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に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
し
た
上
）
3
（

で
、
そ
の
後
、「
詞
」
に
対
す
る
説

明
を
羅
列
す
る
。

　

そ
の
「
詞
」
へ
の
説
明
も
ま
た
、『
新
撰
髄
脳
』
を
受
け
て

「
歌
の
良
し
」
を
「
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
」
と
し
、
そ
の
実
例
で
あ
る
「
気
高
く

遠
白
き
」
歌
以
降
を
『
和
歌
体
十
種
』
な
ど
に
倣
っ
て
分
類
し
、

そ
の
後
、「
大
方
の
歌
の
節
は
、
と
も
か
く
も
い
い
柄
な
め
り
」

と
し
て
三
代
集
に
拠
っ
て
「
よ
き
節
」
を
、『
江
談
抄
』『
作
文
大

体
』
に
倣
っ
て
「
似
物
」
を
、『
難
後
拾
遺
』
に
拠
っ
て
「
古
歌
」

に
対
し
て
お
よ
び
返
歌
と
し
て
「
詠
み
勝
す
」
こ
と
を
、『
和
歌

作
式
』『
能
因
歌
枕
』
に
拠
っ
て
「
歌
枕
」
を
記
し
た
上
で
、
実

際
に
は
「
に
へ
す
」
と
い
う
語
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
、「
好
む

者
を
歌
詠
み
と
は
い
ふ
な
り
」
と
い
う
跋
文
の
よ
う
な
部
分
と
関

連
し
て
、
歌
人
と
し
て
の
あ
り
方
を
問
題
に
す
る
後
悔
病
の
直
前

「
歌
が
ら
の
優
」
を
論
じ
る
件
ま
で
続
）
4
（

く
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
「
詞
」
へ
の
説
明
は
つ
ま
り
、〈
古
き

は
じ
め
に 

　

―
　

「
式
」
か
ら
「
歌
枕
」・「
詞
釈
」
へ
　

―
　

　

現
存
最
古
の
歌
学
書
『
歌
経
標
式
』
を
始
め
『
和
歌
式
』『
和

歌
体
十
種
』『
九
品
和
歌
』
に
は
「
歌
病
」「
歌
体
」
な
ど
の

「
式
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
歌
学
は
個
々
の
語
に
も
注

目
す
る
よ
う
に
な
り
、「
歌
枕
」（「
所
の
名
」「
異
名
」）の
意
味
を

単
純
に
記
し
た
『
和
歌
作
式
』「
四
条
大
納
言
歌
枕
」『
能
因
歌

枕
』
な
ど
の
「
歌
枕
」
が
表
）
1
（
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
そ
の
「
歌

枕
」
を
含
ん
だ
「
詞
」
を
詳
述
す
る
と
い
う
『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど

の
よ
う
な
書
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
自
体
は
ま
た
、
こ
の
流
れ
を
内
包
す
る
。
す
な

わ
ち
、
序
文
に
次
ぐ
「
歌
の
姿
」（
歌
体
）は
『
喜
撰
偽
式
』（『
奥
義

抄
』
所
載
「
喜
撰
式
」）
）
2
（

に
、「
避
病
」
は
『
和
歌
式
』
お
よ
び

『
喜
撰
偽
式
』（『
袋
草
紙
』
所
載
「
喜
撰
式
」）に
、「
天
皇
」
か
ら

「
死
に
入
る
者
」
ま
で
の
「
歌
詠
む
者
」
は
『
古
今
集
』
仮
名
序

『
俊
頼
髄
脳
』
と
同
時
代
歌
論
書

小　

野　

泰　

央
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一
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』

　
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
は
先
行
す
る
説
を
羅
列
し
て
引
用
す
る
場

合
が
あ
る
。
そ
の
依
拠
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
隆
源
口
伝
』
の

記
述
を
考
え
併
せ
る
と
判
然
と
す
）
7
（

る
。
例
え
ば
、
次
の
「
高
砂
」

と
い
う
語
に
対
す
る
注
記
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
詞
の
ご
と
く
な
ら
ば
、
素
性
法
師
が
、
花
の
山
と

い
ふ
所
に
て
、
花
を
折
り
て
詠
め
る
歌
な
り
。「
高
砂
の
尾

上
」
と
い
ふ
所
は
、
播
磨
の
国
に
あ
る
所
な
り
。
花
の
山
は
、

こ
の
山
城
の
国
に
あ
る
所
な
り
。「
松
も
や
我
を
友
と
見
る

ら
ん
」
と
も
言
ひ
、「
尾
上
の
松
と
我
と
な
り
け
り
」
と
も

詠
む
は
、
か
の
播
磨
の
国
の
高
砂
に
て
詠
め
る
な
り
。（『
俊

頼
髄
脳
』）

「
た
か
さ
ご
」
と
い
ふ
に
あ
ま
た
の
あ
ら
そ
ひ
あ
り
。
然
は

あ
れ
ど
も
う
け
習
ひ
た
る
を
し
る
す
べ
し
。「
高
砂
」
と
は

よ
ろ
づ
の
山
を
い
ふ
な
る
べ
し
。
そ
の
故
は
、
本
文
云
、

「
積
砂
成
山
」
と
い
へ
り
。
然
れ
ば
い
ふ
な
る
べ
し
。「
尾
の

へ
」
と
は
山
の
尾
の
へ
を
い
ふ
な
る
べ
し
。
…
但
し
此
の
外

に
も
、
播
磨
に
も
「
高
砂
の
尾
の
へ
」
と
よ
め
り
。
そ
れ
は

所
の
名
な
れ
ば
驚
く
べ
か
ら
ず
。
但
し
「
尾
の
へ
」
と
い
ふ

に
二
つ
の
心
あ
り
。
能
因
歌
、「
た
か
さ
ご
の
を
」
と
い
ふ

な
り
。
又
或
人
云
、「
た
か
さ
ご
に
尾
の
あ
る
を
云
ふ
」。

「
た
か
さ
ご
の
尾
上
の
鹿
」
と
よ
め
り
。
播
磨
の
た
か
さ
ご

節
〉や
「
歌
枕
」
を
含
む
「
古
詞
」
の
意
味
を
整
理
し
な
が
）
5
（
ら
、

「
め
づ
ら
し
き
節
」
を
求
め
て
、
古
歌
に
「
詠
み
勝
す
」
と
い
う

こ
と
が
そ
の
根
底
に
あ
る
と
、
文
脈
上
は
そ
う
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
）
6
（

る
。
そ
れ
は
「
古
詞
」
で
あ
る
「
歌
枕
」
に
「
詞
」
を
増
加

さ
せ
た
こ
と
の
必
然
的
な
結
果
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
「
歌
枕
」
か

ら
「
詞
釈
」
へ
と
い
う
推
移
は
、『
能
因
歌
枕
』
に
散
見
す
る
詳

述
、
そ
の
後
の
『
隆
源
口
伝
』
に
お
け
る
そ
の
詳
述
の
増
加
、
翻

っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
に
お
け
る
「
歌

枕
」
の
残
像
、
と
い
う
変
遷
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

　

同
時
に
初
期
「
歌
枕
」
制
作
者
の
藤
原
公
任
は
一
方
で
「
歌
論

議
」
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、『
後
拾
遺
集
』
に
対
す
る
議
論（『
後

拾
遺
問
答
』『
難
後
拾
遺
抄
』）が
源
経
信
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
歌

合
隆
盛
に
伴
っ
て
判
詞
に
お
け
る
議
論
も
活
気
を
帯
び
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
へ
の
気
運
が
「
詞
釈
」
を
さ
ら

に
発
展
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

共
に
「
歌
枕
」
を
母
体
と
し
、
歌
論
議
を
反
映
し
て
い
る
が
故

に
、「
詞
釈
」
を
持
つ
こ
れ
ら
の
歌
論
書
は
、
相
互
に
関
係
し
あ

い
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
関
係
の
姿
態
は
、『
綺
語
抄
』『
疑

開
和
歌
抄
』
に
続
い
て
『
和
歌
童
蒙
抄
』
な
ど
の
語
種
が
分
類
さ

れ
た
「
詞
釈
」
書
へ
の
展
開
や
、『
袋
草
紙
』
な
ど
の
作
法
書
の

出
現
と
い
う
鎌
倉
時
代
に
向
け
て
の
歌
論
書
の
広
が
り
を
考
え
る

上
で
も
、
の
み
な
ら
ず
、「
式
」
か
ら
語
説
明
と
い
う
古
代
中
世

韻
文
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
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御
恵
み
と
い
へ
る
こ
と
な
り
。
…
「
御
裳
濯
川
」
と
は
、
か

の
大
神
宮
の
御
前
に
流
れ
た
る
川
な
り
。「
い
か
で
こ
の
川

を
今
ま
で
詠
み
残
し
て
お
き
た
り
け
ん
」
と
こ
そ
、
実
綱
は

申
し
し
か
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

御
裳
濯
川　

経
信

君
が
代
は
つ
き
じ
と
ぞ
思
ふ
神
風
や

通
明
朝
臣
、
案
東
寺
に
て
詠
み
て
、
時
の
人
々
に
笑
は
る
。

さ
れ
ど
も
ゆ
ゑ
あ
り
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。（『
隆
源
口
伝
』）

九
十
六　

み
も
す
そ
が
は　
　

経
信
云
、

君
が
代
は
つ
き
じ
と
ぞ
思
ふ
神
風
や
み
も
す
そ
川
の
す
ま
ん

限
り
は

「
み
も
す
そ
が
は
」
と
は
伊
勢
御
神
の
や
し
ろ
の
前
に
流
れ

た
る
川
也
。「
神
風
」
と
は
御
神
の
め
ぐ
み
の
事
也
。
通
宗

朝
臣
、
筑
紫
の
安
楽
寺
に
て
北
野
の
御
前
に
て
神
風
と
よ
み

て
時
の
人
々
に
笑
は
れ
け
り
。
さ
れ
ど
も
ゆ
ゑ
あ
り
と
ぞ
申

さ
れ
け
る
。（『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
九
十
六　

み
も
す
そ
が

は
）

　
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
の
「
み
も
す
そ
が
は　

経
信
云
」「
通
宗
朝

臣
、
筑
紫
の
安
楽
寺
に
て
北
野
の
御
前
に
て
神
風
と
よ
み
て
時
の

人
々
に
笑
は
れ
け
り
。
さ
れ
ど
も
ゆ
ゑ
あ
り
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
」

は
、『
隆
源
口
伝
』
類
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
部

分
は
さ
ら
に
そ
の
『
隆
源
口
伝
』
の
表
記
を
土
台
に
し
な
が
ら
、

『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
神
の
御
恵
み
と
い
へ
る
こ
と
な
り
」
と
「「
御

に
も
桜
あ
れ
ば
詠
む
べ
し
。（『
隆
源
口
伝
』）

「
た
か
さ
ご
」
と
い
ふ
に
あ
ま
た
の
あ
ら
そ
ひ
あ
り
。
或
人

の
い
は
く
、「「
高
砂
」
と
は
、
播
磨
の
国
に
あ
る
所
の
名
な

り
」。
又
あ
る
人
の
云
、「「
た
か
さ
ご
」
と
わ
、
よ
ろ
づ
の

や
ま
を
い
ふ
な
り
。「
お
の
へ
」
と
わ
、
や
ま
の
う
へ
に
を

い
ふ
な
り
」。
本
文
云
、「
積
砂
成
山
」
と
い
へ
り
。（『
口
伝

和
歌
釈
抄
』
九
十
一　

た
か
さ
ご
）

　
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
の
「「
た
か
さ
ご
」
と
い
ふ
に
あ
ま
た
の
あ

ら
そ
ひ
あ
り
」
と
い
う
総
説
は
『
隆
源
口
伝
』
と
対
応
す
る
。
そ

の
後
の
「
或
人
の
い
は
く
」「
又
あ
る
人
の
云
」
と
し
て
並
列
す

る
説
の
う
ち
、
前
者
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
表
記
と
一
致
し
、
後
者

は
『
隆
源
口
伝
』
の
表
記
を
抜
粋
し
た
か
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ

て
い
）
8
（
る
。
こ
の
部
分
、『
隆
源
口
伝
』
あ
る
い
は
『
隆
源
口
伝
』

を
引
い
た
歌
論
書（
以
下
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
類
」
と
す
る
。

他
書
同
）を
基
盤
に
し
な
が
ら
、『
隆
源
口
伝
』
類
の
説
と
、『
俊

頼
髄
脳
』
類
の
説
を
羅
列
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
次
の
「
神
風
」
お
よ
び
「
み
も
す
そ
川
」
と

い
う
語
へ
の
注
記
に
さ
ら
に
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
。

神
風
や
伊
勢
の
浜
荻
折
り
ふ
せ
て
旅
寝
や
す
ら
む
あ
ら
き

浜
辺
に

「
神
風
」
と
い
へ
る
は
、
吹
く
風
に
は
あ
ら
ず
。
万
葉
集
に

「
神
風
」
と
書
き
た
れ
ば
、
文
字
に
は
か
ら
れ
て
吹
く
風
に

詠
め
る
人
あ
ま
た
聞
こ
ゆ
。
も
ろ
も
ろ
の
僻
事
に
や
。
神
の
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「
あ
さ
も
よ
ひ
き
」
と
は
、
た
き
ゞ
な
り
。
木
を
も
て
飯
す

る
を
い
ふ
と
ぞ
人
丸
は
申
け
る
。
あ
る
説
に
い
は
く
、「「
あ

さ
も
よ
ひ
き
」
と
は
、
あ
し
た
の
食
ひ
物
す
る
を
い
ふ
な

り
」。
又
説
に
云
、「
人
の
め
の
あ
い
を
も
い
て
あ
り
け
る
が
、

ゆ
み
に
な
り
て
あ
り
け
る
を
、
あ
さ
ま
し
と
お
も
ひ
て
あ
り

け
る
ほ
ど
に
、
し
ろ
き
と
り
に
な
り
て
ゆ
き
け
れ
ば
、
た
づ

ね
ゆ
く
と
て
よ
め
る
う
た
と
も
あ
り
」。（『
口
伝
和
歌
釈
抄
』

二　

あ
さ
も
い
ひ
）

　
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
が
「
あ
る
説
に
い
は
く
」
と
し
て
「
あ
さ

も
よ
ひ
き
と
は
、
あ
し
た
の
食
ひ
物
す
る
を
い
ふ
な
り
」
と
す
る

の
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
あ
さ
も
よ
ひ
と
は
、
つ
と
め
て
物
食

ふ
折
を
い
ふ
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
意
訳
し
た
か
の
よ
う
な
形

に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
が
「
又
説
に
云
」

と
し
て
、「
人
の
め
の
あ
い
を
も
い
て
あ
り
け
る
が
、
ゆ
み
に
な

り
て
あ
り
け
る
を
、
あ
さ
ま
し
と
お
も
ひ
て
あ
り
け
る
ほ
ど
に
、

し
ろ
き
と
り
に
な
り
て
ゆ
き
け
れ
ば
、
た
づ
ね
ゆ
く
と
て
」
と
す

る
と
こ
ろ
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
男
あ
り
け
り
。
女
を
思
て
」

「
枕
に
弓
立
て
り
。
あ
さ
ま
し
と
思
て
」「
白
き
鳥
に
な
り
て
、
飛

び
出
で
て
」「
た
づ
ね
ゆ
き
」
を
抜
粋
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
「
錦
木
」「
狭
布
の
細
布
」
と
い
う
語
の
注
記
に
も
、『
俊

頼
髄
脳
』
か
ら
の
意
訳
と
抜
粋
の
混
在
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
錦
木
」
と
は
、
陸
奥
国
に
、
男
、
女
を
呼
ば
ゝ
む
と
思
ふ

と
き
、
消
息
を
や
ら
で
、
薪
を
こ
り
て
日
ご
と
に
一
束
、
そ

裳
濯
川
」
と
は
、
か
の
大
神
宮
の
御
前
に
流
れ
た
る
川
な
り
」
を

挟
み
込
ん
で
羅
列
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
詞
釈
」
に
逸
話
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
点
で
、『
俊

頼
髄
脳
』
に
近
似
す
る
の
は
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
で
あ
）
9
（

る
。
で
あ

る
か
ら
そ
の
逸
話
に
お
い
て
は
、
特
に
『
俊
頼
髄
脳
』
類
へ
の
依

拠
が
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
「
あ
さ
も
よ
ひ
」
と
い
う
語

に
関
す
る
注
記
で
あ
る
。

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
を
思
て
、
深
く
こ
め
て
愛
し
け
る
ほ

ど
に
、
夢
に
こ
の
女
「
我
は
遥
か
な
る
所
に
行
き
な
ん
と
す
。

た
ゞ
し
、
か
た
み
を
ば
と
ゞ
め
む
と
す
。
我
が
代
は
り
に
、

あ
は
れ
に
す
べ
き
な
り
」
と
言
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
夢
さ
め
、

驚
き
て
見
る
に
、
女
は
な
く
て
、
枕
に
弓
立
て
り
。
あ
さ
ま

し
と
思
て
、
さ
り
と
て
は
い
か
ゞ
せ
ん
と
て
、
そ
の
弓
を
近

く
傍
ら
立
て
て
、
明
け
暮
れ
に
取
り
の
ご
ひ
な
ど
し
て
、
身

を
放
つ
こ
と
な
し
。
月
日
経
る
ほ
ど
に
、
ま
た
白
き
鳥
に
な

り
て
、
飛
び
出
で
て
、
遥
か
に
南
の
方
に
、
雲
に
つ
き
て
ゆ

く
を
、
た
づ
ね
ゆ
き
て
見
れ
ば
、
紀
伊
国
に
い
た
り
て
、
人

に
ま
た
な
り
に
け
り
。
さ
て
、
こ
の
歌
は
そ
の
折
に
詠
み
た

り
け
る
と
ぞ
。「
あ
さ
も
よ
ひ
」
と
は
、
つ
と
め
て
物
食
ふ

折
を
い
ふ
な
り
。「
い
づ
さ
や
む
さ
や
」
と
は
、
狩
す
る
野

な
り
と
て
、
奥
ゆ
か
し
く
、
げ
に
と
も
聞
え
ね
ど
も
、
古
き

物
に
書
き
た
れ
ば
、
除
く
べ
き
な
ら
ね
ば
、
書
き
つ
く
ば
か

り
な
り
。（『
俊
頼
髄
脳
』）
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そ
う
文
に
付
て
や
る
を
い
ふ
」
と
し
て
、
懸
想
文
に
付
け
る
物
と

す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
明
確
に
な
る
。
さ
ら
に
『
口
伝

和
歌
釈
抄
』
で
「「
け
ふ
の
ほ
そ
ぬ
の
」
と
は
、
陸
奥
の
国
ゝ
に

け
ふ
の
郡
に
織
る
布
の
名
也
。
い
と
せ
ば
き
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、

か
く
む（
ね
）あ
は
じ
と
や
と
は
そ
へ
た
る
也
」
あ
る
と
こ
ろ
は
や

は
り
全
く
同
じ
で
は
な
い
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
せ
ば
く
」「
さ

れ
ば
」「
胸
ま
で
は
か
ゝ
ら
ぬ
よ
し
を
詠
む
な
り
」
な
ど
の
語
、

及
び
そ
の
順
が
共
通
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
、「
或
説
云
、「
錦
木
」
と
は
東
国
に
あ
り

け
る
女
を
を
と
こ
の
け
し
や
う
し
け
る
に
い
ゝ
や
り
け
る
。
五
百

束
の
木
を
千
束
た
ゝ
ら
ん
に
あ
ふ
べ
し
と
い
ひ
け
る
也
。
秋
の
は

じ
め
を
「
錦
」
と
い
ふ
。
冬
の
は
じ
め
を
ば
「
錦
木
」
と
い
ふ
」

な
ど
の
『
俊
頼
髄
脳
』
や
『
隆
源
口
伝
』
に
確
認
で
き
な
い
説
を

考
え
る
と
、
他
の
情
報
源
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

『
隆
源
口
伝
』
類
と
『
俊
頼
髄
脳
』
類
と
の
説
の
羅
列
に
関
す
る

限
り
、
そ
の
記
述
の
一
致
か
ら
先
行
す
る
別
の
巨
大
な
歌
学
書
を

想
定
す
る
必
要
は
無
）
10
（

い
。
先
の
「
神
風
」
と
い
う
語
へ
の
注
記
を

考
え
て
も
、『
隆
源
口
伝
』
で
「
通
明
朝
臣
、
案
東
寺
に
て
」
と

す
る
の
は
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
で
の
訂
正
ど
お
り
「
通
宗
」「
安

楽
寺
」
と
す
る
の
が
正
し
い
が
、
藤
原
通
宗（
長
久
元
年〈
一
〇
四

〇
〉〜
応
徳
元
年〈
一
〇
八
四
〉）は
隆
源
の
父
で
あ
る
か
ら
、『
隆

源
口
伝
』
に
お
け
る
記
述
が
隆
源
自
身
の
説
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
話
は
、
隆
源
が
そ
の
ま
ま
直
接
、
父
通
宗
や
そ
の
周
り

の
女
の
家
の
門
の
ほ
ど
に
立
つ
な
る
を
、
逢
は
む
と
思
ふ
男

の
立
つ
る
木
を
ば
程
な
く
と
り
入
れ
つ
れ
ば
、
そ
の
後
は
木

を
ば
立
て
で
、
ひ
と
へ
に
言
ひ
寄
り
て
親
し
く
な
り
ぬ
。
…

こ
の
「
狭
布
の
細
布
」
と
い
へ
る
は
、
こ
れ
も
陸
奥
国
に
、

鳥
の
毛
し
て
織
り
け
る
布
な
り
。
お
ほ
か
ら
ぬ
も
の
し
て
織

り
け
る
布
な
れ
ば
、
機
張
り
も
せ
ば
く
、
尋
も
短
け
れ
ば
、

上
に
着
る
こ
と
は
な
く
て
小
袖
な
ど
の
や
う
に
下
に
着
る
な

り
。
さ
れ
ば
、
背
中
ば
か
り
を
か
く
し
て
胸
ま
で
は
か
ゝ
ら

ぬ
よ
し
を
詠
む
な
り
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

「
錦
木
」
と
は
、
あ
づ
ま
に
は
人
を
よ
ぶ
に
は
、
木
を
つ
く

り
て
、
錦
に
色
ど
り
て
、
女
な
の
家
の
前
な
ん
ど
に
立
つ
る

也
。
そ
れ
を
逢
は
ん
と
思
に
は
取
り
い
れ
、
逢
は
じ
と
思
に

は
取
り
い
れ
ず
。「
け
ふ
の
ほ
そ
ぬ
の
」
と
は
、
陸
奥
の

国
ゝ
に
け
ふ
の
郡
に
織
る
布
の
名
也
。
い
と
せ
ば
き
な
る
べ

し
。
さ
れ
ば
、
か
く
む（
ね
）あ
は
じ
と
や
と
は
そ
へ
た
る
也
。

（『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
百
二
十
二　

に
し
き
ゞ
）

　
「
錦
木
」
に
つ
い
て
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
で
「
女
な
の
家
の
前

な
ん
ど
に
立
つ
る
也
。
そ
れ
を
逢
は
ん
と
思
に
は
取
り
い
れ
、
逢

は
じ
と
思
に
は
取
り
い
れ
ず
」
と
す
る
こ
と
は
、『
俊
頼
髄
脳
』

で
「
そ
の
女
の
家
の
門
の
ほ
ど
に
立
つ
な
る
を
、
逢
は
む
と
思
ふ

男
の
立
つ
る
木
を
ば
程
な
く
と
り
入
れ
つ
れ
ば
」
と
あ
る
と
こ
ろ

と
関
連
す
る
。『
能
因
歌
枕
』（
広
本
）が
「「
に
し
木
々
」
と
は
、

た
き
ゞ
を
こ
り
て
あ
づ
ま
の
ゑ
び
す
の
よ
ば
ふ
女
の
も
と
に
、
け
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ゆ
る
」
と
し
、『
隆
源
口
伝
』
で
は
「
た
か
さ
ご
と
い
ふ
に
あ
ま

た
の
あ
ら
そ
ひ
あ
り
。
然
は
あ
れ
ど
も
う
け
習
ひ
た
る
を
し
る
す

べ
し
」
と
し
て
、
共
に
複
数
の
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。
さ
ら

に
『
俊
頼
髄
脳
』
で
「
お
ほ
か
た
の
山
の
名
を
高
砂
と
い
ふ
こ
と

の
あ
れ
ば
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、『
隆
源
口
伝
』
で
は
「
高
砂
と

は
よ
ろ
づ
の
山
を
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
し
、『
俊
頼
髄
脳
』
で

「「
尾
上
」
と
い
へ
る
は
、
山
に
尾
と
い
へ
る
所
あ
れ
ば
、
そ
の
尾

の
上
に
と
言
へ
る
な
り
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、『
隆
源
口
伝
』
で

は
「「
尾
の
へ
」
と
は
山
の
尾
の
へ
を
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
す
る

と
こ
ろ
も
共
通
す
る
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
類
を
要
約
し
た
か
の
よ
う
な
記
述
は
、
次
の

「
な
つ
か
り
」「
た
ま
え
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
注
記
に
も
見
ら

れ
る
。「

玉
の
江
」
と
は
、
越
前
の
国
に
あ
る
所
な
り
。
葦
は
秋
刈

る
も
の
な
る
を
、
と
く
刈
る
ほ
ど
に
な
り
ぬ
る
葦
を
夏
刈
り

て
お
き
て
、
積
み
お
き
た
る
が
上
に
、
鳥
の
群
れ
ゐ
る
な
り
。

（『
俊
頼
髄
脳
』）

「
な
つ
か
り
」
と
は
夏
か
り
す
る
を
云
ふ
。「
玉
江
の
蘆
」
と

は
、
越
前
国
に
あ
る
所
を
い
ふ
。（『
隆
源
口
伝
』）

　

対
象
と
す
る
歌
は
同
じ
で
、『
俊
頼
髄
脳
』
は
「
玉
の
江
」
と
、

『
隆
源
口
伝
』
で
は
「
玉
江
の
蘆
」
と
す
る
も
の
の
、
両
者
と
も

越
前
に
あ
る
所
の
名
と
す
る
。『
隆
源
口
伝
』
が
「
な
つ
か
り
」

を
「
夏
刈
り
」
と
す
る
の
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
逸
話
を
解
釈
し

の
人
か
ら
聞
い
た
と
考
え
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

二
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
隆
源
口
伝
』

　

と
す
る
と
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
隆
源
口
伝
』
と
の
関
係
が
問

題
に
な
っ
て
く
）
11
（

る
。
そ
の
「
神
風
」
と
い
う
語
の
説
明
に
お
い
て
、

『
隆
源
口
伝
』
で
、
通
宗
が
菅
原
道
真
ゆ
か
り
の
安
楽
寺
で
「
神

風
」
の
語
を
歌
に
詠
み
込
ん
で
笑
わ
れ
た
こ
と
を
、「
さ
れ
ど
も

ゆ
ゑ
あ
り
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
」
と
し
て
容
認
す
る
件
は
、『
俊
頼

髄
脳
』
で
、「「
さ
ら
ば
伊
勢
と
か
ぎ
る
べ
き
こ
と
か
は
。
他
の
神

に
も
詠
ま
む
に
咎
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
ひ
し
か
ば
、「
か
ゝ
る

こ
と
は
古
く
詠
み
つ
る
ま
ゝ
に
て
、
恐
ろ
し
さ
に
え
詠
ま
ぬ
な
り
。

こ
の
頃
の
人
も
怖
ぢ
な
く
詠
む
者
あ
ら
ば
、
詠
ま
れ
て
こ
そ
は
あ

ら
め
と
ぞ
申
さ
る
」
と
承
り
し
」
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
以
外
の
詠

作
を
問
題
に
す
る
問
答
と
、
関
係
し
な
く
も
な
い
。『
俊
頼
髄
脳
』

で
「
承
り
し
」
と
す
る
の
は
、
大
方
、
父
源
経
信
で
あ
る
。
藤
原

通
宗
が
安
楽
寺
に
い
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
通
宗
没
後
の

嘉
保
二
年（
一
〇
九
五
）に
、
俊
頼
は
大
宰
権
帥
で
あ
っ
た
父
経
信

と
と
も
に
大
宰
府
へ
下
向
し
て
い
る
の
で
、
安
楽
寺
の
話
を
現
地

で
聞
き
受
け
る
状
況
に
は
あ
っ
た
。

　

両
者
の
記
述
に
お
け
る
共
通
が
具
体
的
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、

先
に
示
し
た
「
高
砂
」
と
い
う
語
へ
の
注
記
に
お
い
て
で
あ
る
。

『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
と
も
に
咎
な
し
。
然
る
に

て
は
、
い
か
な
る
所
に
て
も
、
山
を
詠
ま
む
に
は
咎
無
し
ぞ
聞
こ
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れ
て
い
る
）
12
（
が
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
に
無
く
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
と

合
致
す
る
注
記
も
存
在
す
）
13
（

る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
解
釈
の
一

致
で
あ
る
。

こ
れ
は
、「
魂
き
は
ま
り
ぬ
」
と
い
へ
る
こ
と
な
り
。
人
の

年
の
老
い
せ
ま
り
て
、
今
は
い
く
ば
く
も
あ
ら
じ
と
い
へ
る

こ
と
な
り
。
…
「
た
ま
」
と
い
へ
る
こ
と
は
、
よ
ろ
づ
の
物

を
褒
め
む
と
思
ふ
折
に
、
何
に
も
「
た
ま
」
と
い
へ
る
言
葉

を
添
へ
て
詠
む
な
り
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

た
ま
き
は
る　

二
説
あ
り
。
い
の
ち
の
き
は
ま
る
を
い
ふ
。

…
も
の
を
ほ
む
る
時
に
も
よ
む
べ
し
。（『
綺
語
抄
』（
中
・
人

詞
部
・
た
ま
き
は
る
）

「
あ
や
め
」
と
い
ふ
は
、
蛇
の
ひ
と
つ
の
名
な
り
。
そ
の
蛇

に
似
た
れ
ば
、
菖
蒲
を
ば
、「
あ
や
め
」
と
は
申
せ
ば
、

た
ゞ
「
あ
や
め
」
と
詠
み
て
、「
草
」
と
続
け
ず
は
、
た
ゞ

蛇
を
詠
め
る
歌
に
て
ぞ
あ
る
べ
き
。「
な
ほ
菖
蒲
を
詠
む
べ

き
に
て
は
、「
あ
や
め
草
」
と
ぞ
続
く
べ
き
」
と
申
す
人
も

あ
り
け
り
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

あ
や
め
ぐ
さ　

菖
蒲
を
い
ふ
。
く
ち
な
は
に
ゝ
た
る
と
て
い

ふ
な
り
。
あ
や
め
は
虵
名
な
り
。（『
綺
語
抄
』（
下
・
植
物

部
・
草
・
あ
や
め
ぐ
さ
）

　

こ
の
「
た
ま
き
は
る
」「
た
ま
」「
あ
や
め
ぐ
さ
」
に
つ
い
て
の

説
明
は
、『
綺
語
抄
』
が
『
俊
頼
髄
脳
』
類
を
引
用
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
）
14
（

る
。

な
け
れ
ば
出
て
来
な
い
。

　
『
隆
源
口
伝
』
に
お
け
る
要
約
は
、
次
の
「
か
る
も
か
き
」
と

い
う
語
へ
の
注
記
に
さ
ら
に
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
猪
の
、
穴
を
掘
り
て
入
り
臥
し
て
、
上
に
草
を
と

り
お
ほ
ひ
て
臥
し
ぬ
れ
ば
、
四
五
日
も
起
き
あ
が
ら
で
臥
せ

る
な
り
。「
か
る
も
」
と
い
ふ
は
、
か
の
上
に
お
ほ
ひ
た
る

草
を
い
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
、
恋
す
る
人
は
寝
を
寝
ね
ば
、

「
さ
こ
そ
寝
ざ
ら
め
」
と
は
詠
む
な
り
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

「
か
る
も
か
く
」
と
は
、
枯
れ
た
る
草
な
ど
は
か
き
あ
つ
め

て
、
ゐ
の
し
ゝ
の
ふ
す
也
。
ゐ
の
し
ゝ
は
い
を
ぬ
る
な
れ
ば

か
く
詠
む
な
り
。（『
隆
源
口
伝
』）

　
『
隆
源
口
伝
』
は
『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
の
「
猪
の
」「
草
を
と

り
お
ほ
ひ
て
臥
し
ぬ
れ
ば
」「
か
の
上
に
お
ほ
ひ
た
る
草
」
を
入

れ
替
え
て
作
文
し
た
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
寝

を
寝
ね
ば
」
と
「
い
を
ぬ
る
」
に
も
関
連
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
と
の
関
係
ほ
ど
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
隆
源

口
伝
』
に
は
完
全
に
共
通
す
る
表
記
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
直
接
の
影
響
関
係
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
俊
頼
髄

脳
』
類
の
逸
話
か
ら
『
隆
源
口
伝
』
が
取
捨
し
て
整
理
し
た
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
逆
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

三
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
綺
語
抄
』

　
『
綺
語
抄
』
は
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
類
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
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し
て
鹿
を
取
る
と
す
る
説
）
16
（
も
、
さ
ら
に
田
の
面
の
雁
と
す
る
説
も

『
俊
頼
髄
脳
』
と
重
な
る
か
）
17
（

ら
、『
綺
語
抄
』
の
「
或
人
」
は
『
俊

頼
髄
脳
』
類
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
類
を
要
約
し
た
か
の
よ
う
な
表
記
は
、
次
の

「
ゐ
な
の
」
と
い
う
語
の
注
記
に
も
見
ら
れ
る
。

ゐ
な
野
は
、
津
の
国
に
あ
る
所
な
り
。「
ゐ
な
野
」
と
言
は

む
と
て
、「
し
な
が
ど
り
」
と
は
つ
ゞ
く
る
こ
と
を
人
の
尋

ぬ
る
こ
と
に
て
、
確
か
な
る
こ
と
も
聞
こ
え
ず
。
昔
、
雄
略

天
皇
、
そ
の
野
に
て
狩
し
給
け
る
に
、
白
き
鹿
の
か
ぎ
り
あ

り
て
、
猪
は
な
か
り
け
れ
ば
、
言
ひ
初
め
た
る
な
り
。
し
な

が
ど
り
と
い
へ
る
は
、
白
き
鹿
の
か
ぎ
り
と
ら
れ
た
れ
ば
、

い
ふ
な
り
。
ゐ
な
野
と
は
猪
の
無
か
り
け
れ
ば
言
ふ
な
り
と

ぞ
申
伝
へ
た
る
。「
射
る
に
狩
衣
の
尻
の
長
け
れ
ば
、
土
に

狩
衣
の
尻
を
つ
け
じ
と
て
と
れ
ば
、
し
か
な
り
」
と
は
申
す

人
も
あ
り
。
そ
れ
は
見
苦
し
。
い
づ
れ
の
野
山
に
か
は
、
射

む
に
狩
衣
の
尻
の
つ
か
ざ
ら
ん
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

摂
津
国
に
ゐ
な
の
と
い
ふ
の
ゝ
有
也
。
そ
の
ゝ
は
昔
雄
略
天

皇
の
か
り
し
給
ひ
け
る
に
、
ゐ
の
し
ゝ
は
な
く
て
、
し
ろ
き

し
か
の
と
ら
れ
た
り
け
る
よ
り
、「
ゐ
な
の
」
と
い
ふ
と
な

ん
。
ま
た
は
「
し
な
が
ど
り
」
と
い
ふ
な
ん
。「
ゐ
な
の
」

と
て
は
、
か
り
ぎ
ぬ
の
し
り
を
と
る
も
の
な
れ
ば
、
さ
と
い

は
ん
と
て
、「
し
が
ど
り
」
と
い
ふ
と
も
い
ふ
べ
し
。（『
綺

語
抄
』（
上
・
坤
儀
部
・
野
・
し
な
が
ど
り
ゐ
な
の
）

　

逸
話
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
た
の
む
」
と
い

う
語
に
つ
い
て
の
次
の
注
記
が
あ
る
。

こ
の
「
た
の
む
の
雁
」
と
言
へ
る
こ
と
は
、
世
の
人
お
ぼ
つ

か
な
が
る
こ
と
な
り
。
こ
の
ご
ろ
、
あ
る
人
か
や
う
の
こ
と

知
り
顔
に
言
へ
る
人
あ
り
。
如
何
が
申
す
と
た
づ
ね
し
か
ば
、

「
東
国
に
鹿
狩
す
る
に
、
た
の
も
し
の
狩
と
て
、
か
た
み
に

よ
り
あ
ひ
て
狩
を
し
て
、
そ
の
日
と
り
た
る
鹿
を
あ
る
か
ぎ

り
、
む
ね
と
お
こ
な
ひ
た
る
人
に
取
ら
す
る
な
り
。
さ
て
後

の
日
、
か
た
み
ご
と
に
て
互
ひ
に
す
る
を
、
た
の
む
の
狩
と

は
言
ふ
な
り
」
と
ぞ
申
め
る
。
…
こ
れ
雁
の
歌
な
ら
ね
ど
も
、

心
を
得
あ
は
す
る
に
、
な
ほ
雁
が
ね
と
ぞ
聞
こ
え
た
る
。
鹿

狩
と
心
得
べ
き
歌
見
え
ず
。
田
の
雁
の
数
多
見
る
に
み
な
雲

居
に
は
鳴
か
せ
で
、
間
近
く
鳴
き
た
る
由
を
詠
め
り
。「
た

の
む
」
と
言
へ
る
は
、
な
ほ
田
お
も
て
と
言
へ
る
こ
と
な
め

り
。「
た
の
む
」
と
言
ひ
て
、「
雲
居
に
鳴
く
」
な
ど
詠
め
る

歌
の
あ
ら
ば
ぞ
僻
事
な
る
べ
き
。（『
俊
頼
髄
脳
』）

た
の
む
の
か
り　

あ
ま
た
の
説
あ
り
。
東
国
に
か
り
す
と
て
、

か
た
よ
り
に
し
て
、
お
の
が
日
々
に
し
ゝ
を
と
る
な
り
。
…　
　

又
は
、
た
の
お
も
て
の
か
り
と
い
ふ
事
也
と
ぞ
。
或
人
の
の

給
ひ
し
。（『
綺
語
抄
』
下
・
動
物
部
・
鳥
・
た
の
む
の
か

り
）

　
「
東
国
に
か
り
す
と
て
、
か
た
よ
り
に
し
て
、
お
の
が
日
々
に

し
ゝ
を
と
る
な
り
」
と
し
）
15
（

て
、
東
国
に
狩
り
を
し
て
互
い
に
協
力
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の
中
で
も
特
に
、
定
家
本
・
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
と
の
関
係
を

思
わ
せ
）
20
（

る
。

四
、『
疑
開
和
歌
抄
』
と
先
行
歌
論
書

　

藤
原
範
兼（
嘉
承
二
年〈
一
一
〇
七
〉〜
永
万
元
年〈
一
一
六
五
〉）

の
『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
）
21
（

と
、『
疑
開
和

歌
抄
』
も
『
俊
頼
髄
脳
』
と
同
時
代
歌
論
書
で
あ
る
。『
疑
開
和

歌
抄
』
は
『
和
歌
色
葉
』『
八
雲
御
抄
』
に
よ
っ
て
も
そ
の
存
在

が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
そ
の
本
文
が
発
見
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
）
22
（
た
。

　
『
疑
開
和
歌
抄
』
の
依
拠
資
料
は
複
雑
で
あ
）
23
（

る
。
例
え
ば
、
先

に
挙
げ
た
「
錦
木
」
と
い
う
注
記
は
複
数
の
歌
論
書
か
ら
引
用
し

て
い
る
。

「
錦
木
」
と
は
東
の
国
の
え
び
す
は
、
女
を
け
さ
う
す
と
て

は
木
を
一
尺
ば
か
り
切
り
て
錦
ま
だ
ら
に
五
色
に
そ
め
て
は

ゐ
な
と
を
さ
し
た
る
を
こ
き
は
と
は
い
ふ
な
り
。
…
「
け
ふ

の
ほ
そ
ぬ
の
」
と
は
、
陸
奥
の
国
の
け
ふ
の
郡
よ
り
お
り
い

た
し
た
る
ぬ
の
の
、
せ
ば
き
な
り
。
さ
れ
ば
、
胸
あ
は
じ
と

は
よ
め
る
な
り
。
又
云
、「
け
ふ
の
ほ
そ
ぬ
の
」
と
は
、
鳥

の
毛
な
ど
を
も
ち
て
を
れ
る
布
な
り
と
も
云
な
り
。
慥
な
る

説
見
え
ず
。
た
づ
ぬ
べ
し
。（『
疑
開
和
歌
抄
』
巻
九
・
木
）

　

こ
の
部
分
は
、『
綺
語
抄
』（『
綺
語
抄
』
中
・
人
行
部
・
に
し
こ

ぎ
）の
「
一
説
に
は
、
に
し
き
ゞ
と
い
ふ
な
り
。
木
を
一
尺
ば
か

　

共
に
「
ゐ
な
の
」「
し
な
が
ど
り
」
は
猪
が
無
く
て
白
鹿
に
限

っ
て
採
ら
れ
た
と
し
、
さ
ら
に
「
し
な
が
ど
り
」
に
つ
い
て
も
共

に
、
狩
衣
の
裾
を
取
る
と
い
う
説
を
示
す
。

　
「
神
風
」
と
い
う
語
に
対
す
る
注
記
に
つ
い
て
、
先
に
『
口
伝

和
歌
釈
抄
』
は
、『
隆
源
口
伝
』
類
を
土
台
に
し
な
が
ら
、『
俊
頼

髄
脳
』
類
の
説
を
挟
み
込
む
と
し
た
。
そ
れ
は
「
君
が
代
は
つ
き

じ
と
ぞ
思
ふ
神
風
や
み
も
す
そ
川
の
す
ま
ん
限
り
は
」
と
い
う
歌

に
対
し
て
の
注
記
で
あ
る
。
た
だ
『
俊
頼
髄
脳
』
の
定
家
本
と
国

立
国
会
図
書
館
蔵
で
は
、「
み
も
す
そ
川
」
と
い
う
語
が
あ
る
そ

の
「
君
が
代
は
」
と
い
う
歌
を
挙
げ
）
18
（
ず
、「
神
風
や
伊
勢
の
浜
荻

折
り
ふ
せ
て
旅
寝
や
す
ら
む
あ
ら
き
浜
辺
に
」
と
い
う
歌
だ
け
で
、

「
神
風
」「
み
も
す
そ
が
は
」
両
語
を
説
明
す
）
19
（

る
。『
綺
語
抄
』
も

同
様
に
、

か
み
か
ぜ　

神
の
御
め
ぐ
み
な
り
。

か
み
か
ぜ
や
伊
勢
の
は
ま
お
ぎ
を
り
ふ
せ
て
た
び
ね
や
す

ら
ん
あ
ら
き
は
ま
べ
に

み
も
す
そ
が
は　

伊
勢
太
神
宮
御
ま
へ
に
あ
る
か
は
也
。
通

宗
朝
臣
、
つ
く
し
の
安
楽
寺
に
て
神
風
と
よ
み
た
り
け
る
を
、

人
わ
ら
ひ
け
り
。（『
綺
語
抄
』
中
・
神
仙
部
・
み
も
す
そ
が

は
）

と
し
て
、「
神
風
や
」
の
歌
し
か
挙
げ
ず
、「
神
風
」
と
「
み
も
す

そ
か
は
」
を
説
明
す
る
。『
綺
語
抄
』
で
は
全
て
の
語
に
対
し
て

例
歌
を
挙
げ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
一
致
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
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木
」
と
は
二
つ
の
争
ひ
あ
る
べ
し
。
あ
る
人
の
い
は
く
、
森

の
あ
る
が
い
み
じ
く
し
げ
き
中
に
、
帚
木
生
い
た
り
。
そ
れ

を
遠
く
て
あ
り
と
見
て
、
森
の
下
に
い
た
り
て
見
れ
ば
、
木

の
し
げ
り
あ
は
ぬ
と
よ
む
な
り
。（『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
三
十

六　

は
は
き
ゞ
）

し
な
の
に
そ
の
は
ら
ふ
せ
や
と
い
う
ふ
所
に
あ
り
。
二
説
あ

り
。
或
人
云
、
あ
は
き
ぎ
の
も
り
の
あ
る
也
。
そ
の
も
り
お

と
し
げ
く
て
、
も
り
の
中
に
は
は
は
き
ぎ
お
ひ
た
る
也
。
そ

れ
を
と
ほ
く
て
見
れ
ば
、
あ
る
や
う
に
て
、
も
り
の
し
た
に

い
き
て
み
る
に
、
木
の
し
げ
り
て
み
え
ぬ
也
。（『
綺
語
抄
』

下
・
植
物
部
・
木
・
は
ゝ
き
ゞ
）

「
そ
の
は
ら
」
と
は
、
信
濃
国
に
あ
る
所
な
り
。「
ふ
せ
や
」

と
は
、
園
原
の
側
ら
に
あ
る
所
を
い
ふ
也
。「
は
は
き
ぎ
」

と
は
、
彼
伏
屋
に
生
ひ
た
る
木
な
り
。
そ
の
木
、
枝
無
く
て

は
は
き
に
似
た
り
。
遠
く
て
見
る
に
は
あ
り
て
、
近
く
て
見

る
に
は
葉
茂
り
て
見
え
ぬ
な
り
。
さ
れ
ば
か
く
詠
め
る
也
。

（『
疑
開
和
歌
抄
』
第
九
・
草
木
部
・
木
）

　
「「
そ
の
は
ら
」
と
は
、
信
濃
国
に
あ
る
所
な
り
」
は
『
口
伝
和

歌
釈
抄
』
と
重
な
る
が
、「
遠
く
て
見
る
に
は
あ
り
て
、
近
く
て

見
る
に
は
葉
茂
り
て
見
え
ぬ
な
り
」
は
、
言
葉
の
続
き
か
ら
、

『
綺
語
抄
』
に
近
い
。

　

特
に
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
類
と
の
関
係
は
、
次
の
「
花
か
つ

み
」
と
い
う
語
の
説
明
に
そ
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
る
。

り
に
き
り
て
、
に
し
き
ま
だ
ら
に
い
ろ
ど
り
て
女
の
か
ど
に
た
つ

る
也
」、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
百
二
十
二　

に
し
き
ゞ
）の
「「
け
ふ

の
ほ
そ
ぬ
の
」
と
は
、
陸
奥
の
国
ゝ
に
け
ふ
の
郡
に
織
る
布
の
名

也
。
い
と
せ
ば
き
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
か
く
む（
ね
）あ
は
じ
と

や
と
は
そ
へ
た
る
也
」、『
俊
頼
髄
脳
』
の
「「
狭
布
の
細
布
」
と

い
へ
る
は
、
こ
れ
も
陸
奥
国
に
、
鳥
の
毛
し
て
織
り
け
る
布
な

り
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
記
述
に
な

っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
や
は
り
先
に
記
し
た
「
し
な
が
と
り
」
と
い
う
注
記

で
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
「
射
る
に
狩
衣
の
尻
の
長
け
れ
ば
、
土
に

狩
衣
の
尻
を
つ
け
じ
と
て
と
れ
ば
、
し
か
な
り
」
と
は
申
す
人
も

あ
り
」
や
『
綺
語
抄
』（
上
・
坤
儀
部
・
野
・
し
な
が
ど
り
ゐ
な

の
）の
「
ゐ
る
て
は
、
か
り
ぎ
ぬ
の
し
り
を
と
る
も
の
な
れ
ば
、

さ
と
い
は
ん
と
て
、「
し
な
が
ど
り
」
と
い
ふ
と
も
い
ふ
べ
し
」

と
し
て
共
に
狩
衣
の
裾
と
す
る
の
を
、

又
云
、
ゐ
る
と
き
に
、
し
た
が
さ
ね
の
尻
を
と
り
て
い
れ
ば
、

「
ゐ
な
の
」
と
い
ふ
に
よ
せ
て
、「
し
な
が
と
り
」
と
よ
め
る

な
り
と
も
い
へ
り
。（『
疑
開
和
歌
抄
』
巻
十
・
獣
部
・
猪
）

と
し
て
下
襲
の
尻
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
要
約
の
仕
方
か
ら
そ
れ

は
『
綺
語
抄
』
類
を
引
い
た
と
考
え
る
べ
き
か
。

　

次
の
「
は
は
き
ぎ
」
と
い
う
語
の
注
記
も
、
折
衷
し
た
か
の
よ

う
な
引
用
と
な
っ
て
い
る
。

「
園
原
ふ
せ
や
」
と
い
ふ
は
、
信
濃
に
あ
る
な
る
べ
し
。「
帚
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た
だ
問
題
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
橋
本
不
美
男
氏
は
、『
俊

頼
髄
脳
』
の
成
立
の
上
限
を
天
永
二
年（
一
一
一
一
）の
初
め
、
下

限
を
永
久
二
年（
一
一
一
四
）の
年
末
と
し
）
24
（

た
。『
綺
語
抄
』
は
著

者
、
藤
原
仲
実
の
没
年
は
元
永
元
年（
一
一
一
八
）と
さ
れ
て
い
る

（『
中
右
記
』
元
永
元
年
三
月
二
十
六
日
条
）。
そ
の
間
に
、『
隆
源

口
伝
』
と
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
が
入
る
と
す
る
と
、
こ
の
七
年
間

に
四
冊
の
歌
論
書
が
で
き
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
む
や
み
に
仮

想
す
る
の
は
か
え
っ
て
本
質
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
が
、

そ
れ
で
も
、
現
存
し
な
い
書
の
存
在
を
想
定
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
）
25
（
い
。

　

た
だ
こ
の
時
代
、「
詞
釈
」
書
が
立
て
続
け
に
制
作
さ
れ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
冒
頭
に
戻
っ
て
、
そ
の
中
古
の
「
式
」
か
ら

中
世
に
お
け
る
語
句
説
明
と
い
う
現
象
は
、
中
国
の
文
学
理
論
に

も
確
認
さ
れ
る
。
唐
に
は
詩
・
詩
人
論
・
作
風
論
を
主
と
し
て
分

類
す
る
『
詩
品
』
や
『
詩
式
』
な
ど
が
存
在
し
た
。
平
安
歌
論
書

の
「
式
」
も
そ
の
中
国
詩
論
の
「
格
式
」
に
類
似
す
る
。『
筆
札

華
梁
』
の
八
階
は
『
和
歌
作
式
』
に
、
作
品
を
「
体
」
で
分
け
る

『
詩
格
』
の
「
常
用
体
十
四
」
な
ど
は
『
和
歌
体
十
種
』
に
見
ら

れ
、
そ
の
う
ち
の
『
詩
格
』「
詩
有
巴

五
趣
向
蚤

」
の
「
高
格
」「
神

仙
」
な
ど
は
『
和
歌
体
十
種
』
の
「
高
情
」「
神
妙
」
な
ど
の
定

義
と
共
通
し
、『
詩
品
』
で
上
品
・
中
品
・
下
品
と
し
て
個
々
の

作
品
お
よ
び
作
者
の
等
級
を
定
め
る
の
は
、『
和
歌
九
品
』
に
受

け
継
が
れ
る
。
そ
の
後
の
、『
詩
話
総
亀
』（
北
宋
・
阮
閲
）、『
韻

を
み
な
へ
し
さ
く
さ
は
に
お
ふ
る
花
か
つ
み
み
や
こ
も
し
ら

ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な

「
花
か
つ
み
」
と
は
こ
も
の
花
を
い
ふ
な
り
。
委
見
沼
部
。

（『
疑
開
和
歌
抄
』
巻
九
・
草
木
部
・
蔣
花
）

　
『
隆
源
口
伝
』『
俊
頼
髄
脳
』
も
共
に
「
か
つ
み
」
を
「
菰
」
と

す
る
一
方
で
、「
花
か
つ
み
」
を
「
こ
も
の
花
」
と
す
る
の
は

『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
七
十
一　

ぬ
ま
）だ
け
で
あ
る
。
た
だ
『
口
伝

和
歌
釈
抄
』（
七
十
一　

ぬ
ま
）は
、「
を
み
な
へ
し
」
の
歌
で
は
な

く
、「
陸
奥
の
安
積
の
沼
の
花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
の
恋
し
き
や

な
ぞ
」
と
い
う
歌
を
挙
げ
る
。『
疑
開
和
歌
抄
』
が
「
委
見
沼
部
」

と
す
る
そ
の
「
沼
部
」
は
今
佚
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
陸
奥

の
」
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
七
十
一　

ぬ
ま
）

に
の
み
見
ら
れ
る
「「
ぬ
ま
」
と
は
、
た
ま
り
た
る
み
づ
の
し
り

の
な
が
れ
ぬ
を
い
ふ
。
あ
さ
か
の
こ
ほ
り
に
あ
る
な
り
」
な
ど
の

説
明
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

結
び
に
代
え
て 

　

―
　

中
世
詩
話
の
誕
生
　

―
　

　
『
俊
頼
髄
脳
』
と
同
時
代
歌
論
書
の
関
係
は
、
一
応
は
次
の
よ

う
に
な
る
か
。

　
『
俊
頼
』
類
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺
挺

　
『
隆
源
』
類
提
『
釈
抄
』
類
提
『
綺
語
』
類

挺
挺
挺
挺
挺
挺
提
『
疑
開
』

挺提
挺
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翻
っ
て
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
『
俊
頼
髄
脳
』
を
始
め
と

す
る
「
詞
釈
」
歌
論
書
頻
出
の
要
因
は
、
こ
の
よ
う
な
大
枠
か
ら

照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

【
注
】

（
1
）　

他
に
『
新
撰
髄
脳
』
に
「
又
、
歌
枕
、
貫
之
が
書
け
る
、
又

古
詞
」
と
あ
っ
て
、
貫
之
に
「
歌
枕
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
さ
ら
に
『
隆
源
口
伝
』
に
「
或
る
古
双
紙
云
、
具
平
親
王

此
歌
を
四
条
大
納
言
に
と
ひ
給
ひ
け
れ
ば
、
た
ま
ゆ
ら
と
は
、
わ

く
あ
は
と
い
ふ
や
う
な
る
事
也
と
ぞ
申
し
け
る
云
々
」
と
あ
る
の

は
、「
歌
論
議
」
か
。『
隆
源
口
伝
』
に
お
け
る
「
古
歌
枕
」
は
全

て
『
能
因
歌
枕
』
と
重
な
る
が
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
で
は
「
四

条
大
納
言
歌
枕
」「
能
因
歌
枕
」
と
は
別
に
、「
古
歌
枕
」「
古
き

歌
枕
」
を
引
用
す
る
が
、
そ
の
中
に
は
現
存
す
る
『
能
因
歌
枕
』

と
違
う
本
文
も
存
在
す
る
。『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（
五
十
一　

や
ま

が
つ
）「
古
歌
枕
云
、
賤
男　

か
く
か
く
て
し
つ
の
を
と
よ
め
り
。

や
ま
が
つ
と
ゐ
ふ
。
同
事
也
」
同（
六
十
九　

く
た
ら
の
）「
く
た

ら
の
と
は
、
ふ
る
の
の
を
い
ふ
な
り
。
古
歌
枕
云
、
し
か
い
ふ
な

り
」
同（
百
二
十
二　

錦
木
）「
古
歌
枕
云
、
に
し
き
き
と
い
ふ
事

あ
り
。
た
き
き
を
こ
り
て
あ
づ
ま
の
ゑ
ひ
す
の
け
し
や
う
す
る
女

の
も
と
に
や
る
」
同（
一
四
二　

く
れ
は
鳥
）「
く
れ
は
と
り
と
は
、

古
歌
枕
に
わ
綾
を
い
ふ
也
。
あ
る
人
云
、
す
ゝ
め
や
を
い
ふ
。
又

説
云
、
く
れ
は
と
り
と
は
東
大
寺
に
ま
だ
ら
な
る
み
そ
ぎ
也
。
厚

語
陽
秋
』（
南
宋
・
葛
立
方
）、『
漁
隠
叢
話
』（
南
宋
・
胡
仔
）な
ど

具
体
的
な
詩
に
つ
い
て
の
論
述
は
ま
さ
に
『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
の

「
詞
釈
」
と
同
じ
性
格
を
有
す
る
。

　

そ
の
移
行
は
ま
た
、
日
本
詩
文
論
に
お
け
る
『
文
鏡
秘
府
論
』

と
『
江
談
抄
』
と
の
違
い
に
も
当
て
は
ま
）
26
（

る
。『
文
鏡
秘
府
論
』

は
、『
詩
式
』（
唐
・
皎
然
）『
詩
髄
脳
』（
唐
・
元
競
）『
唐
朝
新
定

詩
格
』（
唐
・
崔
融
）等
を
引
用
）
27
（

し
、「
総
序
」「
調
巴

四
声
譜
蚤

」「
調

声
」「
詩
章
中
用
巴

声
法
蚤

式
」
な
ど
を
分
類
す
）
28
（

る
。
そ
れ
が
平
安

後
期
に
な
っ
て
、『
作
文
大
体
』
に
「
按
題
」「
五
言
詩
」「
七
言

詩
」
な
ど
が
整
理
さ
れ
る
。
続
く
『
江
談
抄
』
は
類
聚
本
系
に
整

理
さ
れ
た
形
で
は
、
第
四
と
第
五
に
詩
事
、
第
六
に
は
長
句
に
つ

い
て
の
話
が
載
り
、
そ
れ
ら
は
「
格
式
」
と
い
う
形
式
に
拘
泥
せ

ず
、
逸
話
を
交
え
な
が
ら
詩
文
を
論
じ
）
29
（
る
。

　

直
接
の
影
響
関
係
は
別
に
し
て
、
中
古
に
お
け
る
「
格
式
」
か

ら
中
世
に
お
け
る
「
詩
話
」
へ
と
い
う
中
国
詩
論
と
日
本
詩
論
と

日
本
歌
論
に
お
け
る
共
通
は
、
近
体
唐
詩
・
句
題
詩
・
題
詠
歌
な

ど
の
創
作
を
分
類
・
区
分
け
す
る
時
代
か
ら
、
そ
の
作
品
に
対
し

て
逸
話
を
含
め
て
意
味
づ
け
る
と
い
う
時
代
へ
の
移
行
―
平
安
和

歌
に
お
け
る
歌
合
判
詞
の
隆
盛
も
含
め
て
―
、
と
い
う
文
学
史
上

の
自
然
な
現
象
で
あ
っ
）
30
（

た
。
前
代
作
品
を
如
何
に
取
り
入
れ
る
か

と
い
う
中
日
に
お
け
る
剽
窃
理
論
の
顕
在
化
は
、
そ
の
象
徴
的
な

例
の
一
つ
で
あ
る
は
ず
で
あ
）
31
（

る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
中

日
韓
に
お
け
る
趨
勢
で
も
あ
っ
）
32
（

た
。
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れ
る
が
、『
散
木
奇
歌
集
』
に
お
い
て
あ
え
て
依
頼
さ
れ
た
と
す

る
一
五
六
九
・
一
五
七
二
・
一
五
七
七
・
一
五
八
四
・
一
五
八

八
・
一
五
九
八
・
一
六
〇
二
・
一
六
一
五
・
一
六
一
七
・
一
六
二

一
番
下
句
詞
書
の
書
き
ぶ
り
も
同
様
。
一
五
六
八
番
句
が
『
俊
頼

髄
脳
』
に
お
け
る
藤
原
忠
通
の
「
か
り
ぎ
ぬ
は
」
と
い
う
上
句
に

付
け
た
下
句
で
あ
る
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
『
俊
頼

髄
脳
』
に
お
け
る
連
歌
の
実
例
群
と
も
無
関
係
で
は
な
く
、『
俊

頼
髄
脳
』
自
体
が
連
歌
の
推
奨
で
結
ば
れ
る
の
も
、
後
悔
病
と
関

連
し
て
そ
の
当
意
即
妙
性
を
強
調
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
5
）　
『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
「
に
へ
す
」
も
万
葉
歌
の
語
で
あ

る
が
、『
隆
源
口
伝
』
と
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
な
ど
も
万
葉
歌
の

語
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
な
お
『
俊
頼
髄
脳
』
序
で
は
、「
詠
み

残
し
た
る
節
も
な
く
、
続
け
漏
ら
せ
る
詞
も
見
え
ず
。
い
か
に
し

て
か
は
、
末
の
世
の
人
の
、
珍
し
き
様
に
も
取
り
な
す
べ
き
」
と

し
、
さ
ら
に
本
文
で
は
同
時
代
人
を
「
世
の
末
の
人
さ
だ
か
に
知

る
こ
と
な
し
」
な
ど
と
し
て
、
和
歌
の
道
に
暗
く
な
っ
た
「
世
の

末
」「
末
の
世
」
の
人
へ
の
批
判
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

（
6
）　
『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
俊
頼

髄
脳 

定
家
本
』（『
俊
頼
髄
脳
』
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
・
二
〇
〇

八
年
・
朝
日
新
聞
出
版
）に
よ
り
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
は
、
冷
泉

家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』（『
和
歌
初
学
抄
・
口
伝
和

歌
釈
抄
』
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
・
二
〇
一
四
年
・
朝
日
新
聞
出

版
）に
よ
り
、
他
は
歌
学
大
系
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
『
綺
語
抄
』

は
筑
波
大
学
図
書
蔵
本
『
糸
語
抄
』
を
も
参
考
に
し
た
。
私
に
、

さ
三
寸
ば
か
り
と
い
ふ
」
な
ど
。『
和
歌
作
式
』
の
「
歌
枕
」
に

引
か
れ
る
武
州
か
ら
得
た
書
「
神
世
古
語
」
は
、
書
陵
部
と
彰
考

館
と
京
都
女
子
大
学
に
現
存
す
る
が
、『
袖
中
抄
』
に
は
、
引
用

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
の
部
分
は
後
代
の
加
筆
の

可
能
性
が
あ
る
。
他
に
『
袖
中
抄
』
所
収
の
「
和
語
抄
」「
古
語
」

「
古
抄
物
」
な
ど
も
「
歌
枕
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）　
『
新
撰
和
歌
髄
脳
』
に
も
同
様
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

同
書
は
『
俊
頼
髄
脳
』
以
後
の
編
纂
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）　

こ
の
後
「
題
詠
」
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
が
、
こ
の
依
拠

書
は
不
明
。
あ
る
い
は
『
作
文
大
体
』『
江
談
抄
』
に
触
発
さ
れ

た
か
。『
江
談
抄
』
に
お
け
る
句
題
に
つ
い
て
は
、
小
野
「『
江
談

抄
』
の
詩
文
論
と
平
安
朝
詩
文
」（『
中
世
漢
文
学
の
形
象
』
二
〇

一
一
年
・
勉
誠
出
版
）で
論
じ
た
。

（
4
）　

跋
文
に
相
当
す
る
部
分
の
後
に
、
さ
ら
に
船
遊
び
で
の
連
歌

に
対
す
る
後
冷
泉
天
皇
の
経
信
へ
賛
辞
は
俊
頼
に
と
っ
て
も
名
誉

な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
記
す
の
は
、

経
信
へ
の
権
威
付
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
船
遊
び
で
の

良
暹
の
連
歌
の
話
と
類
似
す
る
自
選
『
散
木
奇
歌
集
』
春
部
一
〇

一
・
一
〇
二
番
歌
の
詞
書
に
見
ら
れ
る
設
定
も（
家
永
香
織
氏
の

御
教
示
に
よ
る
）、
第
十
「
連
歌
」
の
人
が
付
け
な
か
っ
た
下
句

を
付
け
た
と
す
る
一
五
六
八
・
一
五
七
八
・
一
五
八
二
・
一
五
八

三
・
一
五
八
五
・
一
五
八
六
・
一
五
八
七
・
一
五
八
九
・
一
五
九

七
・
一
六
一
一
・
一
六
一
三
・
一
六
二
〇
・
一
六
二
一
・
一
六
二

二
番
句
の
詞
書
も
、
連
歌
詠
作
能
力
へ
の
自
己
顕
示
と
言
え
る
。

連
歌
の
下
句
は
そ
も
そ
も
要
求
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
思
わ
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を
土
台
に
し
な
が
ら
『
俊
頼
髄
脳
』
類
を
引
く
の
と
共
通
す
る
。

（
14
）　
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
に
つ
い
て
は
、
寛
治
七
年（
一
〇
九
三
）の

『
郁
芳
門
院
根
合
』（
菖
蒲
・
一
番
）に
通
俊
の
言
に
も
「
是
あ
や
め

は
、
本
虵
の
名
な
り
。
此
草
。
依
似
彼
体
。
あ
や
め
草
と
い
ふ
な

り
。
不
具
草
之
時
、
偏
虵
也
」
と
あ
る
。

（
15
）　
「
か
た
よ
り
に
し
て
」
は
「
か
た
み
に
よ
り
て
」、「
お
の
」

は
「
お
の
お
の
」
で
あ
ろ
う
。

（
16
）　

そ
の
「
た
の
も
し
の
か
り
」
と
し
て
鹿
狩
り
と
解
釈
し
た
人

物
を
、『
和
歌
童
蒙
抄
』『
袖
中
抄
』（
第
十
一
・
た
の
む
の
か
り
）

で
は
藤
原
基
俊
と
す
る
。

（
17
）　

大
治
元
年（
一
一
二
六
）八
月
『
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
』
に
お

け
る
俊
頼
の
判
詞
に
も
「
次
の
歌
は
た
の
む
の
雁
と
は
、
た
だ
雁

の
名
と
思
ひ
て
よ
み
た
る
に
や
。
是
は
田
面
の
雁
と
申
す
事
な

り
」（
一
番
・
右
・
二
）と
あ
る
。

（
18
）　
「
神
風
」
と
い
う
歌
語
は
伊
勢
神
宮
に
し
か
詠
ま
な
い
か
否

か
の
議
論
が
あ
る
一
方
で
、「
君
が
代
は
」
の
歌
が
「
内
裏
歌
合
」

で
の
「
祝
」
題
に
よ
る
経
信
の
歌
で
あ
る
と
い
う
微
妙
な
問
題
が

あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

（
19
）　
「
君
が
代
は
」
と
い
う
歌
を
並
記
す
る
の
は
、
久
邇
宮
家
旧

蔵
『
無
名
抄
』（
日
比
野
浩
信
氏
未
刊
国
文
資
料
『
久
邇
宮
家
旧
蔵

本
俊
頼
無
名
抄
の
研
究
』）『
唯
独
自
見
抄
』（『
大
鏡 

文
選 

源
氏

和
歌
集 

拾
遺（
一
）』
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
・
二
〇
〇
八
年
・

朝
日
新
聞
出
版
）静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
無
名
抄　

俊
頼
』
静
嘉
堂
文

庫
蔵
『
俊
頼
口
伝
集
』（
上
欄
に
村
本
の
注
記
と
し
て
）。

（
20
）　

逆
に
『
綺
語
抄
』
の
こ
の
よ
う
な
注
記
の
存
在
が
、
定
家

句
読
点
や
括
弧
を
付
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
7
）　
『
俊
頼
髄
脳
』
と
共
通
す
る
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
の
項
目
は
、

全
二
〇
一
項
目
中
四
七
項
目
で
あ
る
。
な
お
項
目
の
数
え
方
に
は

個
人
差
が
出
る
こ
と
を
ご
了
承
願
い
た
い
。
以
下
同
。

（
8
）　
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
が
『
隆
源
口
伝
』
に
依
拠
し
、『
綺
語

抄
』
に
派
生
し
て
い
く
と
い
う
指
摘
は
す
で
に
赤
瀬
信
吾
氏
注
6

書
「
解
説
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
氏
の
説
は
こ
の

書
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
先
行
論
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る

注
記
も
扱
う
が
、
一
々
断
ら
な
い
。

（
9
）　

寺
島
修
一
氏
に
よ
っ
て
『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
と
同
時
代
歌
論

書
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る（「『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
の
性
格
―

成
立
と
享
受
の
一
面
」〈「
文
学
史
研
究
」
五
十
一
号
・
二
〇
一
一

年
三
月
〉）。

（
10
）　

赤
瀬
氏
は
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
と
『
隆
源
口
伝
』
と
に
共

通
す
る
な
ん
ら
か
の
歌
学
書
が
先
行
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
想
定

す
る
。

（
11
）　
『
俊
頼
髄
脳
』
と
共
通
す
る
『
隆
源
口
伝
』
の
項
目
は
、
全

四
〇
項
目
中
一
一
項
目
で
あ
る
。

（
12
）　

濱
中
祐
子
氏
「『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
か
ら
『
綺
語
抄
』
へ
―

初
期
歌
語
注
釈
書
の
生
成
」（「
和
歌
文
学
研
究
」
九
十
四
号
・
二

〇
〇
七
年
六
月
）。

（
13
）　
『
綺
語
抄
』
全
六
四
三
語
句
の
う
ち
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
と

共
通
す
る
項
目
は
七
四
項
目
で
、『
俊
頼
髄
脳
』
と
共
通
す
る
項

目
は
五
四
項
目
で
あ
る
。『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
類
を
土
台
に
し
な

が
ら
他
の
書
を
引
く
の
は
、『
口
伝
和
歌
釈
抄
』
が
『
隆
源
口
伝
』
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（
25
）　
『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、「
語
り
伝
え
た
る
」
こ
と
、「
古
き
も

の
に
書
」
か
れ
て
い
る
こ
と
、「
古
き
人
々
申
し
け
」
る
こ
と
を

「
承
」
っ
た
こ
と
、「
昔
の
人
申
し
け
る
」
こ
と
、「
古
き
人
の
物

語
」
と
す
る
こ
と
な
ど
に
、
そ
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
26
）　

院
政
期
に
お
け
る
宋
代
作
品
の
流
入
に
つ
い
て
は
、『
江
談

抄
』
と
の
説
話
に
つ
い
て
指
摘
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の（
大
曽
根

章
介
氏
「
説
話
に
お
け
る
日
本
比
較
文
学
―
志
怪
小
説
を
中
心
と

し
て
―
」（『
大
曾
根
章
介　

日
本
漢
文
学
論
集
』〈
巻
三
〉一
九
九
九

年
・
汲
古
書
院
）、
い
ま
だ
判
然
と
し
て
い
な
い
。

（
27
）　

小
西
甚
一
氏
『
文
鏡
秘
府
論
考　

研
究
篇
上
』（
一
九
四
八

年
・
大
八
洲
出
版
）「
秘
府
論
引
用
の
原
典
」

（
28
）　

さ
ら
に
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
『
詩
品
』（
梁
・
鍾

嶸
）『
詩
評
』（
唐
・
皎
然
）『
筆
札
華
梁
』（
唐
・
上
官
儀
）『
詩
髄

脳
』（
唐
・
元
競
）『
詩
格
』（
唐
・
王
昌
齢
）の
書
名
が
残
る
。

（
29
）　
『
江
談
抄
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
は
直
接
的
関
係
を
持
つ
。
時

助
と
い
う
右
の
舞
人
が
経
信
に
語
っ
た
と
す
る
「
郭
公
を
鶯
の
子

と
い
へ
る
こ
と
」
は
『
江
談
抄
』（
第
三
・「
郭
公
為
巴

鶯
子
蚤

事
」）

で
も
「
戸
部
卿
談
曰
」
な
ど
は
、
経
信
の
言
と
し
て
引
か
れ
て
い

る
。
他
に
、
蟬
丸
の
「
世
の
中
は
」
と
い
う
歌
に
関
す
る
説
話
―

『
江
談
抄
』（
第
三
「
博
雅
三
位
琵
琶
習
事
」）、
朝
綱
の
「
か
ぞ
い

ろ
は
」
と
い
う
歌
が
「
朝
綱
、
公
家
の
か
し
こ
ま
り
に
て
三
年
あ

り
け
れ
ば
」
―
『
朗
詠
江
注
』
に
「
此
時
去
覗

弁
三
年
云
々
」

（
雑
・
詠
史
・
六
九
七
）、「
似
物
」
―
『
江
談
抄
』（
第
四
）「
此
句

古
人
号
巴

大
似
物
蚤

」
な
ど
。

本
・
国
立
国
会
図
書
館
蔵
の
方
が
俊
頼
と
同
時
代
本
文
で
あ
っ
た

こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
も
そ
も
有
っ
た
も
の
を
省
く
よ
り
、
無

か
っ
た
も
の
を
補
足
す
る
方
が
後
代
の
作
為
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
一
方
で
、『
袖
中
抄
』
が
「
君
が
代
は
」
の
歌
を
挙
げ

て
、「
無
名
抄
云
」
と
し
て
『
俊
頼
髄
脳
』
の
注
記
を
そ
の
ま
ま

引
く
こ
と
を
考
え
る
と
、『
袖
中
抄
』
の
頃
に
は
、「
君
が
代
は
」

の
歌
を
並
列
さ
せ
る
本
文
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
21
）　

山
田
洋
嗣
氏
「『
和
歌
童
蒙
抄
』
の
形
成
―
平
安
後
期
の
注

釈
の
問
題
と
し
て
―
」（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
五
二
号
・
一
九

八
四
年
）、
今
井
明
氏
「
伊
達
文
庫
蔵
「
松
か
浦
嶋
」
―
『
疑
開

抄
』
抄
出
部
分
を
中
心
に
―
」（『
王
朝
文
学
資
料
と
論
考
』
一
九

九
二
年
・
笠
間
書
院
）、
浅
田
徹
氏
「
疑
開
抄
と
和
歌
童
蒙
抄

（
下
）童
蒙
抄
の
流
布
本
と
異
本
」（「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」

第
二
四
号
・
一
九
九
八
年
三
月
）。

（
22
）　

今
井
明
氏
に
よ
っ
て
伊
達
文
庫
蔵
『
松
か
浦
嶋
』
中
の
「
疑

開
抄
の
所
々
」
が
明
ら
か
に
さ
れ（「〈
翻
〉伊
達
文
庫
蔵
「
松
か
浦

嶋
」
―
散
佚
書
『
疑
開
抄
』
の
手
掛
か
り
と
し
て
」〈「
鹿
児
島
短

期
大
学
研
究
紀
要
」・
四
八
号
・
一
九
九
一
年
一
〇
月
〉）、
そ
の

後
、
村
山
識
氏
に
よ
っ
て
願
得
寺
蔵
『
疑
開
和
歌
抄
』
巻
九
・
十

が
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（「
願
得
寺
蔵
『
疑
開
和
歌
抄
』
解

題
と
翻
刻
」〈「
詞
林
」
四
十
四
号
・
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
〉）。

（
23
）　

願
得
寺
蔵
『
疑
開
和
歌
抄
』
巻
九
・
十
に
お
け
る
全
一
三
三

語
と
共
通
す
る
の
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
は
一
六
項
目
、『
口
伝
和
歌

釈
抄
』
は
八
項
目
、『
綺
語
抄
』
は
一
四
語
で
あ
る
。

（
24
）　
『
歌
論
集
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
・
一
九
七
五
年
・
小
学
館
）
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（
30
）　

小
野
「
十
二
世
紀
に
至
る
詩
歌
論
の
展
開
―
格
式
か
ら
詩
話

へ
―
」（『
中
世
漢
文
学
の
形
象
』〈
二
〇
一
一
年
・
勉
誠
出
版
〉）で

も
論
じ
た
。

（
31
）　
『
奥
義
抄
』
巻
上
に
「
二
十
二　

盗
古
歌
」
と
あ
り
、『
袋
草

紙
』
上
巻
「
雑
談
」
で
藤
原
公
実
が
「
歌
ヲ
盗
」
と
す
る
。
そ
の

「
盗
む
」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
『
魚
隠
叢
話
』
巻
第
五
十
四
に

「
剽
窃
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
換
骨
奪
胎
は
ま
た
『
江
談
抄
』

に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　

小
野
「
集
句
の
起
源
―
中
・
韓
・
日
の
比
較
文
学
と
し
て

―
」（「
中
央
大
学
国
文
」
五
七
号
・
二
〇
一
四
年
三
月
）で
論
じ
た
。

【
付
記
】本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
出
版
予
定
の
家
永
香
織
・
小
野
泰

央
・
鹿
野
し
の
ぶ
・
館
野
文
昭
・
福
田
亮
雄
『
俊
頼
髄
脳
全
注

釈
』（
仮
称
）の
注
釈
作
業
で
の
成
果
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
メ
ン

バ
ー
の
助
力
を
得
た
部
分
が
あ
る
。
異
本
調
査
は
そ
の
一
つ
で
あ

る
。

（
お
の　

や
す
お
・
本
学
教
授
）


