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一
、
は
じ
め
に

　
「
誹
諧
歌
」
は
「
正
格
正
調
の
歌
に
対
す
る
破
格
破
調
の
歌
、
ま
た
滑

稽
味
を
帯
び
た
歌
を
い
う（

1
（

」
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
文
字
数

に
よ
っ
て
区
別
で
き
る
長
歌
・
旋
頭
歌
な
ど
と
異
な
り
、
誹
諧
歌
は
通
常

の
和
歌
と
同
じ
三
十
一
文
字
の
型
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
も

あ
っ
て
か
、
当
時
の
歌
人
達
も
誹
諧
と
は
何
か
と
い
う
定
義
を
明
示
す
る

こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
見
ら
れ
る（

（
（

。
定
型
の
和
歌
と
同
じ
文
字
数
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
誹
諧
」
と
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
曖
昧
な
境
界
線

を
考
察
す
る
こ
と
は
、
歌
人
達
の
美
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
繋

が
る
だ
ろ
う
。

　

筆
者
は
先
の
拙
稿（

（
（

で『
続
千
載
集
』の
雑
体
部
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ

た
。
そ
の
際
に
二
条
為
世
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
は
「
誹
諧
歌
」
は
既
に

勅
撰
集
に
入
集
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
歌
体
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
「
狂
歌
」
は
和
歌
と
し
て
許
容
で
き
る
枠
を
越

え
た
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
際
に
新
た
な
問

題
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
、
為
世
周
辺
の
誹
諧
観
は
彼
ら
の
時
代
に
限
定

さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
為
世
の
祖
先
た
る
俊
成
・
定
家
ら
に
も
遡
り

う
る
意
識
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
上
の
問
題

意
識
の
下
に
、
重
要
な
分
岐
点
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
俊
成
に
焦
点
を
絞
り
、

そ
の
誹
諧
観
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　

俊
成
の
誹
諧
観
に
関
す
る
先
行
論
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
主
に
、
俊

成
が
『
千
載
集
』
巻
十
八
を
「
雑
歌
下　

雑
体
」
と
し
、
そ
の
中
に
「
誹

諧
歌
」
の
小
項
目
（
以
下
、
こ
れ
を
〈
誹
諧
部
〉
と
略
す
）
を
設
け
た
こ

と
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
谷
山
茂（

（
（

は
、
俊
成
が
『
古
来
風
躰

抄（
（
（

』
で
『
詞
花
集
』
を
「
地
の
歌
は
多
く
は
み
な
誹
諧
歌
の
体
に
、
み
な

ざ
れ
を
か
し
く
ぞ
見
え
た
る
べ
き
」と
評
し
た
記
事
を
引
用
し
、「
そ
の「
ざ

れ
を
か
し
き
」
誹
諧
歌
に
好
感
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

藤
原
俊
成
と
誹
諧

山　
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る
ま
い
」
と
し
て
、
俊
成
が
誹
諧
歌
な
ど
を
「
排
斥
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
決
し
て
好
感
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
う
い
う
歌
も
こ
こ
に
撰
収
し
た
の
は
何
ゆ
え
か
」
と
の
問
題
を

提
起
し
、
そ
の
理
由
は
、
公
的
な
撰
集
の
た
め
に
「
個
人
的
尚
好
の
み
で

終
始
す
る
こ
と
は
で
き
」
な
か
っ
た
こ
と
、
撰
集
の
多
様
性
を
意
図
し
た

こ
と
、『
古
今
集
』
雑
体
の
巻
を
模
す
る
方
針
に
あ
っ
た
た
め
と
論
じ
て

い
る
。

　

俊
成
が
な
ぜ
〈
誹
諧
部
〉
を
設
け
た
の
か
、
こ
の
問
は
そ
の
後
も
諸
氏

に
よ
っ
て
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
松
野
陽
一（

（
（

は
『
千
載
集
』
全

体
の
撰
集
方
針
に
つ
い
て
「
抒
情
性
に
中
心
を
置
い
た
正
統
的
な
撰
集
を

目
指
し
た
」
と
し
、〈
誹
諧
部
〉
に
つ
い
て
は
、「
を
か
し
き
さ
ま
の
ふ
り

を
全
く
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
応
そ
の
傾
向
を
も
摂
取

し
た
上
で
相
対
的
に
低
い
扱
い
を
す
る
と
い
う
処
理
を
と
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
、
雑
下
部
に
誹
諧
歌
と
い
う
部
を
復
活
さ
せ
て
、
そ
こ
に
集
中
さ
せ

る
ね
ら
い
」
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
氏（

（
（

は
雑
体
部
に
「
異
種
歌

を
囲
い
こ
み
、
他
の
部
を
純
化
さ
せ
て
「
ひ
と
へ
に
を
か
し
き
風
躰
」
や

「
ざ
れ
歌
ざ
ま
」
の
作
品
を
一
掃
し
（
無
論
例
外
は
あ
る
）、
集
全
体
の
印

象
を
主
情
性
に
中
心
を
置
く
も
の
と
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

上
條
彰
次（

（
（

は
、
俊
成
の
言
説
に
は
「
否
定
的
誹
諧
歌
観
が
端
的
に
表
明

さ
れ
て
い
る
」
と
し
つ
つ
も
、そ
れ
は
全
面
的
な
否
定
で
は
な
く
「
優
艶
」

な
ら
ざ
る
場
合
と
過
度
に
虚
構
が
目
立
つ
場
合
に
お
い
て
の
否
定
で
あ
っ

た
と
し
、『
千
載
集
』「
誹
諧
」
の
前
半
は
「
総
じ
て
題
詠
的
歌
群
と
し
て

の
性
格
が
顕
著
」
で
『
古
今
集
』
的
誹
諧（

（
（

で
あ
り
、
後
半
は
「
対
詠
的
褻

歌
」
が
多
く
『
後
拾
遺
』
的
誹
諧
で
あ
る
と
見
て
、両
集
と
も
異
な
る
『
千

載
集
』
の
「
折
衷
的
様
態
」
に
俊
成
の
「
自
覚
的
立
場
」
を
求
め
、「
誹

諧
歌
許
容
歌
人
」
で
あ
っ
た
俊
成
が
「
許
容
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
誹
諧
体

の
歌
」
を
模
索
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
俊
成
が
誹
諧
歌
を
全
面
的
に

は
否
定
し
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
氏
は

「
誹
諧
」
の
分
析
に
お
い
て
「
狂
歌
体
」「
を
か
し
」「
俗
に
近
し
」
も
同

様
の
も
の
と
し
て
考
察
し
て
い
る
点
は
注
意
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　

久
保
田
淳（

（1
（

は
俊
成
の
誹
諧
歌
観
は
「
人
の
意
表
を
突
い
た
発
想
、
突
飛

な
比
喩
の
歌
か
ら
、
奇
抜
な
表
現
の
歌
、
さ
ら
に
日
常
的
な
褻
の
素
材
を

詠
ん
だ
歌
、
卑
陋
な
内
容
・
素
材
の
歌
な
ど
、
相
当
広
汎
な
も
の
で
あ
っ

て
、
戯
笑
歌
や
狂
歌
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
う
る
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
」

と
し
、「
古
今
的
な
誹
諧
歌
に
対
し
て
は
積
極
的
に
鼓
吹
し
な
い
ま
で
も
、

許
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
、『
千
載
集
』
に
も
誹
諧
歌

の
部
立
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
（
略
）
正
雅
を
旨
と
す
る
和
歌
の
範
囲
内

で
許
容
さ
れ
る
誹
諧
歌
を
世
の
歌
人
達
に
提
示
し
よ
う
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
園
田
克
利（

（（
（

は
「
前
時
代
の
歌
風
を
誹
諧
歌
部
と
い
う
「
檻
」
を
設

け
て
「
千
載
和
歌
集
」
の
通
常
の
部
立
か
ら
区
別
・
隔
離
し
（
略
）「
千

載
和
歌
集
」
の
正
統
の
和
歌
・
通
常
の
部
の
歌
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
ま
で
も
明
示
し
て
み
せ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
俊
成
と
誹
諧
の
問
題
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
松

野
氏
の
「
他
の
部
の
純
化
」「
集
全
体
の
印
象
を
主
情
性
を
中
心
に
置
く
」、

久
保
田
氏
の
「
許
容
さ
れ
る
誹
諧
歌
を
歌
人
達
に
提
示
し
よ
う
と
い
う
意
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図
」
は
重
要
な
指
摘
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
條
氏
が
「
誹
諧
歌
許
容

歌
人
」
と
す
る
俊
成
像
を
論
じ
る
の
に
対
し
て
、
松
野
氏
が
「
異
種
歌
を

囲
い
込
み
」、
久
保
田
氏
が
「
許
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に

は
園
田
氏
が
「
好
ま
な
い
歌
風
の
も
の
を
」「
区
別
・
隔
離
」
と
し
た
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
俊
成
が
誹
諧
を
低
く
評
価
し
て
い
た
前
提
で
論
じ
ら
れ

る
傾
向
が
強
い
。
先
学
の
見
解
が
少
な
か
ら
ず
異
な
る
理
由
は
、
俊
成
の

誹
諧
観
に
対
す
る
認
識
の
揺
れ
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
諸
論
の
多
く
は
俊

成
の
歌
論
・
判
詞
の
分
析
に
基
づ
く
が
、
そ
の
際
に
「
戯
れ
歌
」「
狂
歌
」

も
用
例
と
し
て
同
様
に
扱
い
つ
つ
「
誹
諧
」
を
定
義
し
た
上
で
作
品
分
析

を
行
い
、
そ
こ
か
ら
「
誹
諧
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
っ
た

場
合
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。「
戯
れ
歌
」「
狂
歌
」
な
ど
が
「
誹
諧
」

に
近
い
要
素
を
持
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
俊
成
が
こ
れ
ら
を
全
く

同
じ
意
味
で
用
い
て
い
た
の
か
は
今
一
度
立
ち
返
っ
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

併
せ
て
注
意
し
た
い
の
は
、
俊
成
の
様
々
な
側
面
で
あ
る
。
俊
成
は
実

作
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
判
者
も
つ
と
め
る
指
導
者
で
も
あ
り
、
古
典
研

究
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
彼
の
中
で
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
が
、
各
場
面
に
お
い
て
、
言
説
や
態
度
を
使
い
分
け
る
部
分
も
少
な
く

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
「
誹
諧
」
と

は
何
か
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
に
は
あ
え
て
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず

に
、
ま
ず
は
歌
論
や
歌
合
判
詞
の
言
説
を
分
析
し
、
俊
成
の
誹
諧
観
を
検

討
す
る
。
そ
し
て
、
俊
成
の
態
度
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
上
で
、

俊
成
が
な
ぜ
『
千
載
集
』
に
〈
誹
諧
部
〉
を
設
け
た
の
か
、
そ
の
意
図
に

迫
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
歌
合
に
お
け
る
俊
成
の
「
誹
諧
」
評

　

俊
成
は
歌
合
判
者
を
多
々
つ
と
め
た
が
、
そ
の
際
に
直
接
「
誹
諧
」
と

評
し
た
例
は
実
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。『
千
載
集
』
撰
進
以
前
の
例
と

し
て
見
出
せ
る
の
は
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）『
別
雷
社
歌
合
』
の
一
例

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
左
「
梢
ま
で
花
の
し
ら
ゆ
ふ
か
け
て
け
り
神
も
う

れ
し
と
春
を
見
る
ら
し
」（
一
一
三
・
広
言
）
と
右
「
山
桜
雪
の
色
こ
そ

う
ば
ふ
と
も
降
る
な
ら
ひ
を
ば
伝
へ
ざ
ら
な
ん
」（
一
四
・
祐
盛
）
の
結

番
で
、
左
歌
を
「
歌
が
ら
有
る
さ
ま
」
と
評
価
し
、
右
歌
に
は
「
降
る
な

ら
ひ
を
ば
と
い
へ
る
、
を
か
し
く
は
き
こ
ゆ
る
を
、
誹
諧
の
体
に
ぞ
見
ゆ

る
」
と
し
て
左
歌
に
勝
を
与
え
て
い
る
。
右
歌
は
桜
が
雪
の
色
を
奪
う
よ

う
に
美
し
く
咲
い
て
も
、
雪
の
よ
う
に
降
る
こ
と
は
見
習
わ
な
い
で
ほ
し

い
と
す
る
も
の
で
、
俊
成
が
「
降
る
な
ら
ひ
」
を
「
を
か
し
」
と
評
価
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、問
題
視
さ
れ
た
の
は
「
雪
の
色
こ
そ
う
ば
ふ
と
も
」

の
部
分
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
草
木
の
類
が
他
の
景
物
の
色
彩
を
「
う

ば
ふ
」
と
す
る
趣
向
は
「
雪
の
色
を
う
ば
ひ
て
咲
け
る
梅
の
花
今
さ
か
り

な
り
見
む
ひ
と
も
が
も
」（
万
葉
集
・
巻
五
・
八
五
〇
）
や
「
雪
の
色
を
う

ば
ひ
て
咲
け
る
卯
の
花
に
小
野
の
里
人
冬
ご
も
り
す
な
」（
金
葉
集
・
夏
・

九
八
・
公
実
）
な
ど
の
例
が
わ
ず
か
に
あ
る
が
、
俊
成
は
「
誹
諧
の
体
」

と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
評
価
の
高
い
歌
に
対
し
て
、
相
対
的
に
負
と

な
っ
た
例
で
は
あ
る
が
、「
誹
諧
の
体
」が「
歌
が
ら
有
る
様
」よ
り
も
劣
っ

た
評
価
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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次
に
、『
千
載
集
』
撰
集
以
後
の
『
六
百
番
歌
合
』
の
例
で
あ
る
。
左
「
散

り
つ
も
る
花
を
ば
ふ
ま
じ
と
思
ふ
ま
に
道
こ
そ
な
け
れ
志
賀
の
山
越
」

（
一
三
七
・
兼
宗
）
と
右
「
春
は
た
だ
雲
路
を
わ
く
る
心
地
し
て
花
こ
そ

見
え
ね
志
賀
の
山
越
」（
一
三
八
・
隆
信
）
の
結
番
で
、「
右
歌
、
花
の
雲

に
似
た
る
よ
し
の
心
す
ぎ
て
誹
諧
に
な
れ
る
な
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
。

花
盛
り
の
山
道
は
た
だ
雲
路
を
行
く
よ
う
で
、
花
さ
え
も
見
え
な
い
心
地

だ
と
す
る
趣
向
の
大
仰
さ
が
「
誹
諧
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
俊
成
は

左
歌
の
「
と
思
ふ
ま
に
」
を
右
方
が
難
じ
た
こ
と
に
も
賛
同
し
、
結
果
は

双
方
と
も
に
難
点
が
あ
る
低
評
価
の
持
と
な
っ
て
い
る
が
、「
誹
諧
」
が

そ
の
低
評
価
の
一
因
と
さ
れ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。

　

同
歌
合
の
「
新
樹
」
題
で
の
左
「
色
か
へ
ぬ
よ
は
ひ
は
知
ら
ず
夏
木
立

み
ど
り
は
松
に
か
は
ら
ざ
り
け
り
」（
一
八
五
・
季
経
）
と
右
「
あ
ら
は

れ
む
秋
を
も
知
ら
ぬ
か
へ
で
か
な
と
き
は
の
色
を
し
ば
し
盗
み
て
」

（
一
八
六
・
信
定
（
慈
円
））
で
は
、
右
方
が
左
歌
を
「
巨
病
有
り
」
と
難

じ
、
左
方
が
右
歌
の
「
か
へ
で
か
な
」「
し
ば
し
ぬ
す
み
て
」
を
「
頗
る

凡
鄙
に
似
た
り
」
と
難
じ
た
こ
と
を
う
け
て
、「
左
は
有
巨
病
之
由
、
右

申
す
め
り
、
右
は
誹
諧
の
為
（
て
い
た
ら
く
（

体
之
上
、
か
へ
で
の
心
も
い
か
が
と
て
、
持

と
す
べ
く
や
」
と
双
方
の
難
を
認
め
て
持
と
し
て
い
る
。
右
歌
に
つ
い
て

は
「
誹
諧
の
為
体
」
の
上
に
「
か
へ
で
」
の
擬
人
化
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
、「
誹
諧
」
と
見
ら
れ
た
の
は
主
に
「
し
ば
し
盗
み
て
」
の
部
分

で
あ
ろ
う
。
類
似
し
た
趣
向
で
「
盗
む
」
と
詠
ん
だ
例
に
「
雪
の
色
を
盗

み
て
咲
け
る
卯
の
花
は
さ
え
で
や
人
に
疑
は
る
ら
む
」（
詞
花
集
・
夏
・

五
二
・
俊
頼
）
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
『
後
葉
集
』
で
は
誹
諧
歌
群
に
収

め
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
俊
成
も
こ
の
右
歌
を
「
誹
諧
」
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
「
巨
病
有
り
」
と
さ
れ
た
左
歌
と
の
相
対
的
に
低
い
評
価
で
持
と

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
典
拠
の
指
摘
と
し
て
「
誹
諧
」
に
つ
い
て
述
べ
た
例
が
あ
る
。

『
千
五
百
番
歌
合
』
の
左
歌
「
ほ
の
ぼ
の
と
花
の
横
雲
あ
け
そ
め
て
桜
に

し
ら
む
み
吉
野
の
山
」（
三
六
九
・
公
経
）
と
右
歌
「
花
散
ら
ぬ
も
り
と

な
さ
ば
や
ね
ぎ
ご
と
を
さ
の
み
聞
き
け
む
社や
し
ろた

づ
ね
て
」（
三
七
〇
・
通
親
）

の
結
番
に
お
い
て
、

左
歌
、
花
の
横
雲
桜
に
し
ら
む
な
ど
、
こ
と
ご
と
し
き
風
体
に
侍
る

べ
し
。
右
歌
は
「
ね
ぎ
ご
と
を
さ
の
み
聞
き
け
む
社
こ
そ
」
と
い
へ

る
古
今
の
誹
諧
歌
の
心
を
と
り
て
「
花
ち
ら
ぬ
も
り
と
な
さ
ば
や
」

と
い
へ
る
心
、
を
か
し
く
き
こ
え
侍
り
、
勝
と
申
す
べ
く
や

と
、
左
歌
を
仰
々
し
い
と
評
し
た
の
に
対
し
、
右
歌
が
『
古
今
集
』「
ね

ぎ
ご
と
を
さ
の
み
聞
き
け
む
社
こ
そ
果
て
は
嘆
き
の
も
り
と
な
る
ら
め
」

（
古
今
集
・
雑
体
「
誹
諧
歌
」・
一
〇
五
五
・
讃
岐
）
の
「
心
を
と
り
て
」

詠
ん
だ
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
「
を
か
し
」
と
評
し
て
勝
と
し
て
い
る
。

上
條
氏
は
こ
れ
に
注
目
し
、
俊
成
が
誹
諧
歌
を
必
ず
し
も
否
定
し
な
か
っ

た
姿
勢
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
誹
諧
歌
の
摂
取
を
俊
成
が
否
定
し

な
か
っ
た
例
と
見
て
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
上
條
氏
も
通
親
歌
に
つ
い

て
「
優
雅
に
転
化
」「
実
詠
自
体
は
誹
諧
歌
的
卑
俗
体
と
は
い
え
な
い
」

と
さ
れ
た
よ
う
に
、
誹
諧
歌
を
摂
取
し
た
例
で
は
あ
る
が
、
摂
取
し
た
表

現
も
穏
当
な
も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
を
か
し
」
と
評
さ
れ
る
作
で

あ
っ
た
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
俊
成
が
評
価
し
た
の
は
「
誹
諧
」
を
本
歌
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と
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
巧
み
に
詠
み
か
え
た
点
に
あ
る
。
仮
に

一
首
と
し
て
の
見
ど
こ
ろ
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
俊
成
の
評
価
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

歌
合
判
詞
に
お
い
て
俊
成
が
「
誹
諧
」
と
評
し
た
前
掲
の
三
首
を
振
り

返
っ
て
お
く
。
傾
向
を
分
析
す
る
に
は
用
例
が
乏
し
い
が
、ひ
と
ま
ず「
う

ば
ふ
」「
ぬ
す
む
」
な
ど
の
俗
的
な
表
現
、
行
き
過
ぎ
た
趣
向
の
作
に
対

し
て
「
誹
諧
」
の
評
を
用
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
結
果
だ
け
見
れ
ば
、

負
が
一
、
持
が
二
で
、
芳
し
い
評
価
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
だ
し
、
三
首
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
た
作
と
も
見
え
る
。

少
な
く
と
も
内
容
が
破
綻
し
て
い
た
り
、
滑
稽
や
笑
い
を
狙
っ
た
作
で
は

な
い
。
ま
た
、
俊
成
が
「
誹
諧
」
と
評
し
た
場
合
に
、
そ
れ
だ
け
を
理
由

に
負
と
し
た
例
も
見
ら
れ
ず
、
誹
諧
歌
を
摂
取
す
る
こ
と
も
批
判
し
て
い

な
か
っ
た
。「
誹
諧
」
を
全
面
的
に
は
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
し
て
相
対
的
に
低
い
評
価
を
し
て
い
る
点
も

事
実
で
あ
り
、
歌
合
の
際
に
「
誹
諧
」
体
が
詠
ま
れ
る
こ
と
を
歓
迎
し
な

い
態
度
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

四
、「
狂
歌
」
と
「
戯
れ
歌
」

　

次
に
、こ
れ
ま
で
「
誹
諧
」
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
「
狂
歌
」

と
「
戯
れ
歌
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
歌
論
で
の
「
狂
歌
」
の
用
例
は
『
和

歌
作
式
』（
喜
撰
式（

（1
（

）
が
「
落
花
」
の
病
に
つ
い
て
「
の
ち
の
た
の
し
き

し
あ
し
た
の
」
と
い
う
歌
句
を
例
に
挙
げ
、「
然
し
て
詠
誦
の
声
順
ぜ
ざ

る
由
な
り
。
誠
に
是
、
狂
歌
」
と
し
た
も
の
が
古
い
。
こ
こ
で
は
句
ご
と

に
同
文
が
交
じ
り
、
詠
誦
の
際
に
混
乱
す
る
も
の
を
言
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

『
和
歌
作
式
』
の
論
理
に
拠
れ
ば
、
認
め
が
た
い
「
病
」
を
犯
し
た
も
の

を
「
狂
歌
」
と
し
て
い
た
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
俊
成
は
『
古
来
風

躰
抄
』
で
「
喜
撰
が
式
」
も
挙
げ
て
い
る
の
で
、
こ
の
記
述
も
当
然
知
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
歌
合
の
判
詞
に
「
狂
歌
」
の
評
を
用
い

た
の
は
、
確
認
で
き
る
限
り
で
は
俊
成
が
早
い
例
と
見
ら
れ
る
。『
六
百

番
歌
合
』
の
「
寄
海
恋
」
題
で
顕
昭
が
詠
ん
だ
「
く
ぢ
ら
と
る
か
し
こ
き

海
の
底
ま
で
も
君
だ
に
住
ま
ば
波
路
し
の
が
ん
」（
九
七
三
）
に
対
し
、

右
方
が
「
お
そ
ろ
し
く
や
」
と
難
じ
た
こ
と
を
う
け
て
、
俊
成
は
「
左
歌

「
く
ぢ
ら
と
る
」
ら
ん
こ
そ
、
万
葉
集
に
ぞ
あ
る
や
う
に
覚
え
侍
れ
ど
、

さ
や
う
の
狂
歌
体
の
歌
共
多
く
侍
る
中
に
侍
る
に
や
、
然
而
、
い
と
恐
ろ

し
く
き
こ
ゆ
」
と
「
く
ぢ
ら
と
る
」
と
い
う
の
は
『
万
葉
集
』
に
も
あ
る

よ
う
だ
が
、「
狂
歌
体
」
歌
群
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
、と
し
て
「
い

と
恐
ろ
し
く
き
こ
ゆ
」と
述
べ
て
い
る
。
俊
成
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は『
万

葉
集
』
巻
十
六
「
有
由
縁
雑
歌
」
の
「
い
さ
な
と
り
海
や
死
に
す
る
山
や

死
に
す
る
死
ぬ
れ
こ
そ
海
は
潮
干
て
山
は
枯
れ
す
れ
」（
三
八
五
二
）
で

あ
ろ
う
。

　

先
に「
狂
歌
体
」に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。『
万
葉
集
』内
部
に
は「
狂

歌
」
と
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
が
、
問
題
の
「
い
さ
な
と
り
…
」
の
歌

の
前
後
に
は
「
無
心
所
著
歌
」
や
、
他
者
を
「
嗤
ふ
歌
」
い
わ
ゆ
る
戯
笑

歌
が
多
く
配
さ
れ
て
い
る
。
俊
成
は
こ
れ
ら
の
歌
群
を
「
狂
歌
体
の
歌
共

多
く
侍
る
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
古
来
風
躰
抄
』
は
「
万
葉
集
に
あ

れ
ば
と
て
、
詠
ま
ん
事
は
い
か
が
と
み
ゆ
る
事
ど
も
侍
な
り
」
と
、『
万
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葉
集
』
を
典
拠
と
し
て
安
易
に
そ
れ
を
模
倣
・
摂
取
す
る
こ
と
を
戒
め
た

文
脈
の
中
で
、
巻
三
「
太
宰
帥
大
伴
卿
、
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首
」
と
と

も
に
問
題
の
巻
十
六
か
ら
「
池
田
朝
臣
、
大
神
朝
臣
奥
守
を
嗤
ふ
歌
」
な

ど
を
挙
げ
て
「
学
ぶ
べ
し
と
も
見
え
ざ
る
べ
し
。
か
つ
は
こ
れ
ら
は
こ
の

集
に
と
り
て
の
誹
諧
歌
と
申
す
歌
に
こ
そ
侍
め
れ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
記
述
は
、
こ
れ
ま
で
「
狂
歌
」
と
「
誹
諧
歌
」
が
同
一
あ
る
い
は
近

似
す
る
も
の
と
見
な
す
際
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
古
来

風
躰
抄
』
は
「
こ
の
集
に
と
り
て
の
」
と
前
置
き
を
し
て
い
る
点
に
改
め

て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
俊
成
は
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
は
『
万
葉
集
』
に
お

い
て
の
「
誹
諧
歌
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
が
正
し
い
「
誹
諧
歌
」
と
認
識
し
て
い
る
も
の
（
お
そ
ら

く
『
古
今
集
』
の
誹
諧
歌
な
ど
）
と
は
少
な
か
ら
ぬ
隔
た
り
を
意
識
し
た

記
述
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
俊
成
は
彼
の

考
え
る
「
誹
諧
歌
」
と
『
万
葉
集
』
巻
十
六
歌
と
は
一
部
共
通
す
る
性
質

は
認
め
つ
つ
も
、
異
質
で
も
あ
る
と
の
意
識
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
万
葉

集
』
該
当
歌
群
を
「
狂
歌
体
」
と
評
し
て
も
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
六
百
番
歌
合
』
判
詞
に
話
を
戻
そ
う
。
俊
成
は
「
狂
歌
体
」
に
言
及

し
て
い
る
が
、
批
判
の
焦
点
は
「
狂
歌
体
」
歌
群
中
の
歌
を
拠
り
所
と
し

た
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
顕
昭
の
作
が
人
を
恐
れ
さ
せ
る
よ
う
な
歌
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
た
点
に
あ
っ
た
。
俊
成
は
さ
ら
に
「
凡
は
歌
は
優
艶
な
ら

ん
事
を
こ
そ
可
二

庶
幾
一

、
故

（
こ
と
さ
ら
に
（令

レ

恐
レ

人
事
、
為
レ

道
為
レ

身
無
二

其
要
一

也
」

と
「
歌
は
優
艶
な
ら
ん
事
」
を
庶
幾
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
身
の
和
歌

の
理
想
を
示
し
、
顕
昭
の
こ
の
よ
う
な
作
は
歌
道
の
為
に
も
自
身
の
た
め

に
も
宜
し
く
な
い
と
ま
で
述
べ
、
右
歌
の
難
点
も
認
め
つ
つ
も
、
結
局
は

「
尚
左
歌
ゆ
る
し
が
た
し
」と
言
い
放
っ
て
負
け
と
し
て
い
る（

（1
（

。典
拠
が「
狂

歌
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
問
題
だ
が
、結
果
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
が
「
優
艶
」

で
あ
っ
た
か
否
か
を
重
視
す
る
俊
成
の
態
度
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、
典
拠
の
選
択
と
歌
の
出
来
映
え
は
切
り
離
せ
な
い
部
分
が
大
き

い
。
俊
成
は
「
狂
歌
」
を
典
拠
と
す
る
こ
と
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
と
見

て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
「
誹
諧
」
の
摂
取
と
は
異
な
る
態
度
を
看

取
で
き
る
。

　

俊
成
が
「
狂
歌
」
と
述
べ
た
例
は
他
に
見
出
せ
な
い
が
、『
六
百
番
歌
合
』

に
お
い
て
は
「
狂
言
」
あ
る
い
は
「
狂
気
」
と
の
評
も
見
え
る
の
で
、
参

考
に
そ
れ
ら
も
見
て
お
く
。「
幼
恋
」
題
で
の
左
歌
「
い
か
に
し
て
恋
て

ふ
こ
と
を
知
り
ぬ
ら
む
も
の
の
心
も
き
の
ふ
今
日
こ
そ
」（
八
五
五
・
有
家
）

を
右
方
が
「
狂
言
」
と
難
じ
て
い
る
。「
狂
言
」
は
こ
こ
で
は
戯
れ
言
に

近
い
意
だ
ろ
う
。
左
歌
は
昨
日
今
日
に
大
人
と
し
て
の
分
別
が
つ
い
た
の

に
な
ぜ
恋
を
知
っ
て
い
た
の
か
と
す
る
も
の
で
、
た
し
か
に
ふ
ざ
け
た
歌

と
見
え
な
く
も
な
い
。
俊
成
は
「
狂
言
」
云
々
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い

が
、「
右
歌
優
に
侍
る
べ
し
、
ま
し
て
こ
の
左
に
は
尤
為
レ

勝
」
と
、
左
歌

は
論
外
と
い
っ
た
調
子
で
負
と
し
て
い
る
。

　

次
に
「
寄
席
恋
」
題
で
の
、
左
「
出
で
に
け
る
君
が
夜
床
の
さ
む
し
ろ

に
ひ
と
り
寝
し
て
や
肌
を
ふ
れ
ま
し
」（
一
一
二
九
・
顕
昭
）、「
綾
む
し

ろ
た
ち
よ
る
人
は
な
け
れ
ど
も
あ
ら
ま
し
に
の
み
敷
き
て
こ
そ
待
て
」

（
一
一
三
〇
・
経
家
）
で
は
、
双
方
か
ら
「
互
に
す
こ
し
有
二

戯
気
一

之
由

申
す
」
と
の
難
が
出
さ
れ
た
。
俊
成
は
左
歌
に
つ
い
て
、
男
が
出
て
行
っ
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た
跡
に
独
り
寝
す
る
女
と
解
す
れ
ば
「
無
下
に
人
わ
ろ
く
聞
こ
ゆ
」
と
し
、

男
の
立
場
で
解
す
れ
ば
、
女
が
出
て
行
っ
た
跡
に
男
が
入
っ
た
こ
と
に
な

る
と
い
っ
た
旨
を
述
べ
、「
左
の
戯
れ
、
右
の
あ
ら
ま
し
、
共
に
有
狂
気

に
や
」
と
述
べ
て
、
双
方
か
な
り
低
評
価
の
持
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
狂
気
」
は
常
軌
を
逸
し
た
心
と
い
っ
た
意
で
、
一
首
と
し
て
意
味
が
通

じ
難
い
と
こ
ろ
や
、卑
俗
な
印
象
を
与
え
る
点
が
、こ
う
し
た
評
に
繋
が
っ

た
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
俊
成
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
「
狂
」
と

評
す
る
場
合
は
、
看
過
し
が
た
い
欠
点
を
有
す
る
歌
に
対
し
て
の
か
な
り

手
厳
し
い
評
価
で
あ
っ
た
と
見
な
し
う
る
。

　

次
に
「
ざ
れ
歌
」「
た
は
ぶ
れ
」
な
ど
と
評
し
た
例
も
見
て
お
く
。
早

期
の
例
と
し
て
は
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）『
住
吉
社
歌
合
』
で
左
「
住

吉
の
き
し
か
た
の
世
に
ひ
き
か
へ
て
花
咲
く
松
の
身
と
も
な
ら
ば
や
」

（
一
三
五
・
伊
綱
）
と
右
「
頼
み
こ
し
神
の
し
る
し
に
う
き
世
を
も
住
吉

と
だ
に
思
ひ
な
り
せ
ば
」（
一
三
六
・
季
定
）
に
つ
い
て
、「
こ
の
つ
が
ひ

の
左
右
の
こ
と
ば
づ
か
ひ
、
ま
た
た
は
ぶ
れ
ご
と
に
見
ゆ
」
と
述
べ
「
お

な
じ
ほ
ど
な
る
べ
し
」
と
し
て
、
評
価
の
低
い
持
と
な
っ
て
い
る
。「
こ

と
ば
づ
か
ひ
」
が
問
題
な
の
で
、
左
が
「
岸
」
に
「
来
し
」
を
掛
け
、
右

が
「
住
吉
」
に
「
住
み
良
し
」
を
掛
け
た
と
こ
ろ
が
「
た
は
ぶ
れ
ご
と
」

と
評
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
駄
洒
落
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
風
情
が

伴
わ
な
い
掛
詞
に
対
す
る
評
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『
六
百
番
歌
合
』
で

は
左
「
う
し
つ
ら
し
あ
さ
か
の
沼
の
花
の
名
よ
か
り
に
も
深
き
え
に
は
む

す
ば
で
」（
六
四
五
・
定
家
）
に
つ
い
て
「
う
し
つ
ら
し
と
お
け
る
、
艶

書
な
ど
に
は
さ
も
侍
り
な
ん
、
歌
合
に
は
戯
言
な
る
や
う
に
や
侍
ら
ん
」

と
、「
う
し
つ
ら
し
」
は
恋
文
な
ど
に
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

歌
合
に
お
い
て
は
「
戯
言
」
の
よ
う
だ
と
し
て
い
る
。「
戯
言
」
と
う
け

と
ら
れ
る
よ
う
な
措
辞
を
歌
合
の
場
に
用
い
る
こ
と
を
戒
め
よ
う
と
す
る

意
識
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
恋
し
と
は
た
よ
り
に
つ
け
て
言
ひ
や
り
き
年
は
帰
り
ぬ
人
は

帰
ら
ず
」（
八
七
五
・
女
房
〈
良
経
〉）
に
つ
い
て
、
右
方
が
「
左
歌
た
は

ぶ
れ
ご
と
に
似
た
り
」
と
難
じ
た
の
に
対
し
、「
た
は
ぶ
れ
ご
と
に
し
も

や
は
、
是
も
一
の
体
な
る
も
の
を
、
我
が
待
た
ぬ
と
し
は
き
ぬ
れ
ど
冬
草

の
と
い
へ
る
歌
の
心
を
か
し
く
こ
そ
」
と
、「
我
が
待
た
ぬ
年
は
来
ぬ
れ

ど
冬
草
の
か
れ
に
し
人
は
訪
れ
も
せ
ず
」（
古
今
集
・
冬
・
三
三
八
・
凡

河
内
躬
恒
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、「
一
の
体
」
と
し
て
、
こ
れ
は

戯
れ
ご
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
反
論
し
て
い
る
。
右
方
が
難
じ
た
の
は
、
下

句
の
対
句
的
な
言
い
回
し
が
、
こ
と
ば
遊
び
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
一
方
、
俊
成
は
『
古
今
集
』
歌
の
よ
う
に
人
が
訪
れ
な
い
と
す
る
情

趣
の
深
さ
を
評
価
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
に
も
明
か
な
よ
う
に
、

「
戯
れ
ご
と
」
と
見
る
か
否
か
の
判
断
は
、
同
時
代
の
歌
人
間
で
も
揺
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
俊
成
の
場
合
は
、
主
催
者
良
経
へ
の
配
慮
も
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
情
趣
の
深
浅
を
判
断
基
準
と
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

確
か
に
こ
の
歌
は
、
詞
遊
び
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
一
首
全
体
と
し

て
は
笑
い
を
誘
う
も
の
で
は
な
い
。

　
『
千
五
百
番
歌
合
』
で
は
左
「
つ
く
づ
く
と
花
に
向
か
ひ
て
い
ざ
さ
ら

ば
散
り
な
ん
の
ち
の
面
影
に
せ
む
」（
三
四
七
・
小
侍
従
）
と
右
「
な
に

と
こ
の
さ
て
も
と
ま
ら
ぬ
花
ゆ
ゑ
に
恨
み
な
れ
た
る
春
の
山
風
」
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（
三
四
八
・
通
光
）
の
結
番
で
、
俊
成
は
「
左
は
、
花
に
む
か
ひ
て
い
ざ

さ
ら
ば
と
い
ひ
、
右
は
、
山
風
を
な
に
と
こ
の
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
、
と
も

に
ざ
れ
歌
の
心
な
る
べ
し
、持
に
や
侍
る
べ
か
ら
ん
」
と
し
て
い
る
。「
い

ざ
さ
ら
ば
」「
な
に
と
こ
の
」
と
い
っ
た
、
対
象
を
擬
人
化
し
、
口
語
調

で
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
が
「
ざ
れ
歌
」
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も

相
対
的
に
評
価
が
低
い
持
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
俊
成
が
「
誹
諧
」
と
評
し
た
歌
と
、「
戯
れ
歌
」
な
ど
と
評
し

た
歌
を
今
一
度
整
理
し
て
お
く
。「
誹
諧
」
と
し
た
も
の
は
、
大
仰
な
趣

向
の
作
や
、「
盗
む
」「
う
ば
ふ
」
な
ど
の
表
現
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、

詠
作
内
容
と
し
て
は
ふ
ざ
け
た
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
志
向
は
希
少
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
狂
」
と
評
し
た
も
の
は
戯
れ
歌
と
も
通
じ
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
和
歌
の
正
道
か
ら
外
れ
た
印
象
の
作
で
あ
っ
た
。

「
戯
れ
歌
」
と
し
た
も
の
は
、
口
語
的
表
現
や
、
風
情
を
伴
わ
な
い
掛
詞

を
用
い
た
歌
で
あ
り
、
そ
の
語
義
通
り
に
結
果
と
し
て
ふ
ざ
け
た
印
象
を

伴
う
作
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
近
似
す
る
性
質

も
含
ん
で
は
い
る
が
、
詠
出
さ
れ
た
歌
を
評
す
る
際
に
俊
成
が
意
識
的
に

こ
れ
ら
の
語
を
使
い
分
け
て
い
た
可
能
性
は
や
は
り
考
え
て
お
く
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
評
に
お
け
る
微
妙
な
態
度
の
相
違
に
は
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

五
、『
古
来
風
躰
抄
』
に
お
け
る
「
誹
諧
」

　

さ
ら
に
俊
成
の
誹
諧
観
に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
。『
古
来
風
躰
抄
』は『
古

今
集
』
か
ら
数
多
の
歌
を
掲
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、「
も
ろ
こ
し

の
吉
野
の
山
に
こ
も
る
と
も
遅
れ
ん
と
思
ふ
我
な
ら
な
く
に
」（
雑
下
「
雑

体
」・
一
〇
四
九
・
藤
原
時
平
）、「
難
波
な
る
長
柄
の
橋
も
つ
く
る
な
り

今
は
我
が
身
を
何
に
た
と
へ
む
」（
同
・
一
〇
五
一
・
伊
勢
）、「
世
を
い

と
ひ
木
の
下
ご
と
に
立
ち
よ
り
て
う
つ
ふ
し
染
め
の
麻
の
衣
な
り
」（
同
・

一
〇
六
八
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
の
三
首
の
「
誹
諧
歌
」
も
挙
げ
て
い
る
。

俊
成
は
一
首
目
に
つ
い
て
、
漢
朝
の
商
山
は
本
朝
の
吉
野
山
と
同
様
に
南

に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詠
ん
だ
の
が
「
誹
諧
の
心
」
で
あ
る
と
注
し
、
二

首
目
に
は
、
長
柄
の
橋
は
朽
ち
た
後
に
再
び
造
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
造

る
こ
と
は
で
き
る
故
に
「
造
る
な
り
」
と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
が
、「
誹
諧
の
心
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ど
の
点
が
「
誹
諧
の
心
」
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

の
所
説
を
述
べ
た
の
み
で
、「
誹
諧
の
心
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の

か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
三
種
目
に
は
注
記
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
直
後
で
「
古
今
の
歌
こ
そ
は
、
歌
の
本
体
と
仰
ぎ
信
ず
べ
き
も
の
な

れ
ば
、
い
づ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
ね
ど
、
そ
の
中
に
も
殊
な
る
ど
も
を
所
々

記
し
申
て
侍
な
り
」
と
し
て
お
り
、『
古
今
集
』「
誹
諧
歌
」
の
中
に
も
「
歌

の
本
体
と
仰
ぎ
信
ず
べ
き
」
歌
が
あ
る
と
見
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

見
返
し
て
み
る
と
、「
唐
土
の
吉
野
の
山
」
は
、
奇
抜
な
表
現
で
あ
る
が
、

ど
れ
ほ
ど
遠
く
と
も
後
に
取
り
残
さ
れ
は
し
な
い
と
い
う
心
を
表
現
す
る

た
め
に
重
要
な
措
辞
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
長
柄
の
橋
も
造
る
」
も
特
殊

な
趣
向
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
老
い
た
我
が
身
を
た
と
え
る
対
象
を
失
っ

た
嘆
き
を
詠
み
得
て
い
る
。
三
首
目
は
、
世
を
嫌
い
、
ふ
し
染
め
の
僧
衣

で
木
々
の
下
に
立
ち
寄
っ
て
は
う
つ
む
く
と
い
う
心
を
詠
む
も
の
で
、
下

を
向
く
意
の
「
俯
し
」
と
「
ふ
し
染
め
」
を
掛
け
た
と
こ
ろ
が
珍
し
い
が
、
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こ
れ
に
よ
っ
て
作
中
主
体
の
動
作
と
厭
世
の
思
い
の
深
さ
を
重
ね
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
首
は
、
奇
抜
な
趣
向
の
故
に
明
る
い
お
か
し
み
や
軽
妙
さ
も
感

じ
ら
れ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
初
め
か
ら
笑
い
を
狙
っ
た
要
素
は
希
薄

で
あ
り
、
趣
向
が
抒
情
を
生
み
出
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
作
と
見
な
し
て
良

い
。
俊
成
が
評
価
す
る
「
誹
諧
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
例
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
俊
成
が
誹
諧
歌
を
低
く
評
価
し
て
い
た
例
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
『
古
来
風
躰
抄（

（1
（

』
の
「
詞
花
集
に
は
（
略
）
後
拾

遺
の
歌
よ
り
も
た
け
あ
る
歌
ど
も
の
入
り
て
、
集
の
た
け
も
よ
く
見
ゆ
る

を
、
又
、
今
の
世
の
人
の
歌
の
さ
ま
で
な
ら
ぬ
に
や
、
殊
の
外
の
歌
ど
も

の
あ
る
と
ぞ
、
人
申
べ
き
。
又
、
地
の
歌
は
多
く
は
み
な
誹
諧
歌
の
躰
に
、

み
な
戯
れ
を
か
し
く
ぞ
見
え
た
る
べ
き
」
に
つ
い
て
も
再
考
し
て
お
き
た

い
。「
誹
諧
歌
の
躰
」「
戯
れ
を
か
し
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
同

一
視
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
完
全
に
同
じ
な
ら
ば
並
記
す
る
必
要
は
な
い
。

重
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
、
俊
成
が
こ
こ
で
批
判
を
し
て
い
る
の
は
「
誹
諧
歌
」

の
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、『
詞
花
集
』
の
中
の
「
地
の
歌
」
の
多
く

が
「
み
な
誹
諧
歌
の
躰
」
で
あ
り
「
み
な
戯
れ
を
か
し
く
」
な
っ
て
い
る

こ
と
に
あ
る
。「
地
の
歌
」
は
、
こ
こ
で
は
撰
集
の
中
で
、
と
り
た
て
て

秀
歌
と
評
価
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
、
一
般
的
に
配
列
さ
れ
た
歌
を
指
す
も

の
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
俊
成
は
「
誹
諧
歌
」
の
存
在
自
体
を
批
判
し
た

の
で
は
な
く
、『
詞
花
集
』
の
一
般
の
入
集
歌
が
総
じ
て
「
誹
諧
歌
の
躰
」

「
戯
れ
を
か
し
く
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

六
、
平
安
後
期
の
「
誹
諧
」
と
俊
成　

　
『
詞
花
集
』
の
「
誹
諧
」「
戯
れ
歌
」
に
対
す
る
俊
成
の
態
度
は
、
彼
が

置
か
れ
た
状
況
と
と
も
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
藤
原
為
経
撰『
後
葉
集
』

に
つ
い
て
、佐
藤
明
浩（

（1
（

は
『
後
葉
集
』
が
誹
諧
歌
群
を
設
け
、そ
こ
に
『
詞

花
集
』
で
は
四
季
や
恋
部
に
入
っ
て
い
た
歌
を
収
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、「
伝
統
的
和
歌
表
現
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
歌
を
誹
諧
歌

と
す
る
判
断
を
し
め
す
こ
と
で
」、
為
経
に
は
『
詞
花
集
』
を
批
判
す
る

意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
川
村
晃
生（

（1
（

は
佐
藤
氏
の
論
を
う
け

つ
つ
、『
詞
花
集
』『
後
葉
集
』
が
扱
っ
た
誹
諧
的
な
歌
が
詠
ま
れ
た
の
が
、

題
詠
歌
な
い
し
定
数
歌
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
歌
が
他

の
歌
集
で
は
四
季
部
や
恋
歌
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

「
当
時
の
和
歌
が
全
体
に
誹
諧
歌
と
の
境
界
を
明
確
に
し
難
く
な
っ
て
い

た
状
況
」「
和
歌
が
一
般
的
に
誹
諧
歌
的
要
素
を
色
濃
く
帯
び
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
状
況
」
を
指
摘
し
、
こ
の
時
代
が
「
戯
れ
歌
の
時
代
を
経
つ

つ
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
当
時
の
和
歌
が
全
て
「
戯
れ
歌
」「
誹
諧
歌
」

で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、『
詞
花
集
』
の
時
代
に
は
日
常
の
み

な
ら
ず
題
詠
や
百
首
歌
で
も
誹
諧
的
な
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、そ
れ
を『
詞

花
集
』
は
四
季
・
恋
な
ど
の
部
立
に
、
俊
成
の
言
を
借
り
れ
ば
「
地
の
歌
」

と
し
て
特
に
分
別
せ
ず
に
収
め
て
い
た
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
俊
成
は

「
誹
諧
歌
」
や
「
戯
れ
歌
」
が
明
確
に
そ
れ
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
、
そ

の
無
自
覚
的
状
況
を
問
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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七
、『
千
載
和
歌
集
』「
誹
諧
」

　

以
上
に
見
た
俊
成
の
態
度
は
『
千
載
集
』
に
〈
誹
諧
部
〉
を
設
け
た
こ

と
と
、
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
か
。〈
誹
諧
部
〉
の
内
部
構
成
は

四
季
・
恋
・
雑
の
配
列
と
な
っ
て
お
り
、『
古
今
集
』
に
倣
っ
た
こ
と
が

指
摘（

（1
（

さ
れ
て
い
る
。
谷
山
氏
は
俊
成
が
『
古
今
集
』
尊
重
の
態
度
を
打
ち

出
す
以
上
は
、「
誹
諧
」
も
批
判
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
消
極

的
な
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、『
千
載
集
』
は
釈
教
・
神
祇
の
部

を
初
め
て
対
と
し
て
独
立
さ
せ
る
な
ど
、
新
し
い
傾
向
も
見
せ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
俊
成
に
は
あ
え
て
〈
誹
諧
部
〉
も
設
け
な
い
選
択
も
あ
り
え

た
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
俊
成
に
は
何
ら
か
の
積
極
的
な
動
機
が
あ
っ
た

と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
〈
誹
諧
部
〉
所
収
の
二
二
首
を
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
の
解
釈
は
先
行
諸
注（

（1
（

の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
だ

し
、
諸
注
釈
は
入
集
歌
の
ど
の
点
に
戯
れ
歌
的
な
要
素
が
あ
る
の
か
に
つ

い
て
の
解
説
を
重
視
す
る
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
。こ
こ
で
は「
誹

諧
」
が
笑
い
や
戯
れ
で
あ
る
と
の
先
入
観
を
ひ
と
ま
ず
排
除
し
て
分
析
を

行
う
。

　

ま
ず
所
収
歌
人
に
つ
い
て
は
谷
山
氏
が
『
千
載
集
』
雑
上
・
中
に
お
い

て
は
半
数
以
上
が
『
千
載
集
』
初
見
歌
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
雑
下
（
雑

体
）
で
は
初
見
歌
人
は
わ
ず
か
に
一
〇
首
で
あ
り
『
金
葉
集
』
に
初
見
の

作
者
が
一
八
首
に
及
ぶ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
園
部
氏
は
「
誹
諧
」
撰

入
歌
人
を
詳
し
く
分
析
し
、
初
出
歌
人
が
少
な
く
、
年
代
的
に
は
『
後
拾

遺
集
』
か
ら
『
詞
花
集
』
時
代
の
歌
人
が
占
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
以
上
の
指
摘
は
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
俊
成
以
前
の
時
代
に

お
い
て
「
誹
諧
」
的
な
歌
が
題
詠
や
一
般
的
な
場
に
お
い
て
も
詠
ま
れ
て

い
た
状
況
と
符
合
す
る
。
そ
こ
で
、〈
誹
諧
部
〉
所
収
歌
が
ど
の
よ
う
な

状
況
で
詠
ま
れ
た
か
を
確
認
し
て
お
く（

11
（

。
注
目
し
た
い
の
は
、
詠
作
者
達

当
人
が
ど
の
よ
う
な
意
識
で
こ
れ
ら
の
作
を
詠
ん
だ
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
明
確
に
は
分
け
難
い
場
合
も
あ
る
が
、
詞
書
に
よ
っ
て
詠
作
状
況

を
分
析
し
て
み
る
。
ま
ず
①
百
首
歌
に
お
け
る
題
詠
で
の
作
が
計
四
首
あ

る
。
確
認
で
き
る
限
り
で
は
『
堀
河
百
首
』
の
作
が
計
三
首

（
一
一
九
一
、一
一
九
二
、一
一
九
三
）、『
久
安
百
首
』
か
ら
一
首

（
一
一
八
七
）
が
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
、②
詞
書
に
「
卯
の
花
を
よ
め
る
」

（
一
一
八
一
）
な
ど
の
よ
う
に
「
…
を
よ
め
る
」
等
の
題
詠
的
な
詞
書
を

有
す
る
も
の
も
、
計
四
首
（
一
一
八
二
、一
一
八
三
、一
一
九
〇
）
が
見
え

る
。
こ
れ
ら
の
詞
書
は
『
千
載
集
』
に
お
い
て
加
工
さ
れ
た
可
能
性
も
疑

え
る
が
、
一
一
八
一
番
の
俊
頼
歌
は
『
散
木
奇
歌
集
』
で
も
同
じ
で
あ
り
、

一
一
八
三
番
歌
は
『
金
葉
集
』（
初
度
本
・
三
奏
本
）
に
も
収
め
ら
れ
て

お
り
、
詞
書
は
同
じ
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
も
題
詠
に
近
い
作
と
見

な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

③
詠
作
事
情
を
提
示
す
る
詞
書
を
持
つ
作
も
計
一
一
首
あ
る
。
そ
の
大

半
は
「
花
の
も
と
に
よ
り
ふ
し
て
よ
み
侍
り
け
る
」（
一
一
八
〇
）、「
水

無
月
の
つ
ご
も
り
が
た
に
、機
織
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る
」（
一
一
八
四
）

等
々
、
通
常
の
部
立
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
詠
作
事
情
を
記
す
も
の
が
大
半

で
あ
る
。
戯
れ
歌
的
な
作
を
生
み
出
す
状
況
を
記
す
よ
う
な
も
の
と
し
て
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は
、
わ
ず
か
に
「
六
波
羅
蜜
寺
の
講
の
導
師
に
て
、
高
座
に
上の
ぼ

る
ほ
ど
に
、

聴
聞
の
女
房
の
足
を
つ
み
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
」
が
あ
る
程
度
で
、
そ
の

他
は
「
山
寺
に
こ
も
り
て
侍
り
け
る
時
、
心
あ
る
文
を
女
の
し
ば
し
ば
つ

か
は
し
侍
り
け
れ
ば
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
」（
一
一
九
五
）
な
ど
が
僧

侶
と
女
人
と
い
う
状
況
で
問
題
と
な
る
が
、
滑
稽
や
笑
い
を
必
ず
し
も
要

請
す
る
場
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

　

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
公
的
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
意
識
で
詠
作
し
た

①
②
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
常
的
な
詞
書
を
有
す
る
③
に
お
い
て
も
、

笑
い
を
生
み
出
す
よ
う
な
状
況
で
の
作
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま

り
、〈
誹
諧
部
〉
所
収
歌
は
、
詠
作
者
達
が
滑
稽
や
笑
い
を
狙
っ
て
詠
ん

だ
可
能
性
の
あ
る
作
は
希
少
と
言
え
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
作
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
技
巧
面
で
顕
著
な
の
は
、
掛
詞
・
縁
語
の
使
用
で
あ
る
。
区
別
を
明

確
に
し
難
い
作
も
あ
る
が
、俊
成
の
言
に
即
し
て
両
者
を
を
ま
と
め
て「
秀

句
」
と
呼
ぶ
場
合
、
一
三
首
が
秀
句
仕
立
て
の
作
と
見
な
し
う
る
。「
五

月
五
日
菖
蒲
を
詠
め
る
／
今
日
か
く
る
袂
に
根
ざ
せ
あ
や
め
草
う
き
は
わ

が
身
に
あ
り
と
知
ら
ず
や
」（
一
一
八
二
・
道
因
）
は
「
憂
き
」
と
「
泥う
き

」

を
掛
け
て
、
つ
ら
い
我
が
身
に
泥
が
あ
る
の
で
、
そ
の
袂
に
根
を
生
や
せ

と
菖
蒲
に
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
珍
し
い
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
が
、

菖
蒲
の
節
会
に
我
が
身
を
嘆
く
述
懐
の
心
の
作
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
九
月
十
三
夜
に
よ
め
る
／
暮
の
秋
こ
と
に
さ
や
け
き
月
影
は

と
よ
に
あ
ま
り
て
み
よ
と
な
り
け
り
」（
一
一
八
九
・
賀
茂
政
平
）
は
「
十

夜
」
と
「
豊
」、「
見
よ
」
と
「
三
夜
」
の
掛
詞
に
よ
っ
て
、
十
三
夜
の
月

を
豊
か
に
余
っ
て
見
よ
、
と
し
た
趣
向
で
あ
る
。
詞
遊
び
の
要
素
が
強
く
、

抒
情
性
に
富
む
と
は
言
い
難
い
が
、
後
の
名
月
で
あ
る
十
三
夜
の
月
を
愛

で
る
心
は
、「
を
か
し
」と
評
し
う
る
範
囲
の
作
と
言
え
よ
う
。
恋
歌
の「
ふ

え
竹
の
あ
な
あ
さ
ま
し
の
よ
の
中
や
あ
り
し
や
ふ
し
の
か
ぎ
り
な
る
ら

ん
」（
一
一
九
一
・
基
俊
）
は
、「
笛
竹
」
の
「
穴
」
と
感
動
詞
「
あ
な
」

を
言
い
掛
け
て「
あ
な
あ
さ
ま
し
」を
導
き
、「
よ
」に
は
男
女
の
仲
の「
世
」

と
竹
の
「
節よ

」、「
ふ
し
」
に
は
「
伏
し
」
と
「
節
」
を
言
い
掛
け
て
「
笛

竹
」
の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。
技
巧
が
過
ぎ
る
感
が
あ
る
が
、
そ
の
技
巧

に
よ
り
つ
つ
、
か
つ
て
の
一
夜
が
二
人
で
添
い
伏
し
た
最
後
だ
っ
た
の
か

と
、
浅
か
ら
ぬ
恋
慕
の
情
を
詠
ん
だ
作
と
も
評
し
う
る
。
雑
歌
の
類
で
は
、

作
者
心
覚
が
賀
茂
社
に
籠
も
っ
て
い
た
際
に
、
政
平
が
常
に
や
っ
て
き
て

歌
や
笛
を
吹
く
な
ど
し
て
交
流
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
政
平
は
隣
の
局
に
籠

も
っ
て
い
る
人
に
も
訪
れ
、
そ
の
人
が
居
な
く
な
る
と
、
心
覚
の
も
と
へ

は
訪
れ
な
く
な
っ
た
旨
の
詞
書
で
詠
ん
だ
「
笛
竹
の
こ
ち
く
と
な
に
に
思

ひ
け
ん
と
な
り
に
お
と
は
せ
し
に
ぞ
有
り
け
る
」（
一
一
九
六
・
心
覚
）
は
、

「
笛
竹
」
を
序
と
し
た
「
胡
竹
」
に
こ
ち
ら
に
来
る
の
意
を
掛
け
、
訪
れ

の
意
の
「
お
と
」
に
「
音
」
が
響
い
て
「
笛
竹
」
の
縁
語
と
な
る
仕
立
で
、

自
分
を
訪
ね
て
い
る
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
目
的
は
隣
だ
っ
た
の
か
と
、

政
平
を
な
じ
る
心
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
技
巧
を
凝
ら
し
た
作

で
あ
る
が
、
失
意
と
相
手
へ
の
批
難
を
そ
の
技
巧
に
よ
っ
て
軽
や
か
に
表

現
し
た
「
を
か
し
」
と
評
し
う
る
範
囲
の
作
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
他
も
秀
句
に
着
目
す
る
と
、「
み
か
は
」
に
「
三
河
」
と
「
身
か
は
」

を
掛
け
て
「
八
橋
」
の
縁
語
（
一
一
九
七
・
道
因
）、「
ひ
つ
じ
の
歩
み
」
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に
「
未ひ
つ
じの

刻
」
を
響
か
せ
て
「
午
」
の
縁
語
（
一
二
〇
〇
・
赤
染
衛
門
）、「
つ

と
め
て
」
に
勤
行
に
励
む
意
と
早
朝
の
意
を
掛
け
る
（
一
二
〇
一
・
空
也
）

な
ど
、
古
歌
に
先
例
が
見
ら
れ
る
掛
詞
・
縁
語
で
は
な
く
、
作
者
自
身
が

創
意
を
巡
ら
せ
た
と
見
ら
れ
る
秀
句
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。『
六
百
番

歌
合
』
な
ど
に
お
い
て
、
俊
成
は
使
い
古
さ
れ
た
秀
句
に
頼
っ
た
作
や
、

秀
句
が
過
ぎ
て
一
首
が
整
わ
な
い
も
の
に
は
批
判
的
な
態
度
を
見
せ
る
が
、

〈
誹
諧
部
〉
に
収
め
た
歌
の
多
く
は
、
作
者
が
新
た
に
生
み
出
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
新
奇
で
、
時
に
軽
い
笑
い
を
誘
う
部

分
も
あ
る
が
、「
戯
れ
歌
」「
滑
稽
」
と
ま
で
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
う
し
た
趣
向
が
一
首
の
心
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
作
で
あ
っ

た
と
見
な
し
う
る
。

　

ま
た
、
対
象
物
を
擬
人
化
し
て
大
げ
さ
に
呼
び
か
け
た
作
と
し
て
、「
卯

の
花
を
詠
め
る
／
卯
の
花
よ
い
で
こ
と
ご
と
し
か
け
島
の
浪
も
さ
こ
そ
は

岩
を
越
こ
え
し
か
」（
一
一
八
一
・
俊
頼
）
は
現
在
は
所
在
地
未
詳
の
歌

枕
「
か
け
島
」
の
「
か
け
」
と
「
浪
」
が
縁
語
と
な
り
、
か
け
島
の
浪
で

も
そ
ん
な
に
も
岩
を
越
え
て
真
っ
白
に
は
な
ら
な
い
と
、
盛
ん
に
白
く
咲

く
卯
の
花
に
実
に
大
げ
さ
で
は
な
い
の
か
、
と
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

「
い
で
こ
と
ご
と
し
」
は
芝
居
が
か
っ
た
よ
う
な
大
仰
な
呼
び
か
け
で
、

他
に
用
い
ら
れ
た
例
は
見
出
せ
な
い
が
、
卯
の
花
の
白
さ
を
印
象
づ
け
る

役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
一
首
と
し
て
の
興
を
生
み
出
す
上
で
は
不
可
欠

な
も
の
と
見
ら
れ
る
。
同
じ
俊
頼
の
作
で
「
旅
の
心
／
し
た
ひ
く
る
恋
の

奴や
つ
この
旅
に
て
も
身
の
く
せ
な
れ
や
夕
と
ど
ろ
き
は
」（
一
一
八
一
・
俊
頼
）

は
自
分
の
恋
心
を
「
恋
の
奴
」
と
擬
人
化
し
、
旅
先
ま
で
も
我
が
身
に
つ

い
て
く
る
「
恋
の
奴
」
が
夕
方
に
な
る
た
び
に
騒
ぎ
出
す
と
し
た
も
の
で

あ
る
。「
恋
の
奴
」
は
先
に
問
題
と
し
た
『
万
葉
集
』
巻
一
六
「
有
由
縁

雑
歌
」
に
入
る
「
家
に
あ
り
し
櫃ひ
つ

に
鏁か
ざ

刺
し
蔵を
さ

め
て
し
恋
の
奴や
つ
こが
つ
か
み

か
か
り
て
」（
万
葉
集
・
巻
一
六
・
三
八
一
六
・
穂
積
親
王
）
を
念
頭
に
置

い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
俊
頼
詠
は
、
こ
れ
を
摂
取
し
つ
つ
旅
先
で
も
我
が

身
を
「
と
ど
ろ
」
か
す
よ
う
な
恋
の
心
を
詠
ん
で
い
る
。
優
艶
と
は
言
い

難
い
も
の
の
、
他
に
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
新
た
な
「
旅
の
恋
」
を
描

い
た
作
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
、「
恋
の
奴
」
に
つ
い
て
は
後

年
の
『
六
百
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
左
歌
「
今
は
さ
は
恋
の
奴
の
ゆ
く
末

も
た
の
む
み
お
や
の
神
に
ま
か
せ
む
」（
六
六
一
・
有
家
）
が
詠
ま
れ
た
が
、

俊
成
は
「
左
の
恋
の
奴
、
右
の
も
ろ
こ
ひ
、
両
方
風
骨
共
可
二

庶
幾
一

之
体

ど
も
に
は
あ
ら
ざ
る
に
や
」
と
右
歌
の
「
も
ろ
こ
ひ
」
と
と
も
に
望
ま
し

い
風
体
で
は
な
い
と
し
て
評
価
の
低
い
持
と
し
て
い
る
。
俊
成
と
し
て
は

俊
頼
の
詠
を
採
歌
し
た
も
の
の
、
後
に
ま
で
こ
の
表
現
が
安
易
に
詠
ま
れ

る
こ
と
は
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

述
懐
の
心
を
詠
ん
だ
作
も
見
て
お
き
た
い
。「
秋
来
れ
ば
秋
の
け
し
き

も
見
え
け
る
は
時
な
ら
ぬ
身
と
な
に
に
い
ふ
ら
ん
」（
一
一
八
五
・
輔
仁

親
王
）
は
「
秋
」
の
同
語
反
復
や
、「
秋
」
と
「
時
」
と
の
秀
句
仕
立
て

の
作
で
は
あ
る
が
、
皇
位
継
承
の
道
も
断
た
れ
、
無
品
親
王
と
し
て
不
遇

の
生
涯
を
終
え
た
輔
仁
親
王
の
作
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
抒
情

性
豊
か
な
作
と
も
言
え
る
。〈
誹
諧
部
〉
が
滑
稽
や
笑
い
を
基
調
と
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
秋
」
の
反
復
は

歌
病
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
歌
の
姿
を
重
ん
じ
る
場
合
に
は
全
面
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的
に
は
評
価
し
難
い
部
分
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
語
反
復
と
い
う
点

で
は
、「
隔
我
問
他
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
／
板
び
さ
し
さ
す
や
萱か
や

屋や

の
時
雨
こ
そ
音
し
音
せ
ぬ
方
は
わ
く
な
れ
」（
一
一
九
〇
・
顕
昭
）
は
「
音
」

に
「
訪
」
を
掛
け
、
時
雨
が
板
庇
に
は
音
を
立
て
、
萱
葺
き
の
屋
根
は
音

を
立
て
な
い
こ
と
か
ら
、
訪
れ
の
あ
る
方
に
対
し
て
訪
れ
の
な
い
我
が
身

を
悟
る
と
す
る
。「
音
し
音
せ
ぬ
」
の
反
復
も
歌
病
を
犯
し
た
作
と
見
ら

れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
整
っ
た
歌
と
は
認
め
難
い
も

の
の
、
か
と
い
っ
て
そ
の
趣
向
な
く
し
て
は
成
り
立
ち
が
た
い
情
趣
を
詠

み
得
た
作
も
、
俊
成
は
〈
誹
諧
部
〉
に
収
め
た
と
見
ら
れ
る
。

　

他
に
特
徴
的
な
の
が
、
僧
が
僧
と
し
て
の
立
場
を
前
提
に
興
じ
た
作
で

あ
る
。「
野
花
を
見
て
道
に
と
ど
ま
る
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
／
お
ち
に

き
と
語
ら
ば
語
れ
女を
み
な
へ
し

郎
花
こ
よ
ひ
は
花
の
陰
に
宿
ら
ん
」（
一
一
八
八
・

範
玄
）
は
「
名
に
め
で
て
折
れ
る
ば
か
り
ぞ
女
郎
花
我
お
ち
に
き
と
人
に

語
る
な
」（
古
今
集
・
秋
上
・
二
二
六
・
遍
昭
）
を
本
歌
と
す
る
作
で
あ
る
。

擬
人
化
し
た
「
女
郎
花
」
を
愛
で
て
、
僧
の
身
で
「
女
」
と
関
わ
る
破
戒

を
犯
す
堕
落
を「
人
に
語
る
な
」と
人
目
を
気
に
し
た
本
歌
に
対
し
て
、「
語

ら
ば
語
れ
」
と
居
直
っ
て
花
の
陰
に
宿
る
と
い
う
心
を
詠
む
。
ま
た
、「
山

寺
に
籠
も
り
て
侍
り
け
る
時
、
心
あ
る
文
を
女
の
し
ば
し
ば
遣
は
し
侍
り

け
れ
ば
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
／
お
そ
ろ
し
や
木
曽
の
懸か
け

路ぢ

の
丸ま
ろ

木き

橋ば
し

ふ
み
み
る
た
び
に
お
ち
ぬ
べ
き
か
な
」（
一
一
九
五
・
空
人
法
師
）
は
、「
文
」

と
「
踏
み
」
を
か
け
、
木
曽
の
桟
道
を
踏
む
た
び
に
落
ち
そ
う
に
な
る
恐

ろ
し
さ
と
、
女
人
か
ら
の
手
紙
を
見
る
た
び
に
堕
落
す
る
恐
れ
と
を
重
ね

て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
笑
い
を
誘
っ
た
歌
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ

る
が
、下
品
に
な
ら
な
い
程
度
の
明
る
い
興
趣
と
な
っ
て
い
る
。
な
お〈
誹

諧
部
〉
の
後
半
は
釈
教
歌
群
と
な
っ
て
お
り
、
次
の
巻
十
九
「
釈
教
歌
」

に
緩
や
か
に
接
続
す
る
構
成
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

俊
成
が
〈
誹
諧
部
〉
に
収
め
た
歌
を
整
理
し
て
お
く
。
秀
句
を
凝
ら
し

た
作
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
作
に
も
新
奇
な
趣
向
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た

点
は
共
通
し
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、「
を
か
し
」
と
評
し
う
る
範
囲

内
の
明
る
い
興
を
詠
ん
だ
作
も
少
な
く
な
い
が
、
抒
情
性
に
富
む
作
も
含

ま
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
も
、
微
笑
を
誘
う
よ
う
な
穏
や
か
な
も
の

で
あ
り
、「
戯
れ
歌
」
の
要
素
は
希
薄
で
、
少
な
く
と
も
下
品
な
笑
い
は

皆
無
と
言
え
る
。
ま
た
、
後
者
の
作
で
も
、
伝
統
的
な
発
想
や
表
現
か
ら

逸
脱
し
た
故
に
、
一
風
変
わ
っ
た
興
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は

俊
成
が
志
向
し
た
優
艶
性
と
は
異
な
る
趣
き
を
含
ん
だ
作
が
大
半
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

　

俊
成
は
こ
れ
ら
の
作
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
前
掲
の
俊
頼
詠
と
基
俊
詠
は
『
堀
河
百
首
』
に
詠
進
さ
れ
た
作
だ
っ

た
。
既
に
上
條
氏
の
指
摘（

1（
（

が
あ
る
が
、
俊
成
が
敬
意
を
払
っ
た
は
ず
の
基

俊
と
俊
頼
が
、
し
か
も
『
堀
河
百
首
』
に
詠
進
し
た
作
を
、
低
く
評
価
し

た
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
他
も
場
合
も
、
作
者
達
は
言
っ
て
見
れ
ば
、
真

剣
に
新
た
な
試
み
に
取
り
組
ん
だ
作
で
あ
っ
た
こ
と
も
俊
成
は
理
解
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
を
わ
ざ
わ
ざ
貶
め
よ
う
と
す
る
意
図
が

な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
俊
成
は
こ
れ
ら
の
歌
も
評

価
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
新
奇
で
、
時
に
奇
抜
で

あ
る
が
故
に
、
彼
が
意
識
す
る
正
統
な
和
歌
と
は
や
や
外
れ
た
部
分
を
含
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む
、
だ
が
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
新
し
い
心
を
表
現
し
得
た
歌
、
新
奇
な

趣
向
と
情
趣
が
切
り
離
し
が
た
く
融
合
し
た
歌
を
〈
誹
諧
部
〉
に
収
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
誹
諧
」
は

単
純
な
滑
稽
や
笑
い
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
少
な
く
と
も
俊
成
の
場
合
に

お
い
て
は
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
こ
こ
で
明
確
に
定
義
す

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
旧
来
の
和
歌
の
発
想
や
表
現
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱

す
る
よ
う
な
、
言
語
遊
戯
的
な
性
格
も
伴
う
新
た
な
試
み
が
彼
の
考
え
る

「
誹
諧
」
に
含
ま
れ
て
い
た
と
見
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

松
野
氏
・
久
保
田
氏
の
指
摘
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、俊
成
が
〈
誹

諧
部
〉
を
設
け
た
狙
い
は
大
き
く
は
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一

つ
は
、和
歌
が
「
み
な
誹
諧
の
体
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
『
詞
花
集
』

の
時
代
か
ら
脱
却
し
、「
誹
諧
歌
」
を
相
対
化
す
る
た
め
で
あ
る
。〈
誹
諧

部
〉
を
設
け
る
こ
と
で
、「
誹
諧
」
の
存
在
が
改
め
て
意
識
さ
れ
、
そ
れ

以
外
の
一
般
の
歌
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
単
に
滑
稽
や
笑
い
を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
、
彼

の
認
め
る
勅
撰
集
に
相
応
し
い「
誹
諧
歌
」の
在
り
方
を
示
す
こ
と
に
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。

八
、
先
行
の
撰
集
と
の
相
違
点

　

最
後
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
先
行
す
る
撰
集
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

「
照
射
を
よ
め
る
／
と
も
し
し
て
箱
根
の
山
に
明
け
に
け
り
ふ
た
よ
り
み

よ
り
逢
ふ
と
せ
し
ま
に
」（
一
一
八
三
）
は
、『
金
葉
集
』
で
最
も
流
布
し

た
二
奏
本（

11
（

に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
初
度
本
・
三
奏
本
で
は
夏
部
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。「
箱
」
に
「
明
け
（
開
け
）」、「
ふ
た
（
蓋
）」
と
秀
句
を

配
し
た
仕
立
て
の
歌
で
あ
る
が
、
卑
俗
な
印
象
は
強
く
は
な
い
。
俊
頼
は

夏
部
に
収
め
た
が
、俊
成
は
こ
れ
を
「
誹
諧
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
あ
や
し
く
も
花
の
あ
た
り
に
ふ
せ
る
か
な
を
ら
ば
と
が
む
る

人
や
あ
る
と
て
」
一
一
八
〇
・
道
命
法
師
）、「
夏
の
う
ち
は
は
た
か
く
れ

て
も
あ
ら
ず
し
て
お
り
た
ち
に
け
る
虫
の
声
か
な
」（
一
一
八
四
・
江
侍

従
）、
詞
書
「
六
波
羅
蜜
寺
の
講
の
導
師
に
て
、
高
座
に
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、

聴
聞
の
女
房
の
あ
し
を
つ
み
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
」
の
「
人
の
あ
し
を
つ

む
に
て
し
り
ぬ
わ
が
か
た
へ
ふ
み
お
こ
せ
よ
と
思
ふ
な
る
べ
し
」

（
一
一
九
四
・
良
喜
法
師
）
の
三
首
は
清
輔
撰
『
続
詞
花
集
』
で
は
「
戯
咲
」

に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
道
命
詠
・
良
喜
詠
の
詞
書
は『
続

詞
花
集
』
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る（

11
（

。
俊
成
の
『
続
詞
花
集
』
へ
の
意
識

に
つ
い
て
、
早
く
谷
山
茂（

11
（

は
『
千
載
集
』
と
『
続
詞
花
集
』
に
は
「
多
数

の
一
致
歌
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
千
載
集
が
『
続
詞
花
集
』
に
負
う
と

こ
ろ
が
多
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
藤
原
清
輔
と
俊
成
と
の
間
に
は
「
案
外

に
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
氏
は
『
続
詞

花
集
』
戯
咲
部
の
四
七
首
か
ら
『
千
載
集
』
に
は
問
題
の
三
首
し
か
採
ら

れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、「
そ
う
い
う
面
で
は
清
輔
・
俊
成
両
者
の

嗜
好
に
か
な
り
大
き
な
く
い
ち
が
い
が
あ
っ
た
」
と
も
し
て
い
る
。
一
方
、

鈴
木
徳
男（

11
（

は
『
続
詞
花
集
』
と
『
千
載
集
』
の
収
め
た
和
泉
式
部
・
赤
染

衛
門
詠
を
中
心
に
分
析
し
、
俊
成
が
先
行
す
る
『
続
詞
花
集
』
の
歌
を
別

な
構
成
で
『
千
載
集
』
に
配
置
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
「
先
行
の
歌
集
と
の

い
わ
ば
対
決
」で
あ
り
、「
か
な
り
厳
し
い
覚
悟
で
挑
ん
だ
行
為
で
あ
ろ
う
」
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と
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
俊
成
が
『
続
詞
花
集
』
を
意
識
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
「
誹
諧
」
に
つ
い
て
は
、
谷
山

氏
は
「
嗜
好
」
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
俊
成
は
よ
り
大
き
な
問
題

意
識
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も「
戯
咲
」は『
万

葉
集
』
に
お
い
て
戯
れ
に
相
手
を
嘲
笑
す
る
歌
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ

う
に
『
古
来
風
躰
抄
』
で
『
万
葉
集
』
の
「
戯
れ
罵
り
交
は
し
た
る
」
戯

咲
歌
の
模
倣
を
戒
め
た
俊
成
が
、『
千
載
集
』
に
そ
の
類
を
収
め
る
こ
と
は
、

ま
ず
あ
り
え
な
い
。
問
題
の
三
首
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
道
命
・
江
侍

従
の
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
良
喜
詠
に
し
て
も
女
房
へ
の
軽
い
戯
れ
で

は
あ
る
が
、
相
手
を
笑
っ
た
歌
で
は
な
い
。
俊
成
は
こ
れ
ら
三
首
は
「
誹

諧
歌
」
で
あ
り
、
清
輔
が
『
続
詞
花
集
』
で
「
戯
咲
」
と
し
た
不
見
識
を

改
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『
続

詞
花
集
』
に
お
い
て
俊
成
の
目
か
ら
す
る
と
不
名
誉
な
「
戯
咲
」
と
し
て

扱
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
歌
を
「
誹
諧
歌
」
と
し
て
再
評
価
し
よ
う
と
い
う
思

い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

九
、
お
わ
り
に

　

歌
合
に
お
け
る
態
度
か
ら
も
、
俊
成
は
誹
諧
的
な
歌
が
新
た
に
多
く
詠

ま
れ
る
状
況
を
抑
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
一
方
で
「
誹
諧
」
的
な
試
み
を
全
て
排
除
す
る
危
険
も
感
じ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
松
野
氏
が
「
お
も
し
ろ
さ
を
ね

ら
う
歌
も
、
本
来
は
発
想
の
類
型
化
を
破
る
方
法
と
し
て
有
力
な
手
段
で

あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
も
決
し
て
そ
の
方
法
を
評
価
し
な
い
わ

け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
の
は
、
示
唆
に
富
む
。
俊
成

が
〈
誹
諧
部
〉
に
収
め
た
歌
の
多
く
は
、
ま
さ
に
新
た
な
趣
向
を
試
み
た

も
の
で
あ
っ
た
。
必
ず
し
も
俊
成
の
希
求
し
た
風
体
と
は
合
致
せ
ず
、
そ

う
し
た
趣
向
を
歌
人
達
が
好
み
す
ぎ
る
状
況
は
歓
迎
し
な
い
も
の
の
、「
誹

諧
歌
」
と
し
て
は
や
は
り
評
価
す
べ
き
作
品
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
『
千
載
集
』
に
示
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
無
自
覚
に
詠
ま

れ
て
い
た
誹
諧
的
な
歌
の
中
か
ら
優
れ
た
「
誹
諧
歌
」
を
示
し
、
そ
の
一

方
で
認
め
が
た
い
歌
と
の
境
界
線
も
暗
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

思
え
ば
、
後
に
『
千
載
集
』
の
名
を
継
承
し
雑
体
も
収
め
た
『
続
千
載

集
』『
新
千
載
集
』
は
、
と
も
に
二
条
派
か
ら
見
れ
ば
異
風
で
あ
る
京
極

派
に
よ
る
勅
撰
集
の
後
に
撰
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
世
の
歌
人
達

の
『
千
載
集
』
へ
の
位
置
づ
け
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
そ
も
そ
も

「
誹
諧
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
も
改
め
て
問
い
直
す
べ
き
大
き

な
課
題
で
あ
ろ
う
。

注（
（
） 『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、「
誹

諧
歌
」
の
項
目
（
執
筆
、
寺
島
修
一
））
に
拠
る
。

（
1
） 『
俊
頼
髄
脳
』
は
「
誹
諧
歌
と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
よ
く
知
れ
る
者

な
し
。
ま
た
、
髄
脳
に
も
見
え
た
る
こ
と
な
し
。
古
今
に
つ
い
て
尋
ぬ
れ
ば
、

ざ
れ
ご
と
歌
と
い
ふ
な
り
。よ
く
物
言
ふ
人
の
、戯
れ
た
は
ぶ
る
る
が
ご
と
し
」

（
本
文
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
）
と
す
る
。
こ
の
記
述
は
、
俊
頼
の
誹

諧
へ
の
無
理
解
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
彼
に
先
行
す
る
歌
書
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類
に
も
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ

き
だ
ろ
う
。

（
1
） 
拙
稿
「
中
世
勅
撰
和
歌
集
考
─
『
続
千
載
和
歌
集
』
巻
七
「
雑
体
」
を
め

ぐ
っ
て
」（「
青
山
語
文
」
五
一
、二
〇
二
一
年
三
月
）。

（
1
） 『
谷
山
茂
著
作
集　

三　

千
載
和
歌
集
と
そ
の
周
辺
』（
角
川
書
店
、

一
九
八
二
年
一
二
月
／
初
出
『
千
載
和
歌
集
の
研
究
』
私
家
版
、
一
九
六
一

年
三
月
）。

（
1
） 

本
文
は
『
歌
論
歌
学
集
成
』
七
（
三
弥
井
書
店
）
に
拠
る
。
底
本
は
初
撰

本
で
あ
る
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
。
な
お
、
以
下
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
は

再
撰
本
に
も
大
き
な
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

（
1
） 「
千
載
集
」（『
万
葉
集
と
勅
撰
和
歌
集
』
和
歌
文
学
講
座
第
四
巻
、

一
九
八
四
年
二
月
）。

（
1
） 

松
野
陽
一
「
千
載
和
歌
集
」（『
王
朝
の
和
歌
』
和
歌
文
学
講
座
第
五
巻
、

勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）。

（
1
） 『
中
世
和
歌
文
学
論
叢
』
第
三
章
第
四
節
「
誹
諧
歌
と
俊
成
」（
和
泉
書
院
、

一
九
九
三
年
八
月
）。

（
1
） 

上
條
氏
は
「
誹
諧
歌
の
変
貌
（
上
・
中
・
下
）」（「
静
岡
女
子
大
学
紀
要
」

七
〜
九
、一
九
七
四
年
〜
一
九
七
六
年
）
に
お
い
て
、『
古
今
集
』
誹
諧
歌
に

は
「
題
詠
的
歌
群
」
が
多
く
「
現
実
的
日
常
秩
序
に
む
し
ろ
即
し
た
」「
を
か

し
」
の
笑
い
で
あ
り
、『
後
拾
遺
集
』
に
は
「
褻
的
生
活
詠
的
歌
群
」
が
多
く

「
詠
者
自
身
の
笑
い
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
詳
し
く
検
証
す
る
余
裕
は

な
い
が
、
誹
諧
性
を
詠
作
者
自
身
が
意
識
し
た
も
の
か
、
撰
者
が
位
置
づ
け

た
も
の
か
は
重
要
な
観
点
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
考
察
の
参
考
と
し
た
。

（
（1
） 「
和
歌
・
俳
諧
歌
・
狂
歌
─
和
歌
と
俳
諧
の
連
続
と
非
連
続
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
四
五
・
四
、二
〇
〇
〇
年
四
月
）。

（
（（
） 「『
千
載
和
歌
集
』
の
誹
諧
歌
部
立
に
つ
い
て
」（「
福
岡
大
学
日
本
語
日
本

文
学
」
二
一
、二
〇
一
一
年
一
月
）。

（
（1
） 「
ぬ
す
む
」
と
い
う
表
現
を
巡
っ
て
は
佐
藤
明
浩
（
注
（1
）
の
考
察
が
あ
る
。

（
（1
） 

本
文
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
に
拠
る
。
原
漢
文
を
私
に
書
き
下
し
た
。

（
（1
） 

顕
昭
『
六
百
番
陳
状
』
は
、
俊
成
の
判
に
対
し
て
「
万
葉
集
狂
歌
・
戯
咲

の
中
に
も
は
べ
ら
ず
。
彼
集
の
長
歌
の
中
に
「
鯨
と
る
あ
は
の
海
」
と
云
歌

に
つ
け
て
読
て
侍
也
」
と
反
論
し
て
い
る
。
例
の
如
く
論
点
が
外
れ
て
い
る

感
が
否
め
な
い
が
、
顕
昭
も
問
題
の
歌
群
を
「
狂
歌
・
戯
咲
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
抵
抗
は
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
（1
） （
注
５
）
に
同
。

（
（1
） 

佐
藤
明
浩
「
後
葉
和
歌
集
の
誹
諧
歌
」（「「
詞
林
」
三
、一
九
九
八
年
五
月
）。

（
（1
） 

川
村
晃
生
「
俳
諧
性
の
基
盤
─
無
心
所
著
歌
・
誹
諧
歌
─
」（「
国
語
と
国

文
学
」
七
一
・
五
、一
九
九
四
年
五
月
）。

（
（1
） 『
千
載
和
歌
集
』「
誹
諧
」
が
『
古
今
集
』「
誹
諧
」
の
配
列
を
踏
襲
し
た

こ
と
は
有
吉
保『
千
載
和
歌
集
の
基
礎
的
研
究
』第
七
章「
雑
部
の
配
列
構
成
」

（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
三
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
（1
） 

片
野
達
郎
・
松
野
陽
一
『
千
載
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文

学
大
系
、
一
九
九
三
年
四
月
）、
上
條
彰
次
『
千
載
和
歌
集
』（
和
泉
書
院
、

一
九
九
四
年
一
一
月
）。

（
11
） 

類
似
す
る
観
点
か
ら
上
條
氏
（
注
８
）
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
は

私
に
再
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。



─ 1（ ─

（
1（
） 

上
條
彰
次
（
注
（1
）「
基
俊
・
俊
頼
ら
の
歌
を
採
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

こ
れ
ら
誹
諧
歌
を
価
値
の
低
い
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
い
え

よ
う
」。

（
11
） 『
袋
草
紙
』
に
「
世
間
に
流
布
の
本
は
第
二
度
の
本
な
り
」（
本
文
は
新
日

本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
に
拠
る
）
と
見
え
る
。

（
11
） 

江
侍
従
の
作
は
『
続
詞
花
集
』
で
は
題
知
ら
ず
。
同
歌
は
『
金
葉
集
』（
初

度
本
）
夏
部
に
は
「
六
月
の
つ
い
た
ち
の
こ
ろ
に
、
は
た
お
り
と
い
ふ
む
し

の
な
き
け
る
を
き
き
て
よ
め
る
」
で
入
集
。『
千
載
集
』
が
何
に
依
拠
し
た
の

か
は
未
勘
。

（
11
） 

谷
山
茂
「
続
詞
花
集
と
千
載
集
」（『
谷
山
茂
著
作
集　

三　

千
載
和
歌
集

と
そ
の
周
辺
』
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
一
二
月
）。

（
11
） 

鈴
木
徳
男
「『
続
詞
花
集
』
考
─
『
千
載
集
』
と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
─
」

（『
典
籍
と
資
料
』
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
二
八
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
一
年
一
一
月
）。

 

（
や
ま
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と
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す
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）


