恋
」
題
の
「
知
」
の
字
は
一
〇
首
が
、
露
わ
に
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
歌
題
と
し
て
定
着
し
た
題
の
な
か
の
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞

の
字
」
で
あ
る
。
俊
頼
詠
も
含
め
て
、
そ
の
詠
法
が
通
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
「
帰
雁
」「
擣
衣
」
な
ど
は
、
既
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
項
目
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
題
の
な
か
の
「
詞
の
字
」
は
、
自
然
と

「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」
と
な
る
。
そ
の
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
の
字
」
を
露
わ
に
詠
む
こ
と
は
、
俊
頼
自
身
も
理
解
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。『
簸
河
上
』
に
お
け
る
「
古
き
詞
を
取
り
た
ら
む
は
さ
さ
へ
た
り
と
も
、
是
は
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
に
て
、
と
が
と
も

聞
こ
え
ざ
る
べ
し
」
と
は
、
こ
の
現
象
を
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
題
詠
論
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
こ
と
に
な
る（
21
）。

む
す
び
に
代
え
て

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
題
詠
の
際
の
四
種
の
文
字
に
つ
い
て
、
定
義
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
歌
論
に
お
け
る
「
さ
さ

ふ
」
の
語
意
を
踏
ま
え
て
、
後
の
歌
学
書
、
特
に
『
簸
河
上
』
に
お
け
る
規
定
に
よ
っ
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
題
詠
論
に
お
け
る
「
さ
さ
へ
て

あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
本
来
は
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
で
あ
る
詞
の
字
の
う
ち
、
古
歌
な
ど
に
言
い

習
わ
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
持
し
て
露
わ
に
詠
む
べ
き
文
字
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
条
件
に
よ
っ
て
露
わ
に
詠

ま
れ
た
文
字
の
存
在
は
、
俊
頼
歌
お
よ
び
先
行
歌
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
三
種
の
文
字
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
以
降
の
歌
論
書

六
九

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



七
〇

に
お
け
る
捉
え
方
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
現
在
研
究
の
調
査
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
読
む
べ

き
文
字
」
も
同
様
の
手
法
に
よ
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
自
ら
も
こ
の
四
種
文
字
の
詠

法
を
体
現
し
て
い
た
俊
頼
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
い
ち
早
く
そ
の
題
詠
論
を
定
義
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

の
み
な
ら
ず
、
題
詠
に
お
け
る
四
種
文
字
の
説
明
に
加
え
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
題
詠
全
体
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

題
を
も
詠
み
、
そ
の
こ
と
と
な
か
ら
む
折
の
歌
は
、
思
へ
ば
や
す
か
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
。

　

題
の
字
を
、
そ
の
四
種
の
文
字
を
詠
み
込
ん
で
、
さ
し
た
る
制
約
の
な
い
時
な
ら
ば
、
そ
の
題
に
沿
っ
た
歌
に
仕
上
げ
る
の
は
簡
単
で

あ
る
と
す
る（
22
）。
詠
み
方
は
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
続
い
て
、

た
と
へ
ば
、
春
の
あ
し
た
に
い
つ
し
か
、
と
詠
ま
む
と
思
は
ば
、

と
し
て
、
春
を
始
め
と
し
た
四
季
と
恋
の
場
面
の
具
体
的
な
詠
み
方
を
列
挙
す
る（
23
）。
つ
ま
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
題
詠
と
は
、

四
季
と
恋
の
題
字
を
四
種
の
定
義
で
詠
み
込
ん
で
、
さ
ら
に
そ
の
題
が
示
す
よ
う
な
状
況
を
定
型
的
な
表
現
で
設
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
歌
の
本
質
は
、
そ
こ
に
は
な
い
。
題
詠
論
に
続
け
て
、
ま
た
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
ら
で

あ
る
。大

方
、
歌
の
良
し
と
い
ふ
は
、
心
を
先
と
し
て
、
め
づ
ら
し
き
節
を
も
と
め
、
詞
を
飾
り
詠
む
べ
き
な
り
。
心
あ
れ
ど
詞
飾
ら
ね
ば
、

歌
お
も
て
め
で
た
し
と
も
聞
こ
え
ず
。
詞
飾
り
た
れ
ど
さ
せ
る
節
な
け
れ
ば
、
良
し
と
も
聞
こ
え
ず
。
め
で
た
き
節
あ
れ
ど
も
優
な

る
心
詞
な
け
れ
ば
、
ま
た
悪
し
。



　

総
じ
て
良
い
歌
と
は
、「
心
」
を
先
に
し
て
後
に
「
め
づ
ら
し
き
節
」
を
追
求
し
て
か
ら
「
詞
」
を
飾
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う（
24
）。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
は
全
て
に
お
い
て
整
合
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
心
」「
め
づ
ら
し
き
節
」
が
兼
ね
備
わ
っ
た
「
歌

の
良
し
」
と
す
る
歌
の
実
例
に
は
歌
合
の
歌
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
題
詠
論
か
ら
「
心
」「
め
づ
ら
し
き
節
」
の
重
視
へ
の
件
は
、
一

首
の
詠
法
と
い
う
点
に
お
い
て
一
続
き
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
題
の
置
き
方
と
、
そ
れ
を
含
め
た
典

型
的
な
詠
み
方
を
推
奨
す
る
題
詠
の
詠
法
は
、「
心
」
と
「
め
づ
ら
し
き
節
」
重
視
の
前
段
階
で
あ
っ
た
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
題
詠
も
含
め
た
歌
の
理
想
と
は
、
総
じ
て
、
心
を
先
と
し
て
、
題
詠
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
題
字
を
そ
の
題
に
沿

っ
た
よ
う
に
詠
み
、
同
時
に
「
め
づ
ら
し
き
節
」
を
追
求
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
考
え
た
時
に
初
め
て
、『
書
経
』「
堯

典
」
か
ら
脈
々
と
続
く
「
言
志
」
と
い
う
詩
の
原
理
と

―
直
接
意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
関
係
な
く

―
、
技
術
的
な
題
詠
と
の
双
方

に
目
配
せ
を
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』
の
周
到
さ
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

注

（
1
）�

『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
は
、『
俊
頼
髄
脳
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
七
九
巻
・
朝
日
新
聞
社
出
版
局�

・
二
〇
〇
八
年
）
を
用
い
た
。
他
の
歌
論
書

は
日
本
歌
学
大
系
に
よ
り
、
歌
合
と
和
歌
は
国
歌
大
観
に
よ
っ
た
。
適
宜
漢
字
に
直
し
た
り
、
記
号
を
付
け
た
り
し
た
。

（
2
）�

こ
れ
ま
で
こ
の
四
種
を
整
理
し
た
の
は
、
田
中
正
男
氏
「
題
詠
に
お
け
る
結
題
の
隆
盛
と
そ
の
詠
歌
法
」（「
国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論

集
」
五
号
・
一
九
七
八
年
三
月
）
だ
け
で
あ
っ
た
。
以
下
田
中
氏
の
論
文
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
3
）�

金
子
彦
二
郎
氏
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
―
句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
篇
―
』（
培
風
館
・
一
九
五
五
年
）「
句
題
和
歌
の
於
け
る
千
里
の

作
歌
技
巧
」
に
論
じ
ら
れ
る
。
以
下
金
子
氏
の
論
は
同
書
に
よ
る
。

（
4
）�

『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
題
詠
論
の
題
に
は
句
題
和
歌
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
平
安
中
期
か
ら
の
句
題
和
歌
詠
法
を
も
理
解
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
の
題
詠
の
詠
法
方
法
を
句
題
詩
の
構
成
方
法
に
求
め
た
と
す
る
考
え
は
、
間
違
い
で
あ
る
。

（
5
）�

そ
れ
を
受
け
て
、
小
沢
正
夫
氏
も
、『
句
題
和
歌
』
に
お
け
る
翻
案
性
を
指
摘
す
る
が
（『
増
補
版
古
今
集
の
世
界
』〈
塙
書
房
・
一
九
七
六
年
〉）、

そ
れ
以
上
論
を
深
め
な
い
し
、
吉
川
栄
治
氏
も
十
世
紀
に
お
け
る
句
題
和
歌
の
変
遷
を
論
じ
題
字
と
の
関
係
に
触
れ
る
が
、
具
体
的
に
詠
む
べ
き
文

字
を
定
義
し
な
い
（「
句
題
和
歌
の
成
立
と
展
開
に
関
す
る
試
論
―
紀
師
匠
曲
水
宴
・
延
喜
六
年
貞
文
歌
合
の
偽
書
説
と
併
せ
て
―
」〈「
国
文
学
研

七
一

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



七
二

究
」
六
八
号
・
一
九
七
九
年
六
月
〉）。

（
6
）�
「『
俊
頼
髄
脳
』
題
詠
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
転
換
期
の
和
歌
表
現　

院
政
期
和
歌
文
学
の
研
究
』
青
簡
舎
・
二
〇
一
二
年
）。

（
7
）�
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
後
の
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
べ
き
文
字
」
の
よ
う
に
、
別
の
表
現
と
な
っ
て
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
を
排
除

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
8
）�

「「
結
題
」
と
そ
の
詠
法
を
め
ぐ
っ
て
」（『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
』
笠
間
書
院
・
一
九
九
八
年
）。

（
9
）�

「
題
詠
に
於
け
る
「
ま
は
し
て
心
を
詠
む
」
文
字
に
つ
い
て
」（「
和
歌
文
学
研
究
」
六
〇
号
・
一
九
九
〇
年
四
月
）。

（
10
）�

「「
ま
は
し
て
心
を
よ
む
」
詠
法
に
つ
い
て
」（『
転
換
期
の
和
歌
表
現　

院
政
期
和
歌
文
学
の
研
究
』
青
簡
舎
・
二
〇
一
二
年
）
お
よ
び
注
6
論
文
。

（
11
）�

『
簸
河
上
』
に
言
う
「
詞
の
字
」
と
は
、『
色
葉
字
類
抄
』
に
お
け
る
「
辞
字
」
か
。

（
12
）�

こ
の
文
の
別
解
は
後
述
す
る
。『
簸
河
上
』
で
は
「
さ
さ
へ
て
よ
む
べ
き
文
字
」
は
積
極
的
に
説
明
し
て
い
な
い
。

（
13
）�

中
村
幸
彦
編
纂
・
角
川
書
店
・
一
九
八
二
年
。

（
14
）�

『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
題
詠
論
の
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
読
む
べ
き
文
字
」
と
は
別
に
、
も
う
一
例
「
さ
さ
ふ
」
の
語
が
あ
る
。「
岸
樹
病
」
に
つ
い

て
の
説
明
に
、「
ま
た
、
始
め
の
五
文
字
の
始
め
の
文
字
と
、
次
の
七
文
字
の
始
め
の
文
字
と
同
じ
き
を
、
古
き
髄
脳
に
岸
樹
の
病
と
い
へ
り
。
こ
れ

ぞ
な
ほ
避
る
べ
き
こ
と
。
同
じ
文
字
詠
み
つ
れ
ば
、
さ
さ
へ
て
耳
と
ゞ
ま
り
て
聞
こ
ゆ
。
さ
れ
ど
も
、
ま
た
古
き
歌
に
詠
ま
ざ
る
に
あ
ら
ず
」（『
俊

頼
髄
脳
』）
と
あ
る
。
同
じ
文
字
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、「
耳
と
ど
ま
り
て
」
と
並
立
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
「
さ
さ
ふ
」
は
「
支
障
」

と
解
せ
る
。

（
15
）�

た
だ
し
、
他
の
判
詞
や
歌
論
書
で
は
、
む
し
ろ
「
支
障
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
の
方
が
多
い
。『
無
名
抄
』
に
お
け
る
基
俊
の
言
で
、「
基

俊
い
ど
む
人
に
て
、
難
じ
て
い
は
く
、「
い
か
に
も
、
歌
は
腰
の
句
の
末
に
、「
て
」
文
字
据
ゑ
つ
る
に
、
は
か
ば
か
し
き
こ
と
な
し
。
さ
さ
へ
て
、

い
み
じ
う
聞
き
に
く
き
も
の
な
り
」
と
、
口
く
ち
開
か
す
べ
く
も
な
く
難
ぜ
ら
れ
け
れ
ば
、
俊
頼
は
と
も
か
く
も
言
は
ざ
り
け
り
」（『
無
名
抄
』「
腰

句
・
て
文
字
の
事
」）
と
し
て
「
い
み
じ
う
聞
き
に
く
き
も
の
」
と
並
立
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
顕
著
な
用
例
（
簗
瀬
一
雄
氏
『
無
名
抄
全
講
』（
加

藤
中
道
館
・
一
九
八
〇
年
）
で
は
「
流
暢
さ
が
と
ま
る
」
と
す
る
）。
さ
ら
に
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）「
広
田
社
歌
合
」
で
、「
左
は
、「
み
ぎ
は
な

り
け
る
」
と
い
へ
る
や
。
あ
ま
り
さ
さ
へ
て
き
こ
ゆ
ら
ん
」（「
広
田
社
歌
合
」
二
一
番
）「「
人
か
と
ぞ
み
る
」
と
い
へ
る
や
、
す
こ
し
さ
さ
へ
た
る

や
う
に
き
こ
ゆ
れ
ど
」（「
広
田
社
歌
合
」
二
二
番
）
と
し
て
い
る
の
も
（
武
田
元
治
氏
『
広
田
社
歌
合
全
釈
』（
風
間
書
房
・
二
〇
〇
九
年
）（
歌
合
・

定
数
歌
全
釈
叢
書
一
三
）
で
も
「
耳
障
り
」
と
解
す
る
）、
ま
た
さ
ら
に
、
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）「
内
大
臣
家
歌
合
」
で
、「
又
判
云
、
左
歌
、
末

の
「
百
草
の
花
」
と
文
字
づ
か
ひ
ぞ
、
さ
さ
へ
た
る
や
う
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
こ
と
な
る
難
に
は
候
は
じ
」（「
広
田
社
歌
合
」
二
番
）
と
す
る
の
も
、



同
様
に
聴
覚
的
な
「
支
障
」
を
意
味
す
る
。
歌
論
に
お
け
る
「
さ
さ
ふ
」
は
、『
俊
頼
髄
脳
』「
岸
樹
病
」
の
説
明
に
お
け
る
用
法
と
同
じ
く
、
主
と

し
て
聴
覚
的
「
支
障
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

（
16
）�
『
古
今
集
』
の
「
年
に
ま
れ
な
る
」
は
「
人
」
で
、『
簸
河
上
』
の
「
稀
」
は
「
鶯
」
で
あ
る
が
、
本
来
の
「
古
く
詠
み
き
た
れ
る
詞
」
は
そ
の
対

象
が
同
じ
場
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）�

中
田
氏
は
「
匂
」
と
い
う
字
が
ま
わ
さ
れ
る
場
合
と
、
そ
の
ま
ま
詠
み
込
ま
れ
る
場
合
を
分
析
し
、
久
保
田
淳
氏
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
第
二

篇
「
藤
原
俊
成
の
研
究
」
第
二
章
「
作
品
の
展
開
」
三
「
久
安
百
首
」（
一
九
七
三
年
・
東
京
大
学
出
版
）、
趙
力
偉
氏
「『
為
忠
家
初
度
百
首
』
の
俊

成
歌
に
つ
い
て
―
漢
詩
文
摂
取
を
中
心
に
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
三
二
巻
九
号
・
二
〇
〇
五
年
九
月
）、
家
永
氏
「
結
題
の
泳
法
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
転
換
期
の
和
歌
表
現　

院
政
期
和
歌
文
学
の
研
究
』
青
簡
舎
・
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
も
、
露
わ
に
詠
む
べ
き
文
字
が
間
接
的
に
詠
ま
れ
て
い

る
例
を
挙
げ
る
。

（
18
）�

前
者
に
は
、「
お
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春
霞
帰
道
に
し
た
ち
ぬ
と
お
も
へ
ば
」（
古
今
・
元
方
・
一
三
〇
）「
を
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に

さ
く
ら
ば
な
ゆ
き
と
の
み
こ
そ
ふ
り
て
や
み
ぬ
れ
（
躬
恆
・
四
九
〇
）
が
あ
り
、
後
者
に
は
、「
天
の
川
夜
船
を
漕
ぎ
て
明
け
ぬ
と
も
逢
は
む
と
思
ふ

夜
袖
交
へ
ず
あ
ら
む
」（
万
葉
・
二
〇
二
〇
）「
天
の
川
楫
の
音
聞
こ
ゆ
彦
星
と
織
女
と
今
夜
逢
ふ
ら
し
も
」（
万
葉
・
二
〇
二
九
）
が
あ
る
。

（
19
）�

「
惜
秋
秋
不
駐
、
思
菊
菊
纔
残
〈
秋
を
惜
し
め
ど
も
秋
駐
ま
ら
ず
、
菊
を
思
へ
ど
も
菊
纔
か
に
残
り
た
り
〉」（『
菅
家
文
草
』
巻
五
「
暮
秋
賦
秋
尽

翫
菊
」）
と
い
う
道
真
の
句
、
さ
ら
に
そ
の
句
が
依
拠
し
た
「
留
春
春
不
住
、
春
帰
人
寂
寞
〈
春
を
留
む
る
に
春
住
ま
ら
ず
、
春
帰
り
て
人
寂
寞
た

り
〉」（『
白
氏
文
集
』
巻
五
一
「
落
花
」）
と
い
う
白
詩
句
の
バ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
。

（
20
）�

『
俊
頼
髄
脳
』
で
も
題
詠
論
の
後
に
示
さ
れ
る
和
歌
の
一
般
的
な
詠
み
方
に
「
い
つ
し
か
と
郭
公
を
待
ち
」
と
あ
る
。

（
21
）�

ち
な
み
に
、「
擣
衣
」
の
題
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
真
観
の
歌
を
挙
げ
る
と
、「
衣
う
つ
こ
ゑ
す
る
か
た
に
や
ど
か
り
て
わ
が
心
か
ら
夢
も
む
す
ば
ず
」

（『
閑
放
集
』
九
八
「
旅
宿
擣
衣
」）「
ま
つ
人
の
こ
ぬ
が
つ
ら
さ
や
か
さ
ぬ
ら
ん
や
ど
を
か
へ
て
も
う
つ
こ
ろ
も
か
な
」（『
閑
放
集
』
九
九
「
擣
衣
待

人
」）「
な
に
人
か
衣
う
つ
ら
ん
あ
れ
は
て
て
風
も
た
ま
ら
ぬ
宿
と
見
ゆ
る
に
」（『
閑
放
集
』
一
〇
〇
「
故
宅
擣
衣
」）
と
、
す
べ
て
「
擣
」
の
字
が
露

わ
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
22
）�

冷
泉
家
時
雨
亭
本
で
は
「
な
か
ら
む
」
と
す
る
が
、「
そ
の
こ
と
と
な
か
ら
む
折
」
が
突
然
出
て
く
る
の
は
、
文
脈
上
不
自
然
で
あ
る
。
日
本
歌
学

大
系
本
や
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
あ
る
よ
う
に
「
な
る
ら
む
」
が
本
来
の
形
で
あ
ろ
う
。『
俊
頼
髄
脳
』
を
注
解
し
た
『
簸
河
上
』
で
は
、
こ
の
部

分
を
「
自
ら
題
に
よ
り
て
思
ひ
わ
く
べ
き
文
字
も
や
侍
ら
む
。
又
春
夏
秋
冬
と
あ
ら
む
題
を
得
て
は
じ
の
ま
ま
に
詠
み
て
も
侍
る
べ
し
。
そ
の
時
の

景
物
を
取
り
て
も
詠
む
べ
し
。
先
達
み
な
か
よ
は
し
て
詠
め
り
。
す
べ
て
題
を
得
て
よ
ま
む
に
は
、
題
の
外
の
事
を
よ
み
ま
じ
ふ
べ
か
ら
ず
。
そ
の

七
三

『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
「
さ
さ
へ
て
あ
ら
は
に
詠
む
べ
き
文
字
」
考
（
小
野
）



七
四

題
の
こ
と
わ
り
を
三
十
一
字
に
読
み
つ
べ
し
。
但
し
題
に
よ
り
て
詠
み
ぐ
し
た
る
も
く
る
し
か
ら
ず
き
こ
ゆ
る
事
あ
り
。
よ
く
思
ひ
は
か
ら
ふ
べ
き

事
に
な
む
」
と
す
る
。

（
23
）�
こ
れ
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
よ
う
な
類
題
和
歌
集
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
首
で
は
な
く
句
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
例

え
ば
、『
白
氏
六
帖
』
や
『
事
類
賦
』
な
ど
と
共
通
す
る
。

（
24
）�

「
め
づ
ら
し
き
節
」
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、「
さ
さ
ふ
」
と
い
う
こ
と
を
「
支
障
」
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
歌
論
と
も
翻
っ
て
符
合
す
る
。

と
い
う
の
も
、「
さ
さ
ふ
」
を
「
支
障
」
と
解
釈
で
き
る
句
に
は
先
行
表
現
が
確
認
さ
れ
、
使
い
古
さ
れ
た
慣
用
表
現
で
あ
る
が
故
に
「
耳
障
り
」
と

感
じ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）『
広
田
社
歌
合
』
の
場
合
で
「
左
は
、「
み
ぎ
は
な
り
け
る
」
と
い

へ
る
や
。
あ
ま
り
さ
さ
へ
て
き
こ
ゆ
ら
ん
」
と
す
る
の
は
、「
わ
た
の
は
ら
波
に
お
り
ゐ
る
白
雲
の
は
る
れ
ば
空
ぞ
ぞ
み
ぎ
は
な
り
け
る
」（
二
一
番
・

左
・
顕
綱
王
・
九
九
）
に
対
し
て
の
判
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
武
田
元
治
氏
は
、「
こ
の
俊
成
の
判
詞
の
場
合
は
、（「
空
ぞ
汀
な
り
け
る
」
と
い

う
）
表
現
な
い
し
内
容
に
つ
い
て
言
っ
た
と
見
ら
れ
る
」
と
し
て
、「
こ
う
い
う
空
を
（
海
の
向
こ
う
の
）
汀
と
と
ら
え
る
こ
と
は
目
新
し
く
」
と
す

る
が
（
注
15
）、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
句
に
は
、「
天
の
川
き
の
ふ
の
空
の
名
残
に
も
み
ぎ
は
い
か
な
る
も
の
と
か
は
し
る
」（
斎
宮
女
御
・
一
二
七
）「
五

月
雨
に
む
こ
の
わ
た
り
を
み
わ
た
せ
ば
お
り
ゐ
る
雲
ぞ
み
ぎ
は
な
り
け
る
」（
正
治
後
度
百
首
・
家
長
・
五
二
三
）
な
ど
の
空
を
汀
に
喩
え
た
表
現
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
「
さ
さ
へ
て
き
こ
ゆ
ら
ん
」
が
表
現
内
容
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
常
套
表
現
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
要
因
が
あ
る
。
さ
ら

に
、『
広
田
社
歌
合
』
の
「「
人
か
と
ぞ
み
る
」
と
い
へ
る
や
、
す
こ
し
さ
さ
へ
た
る
や
う
に
き
こ
ゆ
れ
ど
」
と
い
う
の
は
、「
海
原
や
雲
ゐ
は
る
か
に

こ
ぐ
船
を
う
き
き
に
の
れ
る
人
か
と
ぞ
み
る
」（
二
二
番
・
左
・
仲
綱
・
一
〇
一
）
に
対
す
る
判
で
、「
荻
の
葉
に
ふ
く
秋
風
を
わ
す
れ
つ
つ
こ
ひ
し

き
人
の
く
る
か
と
ぞ
み
る
」（
重
之
・
二
六
八
）
の
先
行
表
現
が
見
ら
れ
る
。
同
様
の
例
は
、
元
永
元
年
（
一
一
二
〇
）
十
月
二
日
『
内
大
臣
家
歌

合
』
で
の
「
紫
に
匂
へ
る
き
く
は
万
代
の
か
ざ
し
の
た
め
に
霜
や
置
き
つ
る
」（
一
番
・
残
菊
・
左
・
上
総
公
・
二
五
）
に
対
す
る
「
基
云
、
紫
に
匂

へ
る
菊
と
ま
で
歌
め
き
侍
れ
ど
も
、「
か
ざ
し
の
た
め
に
」
な
ど
い
へ
る
わ
た
り
、
又
は
て
の
、「
置
き
つ
る
」
な
ど
も
文
字
つ
づ
き
さ
さ
へ
た
る
所

お
ほ
か
る
や
う
に
て
」（
一
番
）
と
い
う
判
、
さ
ら
に
『
太
皇
太
后
宮
大
進
清
輔
朝
臣
家
歌
合
』
で
の
「
ひ
ば
り
あ
が
る
春
の
日
ぐ
ら
し
袖
垂
れ
て
垣

根
の
梅
の
花
み
る
我
は
」（
三
番
・
梅
・
右
・
顕
昭
・
六
）
と
い
う
和
歌
に
対
し
て
、「
左
は
い
ひ
な
れ
た
る
様
な
り
、
右
は
末
句
さ
さ
へ
た
る
様
な

れ
ど
も
持
か
」（
三
番
）
と
す
る
句
に
対
し
て
も
先
行
表
現
が
見
ら
れ
る
。
左
に
「
い
ひ
な
れ
た
る
様
な
り
」
と
い
う
の
も
、
同
種
の
非
難
で
は
な
か

ろ
う
か
。


