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一

大
胆
と
小
心
（
上
）

─
─
伊
勢
物
語
と
そ
の
歌
─
─

上　

野　

英　

二

一

　
『
伊
勢
物
語
』「
第
十
五
段
は
、
ち
ょ
っ
と
風
変
わ
り
な
段
で
あ
る
」
と
言
う
。「
男
女
が
、
お
互
い
の
浮
気
心
を
、
短
歌
の
や
り

と
り
で
責
め
あ
う
。
そ
の
応
酬
が
エ
ン
エ
ン
と
続
い
て
い
る
」（
俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』）。

　　
　
　

昔
、
男
あ
り
け
り
。
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
、

　
　
　
　

鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
も
の
か
は

　
　

と
言
へ
り
け
れ
ば
、



二

　
　
　
　

朝
露
は
消
え
残
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
誰
か
こ
の
世
を
頼
み
は
つ
べ
き

　
　

ま
た
、
男
、

　
　
　
　

吹
く
風
に
去
年
の
桜
は
散
ら
ず
と
も
あ
な
頼
み
が
た
人
の
心
は

　
　

ま
た
、
女
、
返
し
、

　
　
　
　

ゆ
く
水
に
数
書
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
な
り
け
り

　
　

ま
た
、
男
、

　
　
　
　

ゆ
く
水
と
す
ぐ
る
よ
は
ひ
と
散
る
花
と
い
づ
れ
待
て
ゝ
ふ
こ
と
を
聞
く
ら
む

　
　

あ
だ
く
ら
べ
か
た
み
に
し
け
る
、
男
、
女
の
、
忍
び
歩
き
し
け
る
こ
と
な
る
べ
し
。�

（
定
家
本
）

　

ど
こ
が
「
風
変
わ
り
」
な
の
か
。
し
ば
ら
く
俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』
の
解
説
に
よ
っ
て
物
語
を
辿
っ
て
み
る
。
同
書
の
解

説
は
、
ほ
ぼ
通
説
に
従
っ
て
い
る
。

　

書
き
出
し
に
は
、「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
」
と
あ
る
。
男
は
、
浮
気
な
自
分
の
こ
と
を
怨
む

女
を
、
お
ま
え
こ
そ
浮
気
心
い
っ
ぱ
い
の
く
せ
に
と
逆
に
怨
ん
で
、
こ
ん
な
歌
を
詠
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　

 

（
歌
略
）

　

鳥
の
子
と
は
、
鳥
の
卵
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
十
個
ず
つ
十
回
（
つ
ま
り
百
個
！
）
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
と
い

う
の
が
上
の
句
。
そ
ん
な
あ
り
え
な
い
こ
と
が
仮
に
お
こ
っ
た
と
し
て
も
、
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
な
い
あ
な
た
の
こ
と
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三

を
、
こ
っ
ち
だ
っ
て
本
気
で
愛
し
た
り
し
ま
せ
ん
よ
ー
だ
、
と
い
う
の
が
下
の
句
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
中
略
）

　

さ
て
、
卵
を
百
個
重
ね
て
も
…
…
の
歌
を
受
け
取
っ
た
女
か
ら
は
、
こ
ん
な
歌
が
返
っ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
歌
略
）

　

は
か
な
い
朝
露
も
、
消
え
ず
に
残
る
と
い
う
こ
と
が
。
ま
れ
に
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
、
あ
な
た
と
私
の
関
係
は
（
露

よ
り
も
は
か
な
く
）
あ
て
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
わ
ね
…
…
。

　

女
も
、
負
け
て
は
い
な
い
。
卵
百
個
ほ
ど
の
意
外
性
は
な
い
も
の
の
、
結
構
キ
ツ
イ
内
容
を
、
な
め
ら
か
に
ケ
ロ
リ
と
詠
ん

で
い
る
。
そ
こ
で
ま
た
、
反
撃
に
出
る
男
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
歌
略
）

　

吹
く
風
に
去
年
の
桜
が
散
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
あ
、
あ
て
に
な
り
ま
せ
ん
ね
え
、
あ
な

た
の
心
は
…
…
。

　

男
は
ど
う
や
ら
「
あ
り
え
な
い
こ
と
シ
リ
ー
ズ
」
の
よ
う
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
こ
っ
ち
も
、
と
い
う
よ
う
に
、
女
は
返
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
歌
略
）

　

流
れ
る
水
に
数
を
描
く
よ
り
も
は
か
な
く
て
空
し
く
て
無
駄
な
こ
と
は
、
私
を
真
面
目
に
愛
し
て
く
れ
な
い
あ
な
た
を
思
う

こ
と
だ
わ
ね
え
…
…
。
女
は
、「
は
か
な
い
シ
リ
ー
ズ
」
で
あ
る
。

　

今
度
は
こ
の
歌
の
「
ゆ
く
水
」
を
受
け
て
、
男
は
歌
を
作
っ
て
き
た
。



四

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
歌
略
）

　

流
れ
る
水
、
過
ぎ
ゆ
く
齢
、
散
る
桜
─
─
い
ず
れ
が
「
待
っ
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
な
ー
ん

に
も
永
遠
の
も
の
な
ん
か
な
い
の
さ
。
な
ー
ん
に
も
あ
て
に
な
ら
な
い
の
さ
。

　

─
─
そ
ん
な
に
お
互
い
を
信
じ
ら
れ
な
く
て
キ
ラ
イ
な
ん
だ
っ
た
ら
、
歌
の
や
り
と
り
な
ん
か
し
な
け
れ
ば
い
い
の
に
、
と

思
う
の
は
、
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

　
「
短
歌
の
や
り
と
り
」
が
「
エ
ン
エ
ン
と
続
い
て
」
結
局
の
と
こ
ろ
、「
な
ー
ん
に
も
あ
て
に
な
ら
な
い
の
さ
」
と
言
う
の
で
あ
れ

ば
、
確
か
に
「
そ
ん
な
に
お
互
い
を
信
じ
ら
れ
な
く
て
キ
ラ
イ
な
ん
だ
っ
た
ら
、
歌
の
や
り
と
り
な
ん
か
し
な
け
れ
ば
い
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

諸
注
釈
も
こ
の
結
末
を
考
え
あ
ぐ
ね
て
、
こ
の
段
の
成
立
過
程
を
詮
索
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
果
し
て
、
こ
の
段
は
何
を
語
ろ
う

と
し
た
段
で
あ
っ
た
の
か
。

　

再
び
出
発
点
に
戻
っ
て
考
え
直
し
て
み
る
。

　
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
」。
同
書
は
こ
れ
を
、「
男
は
、
浮
気
な
自
分
の
こ
と
を
怨
む
女
を
、
お
ま
え
こ

そ
浮
気
心
い
っ
ぱ
い
の
く
せ
に
と
逆
に
怨
ん
で
」
と
す
る
。
男
は
、
女
の
「
怨
み
」
に
「
怨
み
」
を
以
っ
て
応
じ
た
、
と
解
す
る
。

一
首
目
の
男
の
歌
は
、「
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
な
い
あ
な
た
の
こ
と
を
、
こ
っ
ち
だ
っ
て
本
気
で
愛
し
た
り
し
ま
せ
ん
よ
ー

だ
」。
二
首
目
、
女
の
返
歌
は
、「
あ
な
た
と
私
の
関
係
は
（
露
よ
り
も
は
か
な
く
）
あ
て
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
わ
ね

…
…
」。
三
首
目
は
男
の
「
反
撃
」、「
あ
て
に
な
り
ま
せ
ん
ね
え
、
あ
な
た
の
心
は
…
…
」。
四
首
目
、「
な
ら
ば
こ
っ
ち
も
」
と
い
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五

う
女
の
返
歌
、「
は
か
な
く
て
空
し
く
て
無
駄
な
こ
と
は
、
私
を
真
面
目
に
愛
し
て
く
れ
な
い
あ
な
た
を
思
う
こ
と
だ
わ
ね
え

…
…
」。
一
連
の
遣
り
取
り
は
、
お
互
い
相
手
へ
の
不
満
を
並
べ
立
て
た
「
怨
み
」
節
の
応
酬
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
確

か
に
こ
れ
で
は
、
五
首
目
で
結
局
、「
お
互
い
を
信
じ
ら
れ
な
く
て
キ
ラ
イ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
一
連
の
遣
り
取
り
の
発
端
と
な
っ
た
「
う
ら
み
」
と
は
、
相
手
に
対
し
て
不
満
の
気
持
を
抱
い
て
「
怨
む
」
こ
と

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
は
、『
源
氏
物
語
』
帚
木
、

　

怨
ず
べ
き
こ
と
を
ば
、
見
知
れ
る
さ
ま
に
ほ
の
め
か
し
、
う
ら
む
べ
か
ら
む
ふ
し
を
も
、
憎
か
ら
ず
か
す
め
な
さ
ば
、
そ
れ
に

つ
け
て
あ
は
れ
も
ま
さ
り
ぬ
べ
し
。

に
注
し
て
、

怨
ず
る
は
、
心
に
恨
め
し
く
思
ふ
こ
と
、
う
ら
む
べ
か
ら
む
ふ
し
は
、
恨
み
を
言
ふ
べ
き
ふ
し
に
て
、
心
に
思
ふ
か
た
と
、
言

に
言
ふ
か
た
と
を
、
二
つ
に
分
て
言
へ
る
也
。

と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
う
ら
む
」
と
は
、
相
手
を
不
満
に
思
う
だ
け
で
な
く
、「
言
に
言
ふ
か
た
」、
そ
の
不
満
の
気
持
を
口
に
出

し
て
訴
え
る
行
為
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



六

　

な
ぜ
不
満
に
思
う
の
か
。
そ
れ
は
欲
求
不
満
、
愛
情
の
裏
返
し
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
れ
を
訴
え
る
の
か
。
そ
れ
は

求
愛
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
の
段
の
物
語
の
発
端
の
様
相
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、「
う
ら
む
る
人
を
」、
女
は
単
に
男
を
怨
ん
だ
の

で
は
な
く
、
恨
み
言
を
言
っ
て
来
た
。
欲
求
不
満
の
原
因
は
、
男
の
不
実
、
浮
気
心
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
ど
う
し
て
私
を
、
私
だ
け

を
思
っ
て
く
れ
な
い
の
」。
恐
ら
く
男
に
は
、
別
に
女
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
「
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
男
の
方
も
逆
に
女
に
恨
み
言
を
言
っ
た
と
言
う
。
そ
う
言
っ
て
来
た
女
へ
の
不

満
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
、
お
前
の
方
こ
そ
、
私
の
こ
と
を

思
っ
て
い
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
か
」。

　

結
局
、
二
人
は
「
う
ら
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
相
手
の
気
を
引
い
た
の
で
あ
る
。「
う
ら
む
る
人
」、
ま
ず
女
は
男
に
対
し

て
す
ね
て
見
せ
た
。
そ
れ
に
男
は
ま
と
も
に
取
り
合
わ
ず
、
逆
に
す
ね
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。「
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
」
と
い

う
こ
の
段
の
発
端
は
、
怨
み
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
相
手
を
逆
に
逆
怨
み
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
代
語
の
感
覚
で
、
こ

の
「
う
ら
む
」
を
速
断
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
五
段
活
用
と
上
二
段
活
用
、「
う
ら
む
」
と
い
う
語
は
、
古
典
語
と
現
代
語
と

で
は
、
意
味
も
活
用
も
違
う
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
こ
の
段
は
、
お
互
い
の
怨
み
の
気
持
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
二
人
に
は
十
分
愛
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
愛
情
は
必
ず
し
も
真
実
一
途
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ど
う
も
こ
の
二
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
相
手
が
い
た
よ
う
な

の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
二
人
の
恋
は
、
あ
そ
び
の
そ
れ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
二
人
は
相
等
の
恋
の
つ
わ
も
の
、
恋
の
手
垂
れ
で
は
な

か
っ
た
か
。
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七

　

さ
て
、
恨
み
言
を
言
っ
て
来
た
女
に
対
す
る
男
の
返
歌
。「
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
」、
男
は
大
袈
裟
に
『
説
苑
』
な
ど

に
見
え
る
「
累
卵
」
の
故
事
を
引
い
た
。「
危
き
こ
と
を
累
卵
と
言
ふ
」（『
勢
語
臆
断
』）。「
そ
ん
な
あ
り
え
な
い
こ
と
が
仮
に
お

こ
っ
た
と
し
て
も
、
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
な
い
あ
な
た
の
こ
と
を
、
こ
っ
ち
だ
っ
て
本
気
で
愛
し
た
り
し
ま
せ
ん
よ
ー
だ
」。

し
か
し
そ
れ
は
、
拒
絶
の
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
し
ま
せ
ん
よ
ー
だ
」
は
当
然
本
心
で
は
な
い
。「
私
の
こ
と
を

思
っ
て
く
れ
」
さ
え
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
「
本
気
で
愛
し
」
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
私
の
こ
と
を
思
っ
て

く
れ
な
い
あ
な
た
」
と
い
う
の
が
、
男
の
愁
訴
。
す
な
わ
ち
、「
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
」
と
い
う
こ
の
歌
も
、
求
愛
の
歌
で

あ
っ
た
。

　

あ
る
い
は
、
こ
の
歌
の
「
思
は
ぬ
人
」
と
は
、
こ
の
「
う
ら
む
る
人
」
と
い
う
、
相
手
の
女
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
男

の
浮
気
の
相
手
を
、
こ
の
女
の
手
前
、「
私
の
こ
と
を
何
と
も
思
っ
て
い
な
い
よ
う
な
女
」
と
言
っ
て
見
せ
た
の
か
知
れ
な
い
。「
た

と
え
ど
ん
な
奇
跡
が
起
き
た
と
し
て
も
、（
お
前
と
違
っ
て
）
私
を
思
っ
て
く
れ
な
い
よ
う
な
女
の
こ
と
を
思
っ
た
り
す
る
も
の
か

よ
」。
そ
の
方
が
、「
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
」
と
い
う
大
袈
裟
な
喩
え
は
生
き
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

男
は
わ
ざ
と
大
袈
裟
な
喩
え
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
女
の
心
を
取
り
結
ぼ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
男
の
「
う
ら

み
」
と
は
、
女
が
恨
み
言
を
言
っ
て
来
た
こ
と
、
そ
れ
自
体
へ
の
恨
み
言
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
男
は
、
女
へ
求
愛
の
歌
を

送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
女
の
返
歌
、「
朝
露
は
消
え
残
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
」。
男
か
ら
の
歌
に
対
し
て
、「
は
か
な
い
」

こ
と
、「
あ
り
え
な
い
こ
と
」
を
詠
ん
で
応
酬
す
る
。
そ
の
点
で
は
確
か
に
、「
女
も
、
負
け
て
は
い
な
い
」。
し
か
し
、
こ
の
歌
は

「
結
構
キ
ツ
イ
内
容
」
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
下
の
句
「
誰
か
こ
の
世
を
頼
み
果
つ
べ
き
」
は
、「
あ
な
た
と
私
の
関
係
は

（
露
よ
り
も
は
か
な
く
）
あ
て
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
わ
ね
…
…
」
と
い
う
、
こ
れ
も
拒
絶
を
意
味
す
る
表
現
だ
っ
た
の
で
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あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
世
」
と
は
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
あ
な
た
と
私
の
関
係
」、
す
な
わ
ち
男
女
の
仲
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
を
「
頼
み
果
つ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
あ
て
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
済
む
で
あ
ろ
う
か
。「
果
つ
」
は
、
最
後
ま
で

や
り
き
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
を
上
接
の
語
に
付
け
加
え
る
。
と
す
れ
ば
、「
頼
み
果
つ
」
は
、
最
後
ま
で
頼
み
に
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
な
ら
ぬ
男
女
の
仲
に
つ
い
て
、「
頼
み
果
つ
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
こ
の
世
を
頼
み
果
つ
」
と
は
、

男
を
全
面
的
に
信
頼
し
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
は
、
そ
こ
ま
で
あ
な
た
を
信
頼
し
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
、
と
答
え
た
の

で
あ
る
。
一
般
的
に
男
を
拒
絶
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
男
の
贈
歌
程
度
で
は
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
、
全
面
的
に
信
頼
し
き
る
こ
と
は

出
来
な
い
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
男
を
少
し
は
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
欲
し
い
の
は
全
面
的
に
信
頼
し
き
っ
て

も
大
丈
夫
だ
と
い
う
確
証
な
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
や
は
り
、
求
愛
の
歌
で
あ
っ
た
。

　
「
う
ら
む
る
人
」、
女
は
、
男
の
不
実
を
な
じ
っ
た
。「
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
」、
そ
れ
に
対
し
て
男
は
、
女
が
男
の
愛
情
に
疑

問
を
持
っ
た
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
文
句
を
言
っ
て
よ
こ
し
た
。「
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
な
い
あ
な
た
の
こ
と
を
、
こ
っ
ち
だ
っ

て
本
気
で
愛
し
た
り
し
ま
せ
ん
よ
ー
だ
」。
そ
の
歌
の
、
言
葉
と
は
裏
腹
の
、
男
の
求
愛
の
本
音
の
部
分
に
、
女
は
正
確
に
応
答
し

た
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』
五
十
五
段
。

　

昔
、
男
、
思
ひ
か
け
た
る
女
の
、
え
得
ま
じ
う
な
り
て
の
世
に
、

　
　
　
　

思
は
ず
は
あ
り
も
す
ら
め
ど
言
の
葉
の
を
り
ふ
し
ご
と
に
頼
ま
る
ゝ
か
な
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こ
の
男
は
、
女
と
の
「
世
」
を
、「
言
の
葉
」
ゆ
え
に
頼
み
に
思
っ
て
い
る
。
恋
す
る
男
女
は
、「
頼
む
」
に
足
る
「
言
の
葉
」
を

求
め
る
の
で
あ
る
。
五
十
段
の
女
も
、
身
を
任
せ
る
に
足
る
、「
言
の
葉
」
を
男
に
期
待
し
た
。

　

し
か
し
、
男
も
そ
う
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
そ
う
言
う
、
女
の
期
待
を
は
ぐ
ら
か
す
。「
あ
な
頼
み
が
た
人
の
心
は
」。
男
の
さ

ら
な
る
返
歌
は
、
な
お
も
女
の
不
実
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
。「
あ
な
頼
み
が
た
」
の
裏
に
は
、
や
は
り
女
の
愛
情
、
そ
れ
を
保
証

す
る
「
言
の
葉
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
男
に
と
っ
て
も
、
こ
の
女
を
信
頼
し
き
れ
な
い
何
か
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
男
は
今
度

は
上
の
句
に
、「
吹
く
風
に
去
年
の
桜
は
散
ら
ず
と
も
」
の
一
句
を
据
え
た
。
わ
ざ
わ
ざ
「
去
年
の
桜
が
散
ら
な
い
」
と
言
う
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
二
人
の
間
に
は
、
そ
の
前
の
年
に
桜
が
散
っ
た
、
と
言
う
べ
き
事
件
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。「
吹
く
風
」
に

桜
が
散
る
と
は
、
女
が
他
の
男
の
手
に
落
ち
た
こ
と
を
寓
意
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

例
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』
十
七
段
。

　

年
頃
お
と
づ
れ
ざ
り
け
る
人
の
、
桜
の
盛
り
に
見
に
来
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
、

　
　

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

返
し
、

　
　

今
日
来
ず
は
明
日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
あ
る
じ
」
と
は
、「
街
道
筋
や
浦
の
泊
な
ど
に
あ
つ
て
旅
人
の
心
を
慰
め
た
長
者
の
女
な
ど
」
の
「
遊



一
〇

女
的
」
な
（
江
馬
務
「
遊
女
変
遷
略
史
」、『
江
馬
務
著
作
集
』
所
収
）
女
性
で
あ
っ
て
（
拙
稿
「
伊
勢
物
語
の
あ
そ
び
」、『
文
学
季

刊
』
第
一
〇
巻
第
四
号
）、
自
他
と
も
に
「
あ
だ
な
り
」
と
認
め
ら
れ
る
女
で
あ
っ
た
。
女
は
自
身
を
桜
に
見
立
て
な
が
ら
、
滅
多

に
来
な
い
男
で
は
あ
っ
て
も
、
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
誠
実
を
取
り
繕
っ
た
。「
年
に
ま
れ
な
る
人
も

待
ち
け
り
」。
か
ね
て
女
の
多
情
を
知
る
男
は
、
阿
吽
の
呼
吸
で
そ
の
趣
向
に
乗
っ
て
、
歌
を
返
し
た
。
今
日
自
分
が
来
な
け
れ

ば
、
明
日
は
降
る
雪
の
よ
う
に
そ
の
花
も
散
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
の
な
ら
、
た
と
え
消
え
残
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を
花
と
し

て
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。「
桜
花
」
が
「
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
」
と
い
う
の
は
、
女
が
他
の
男
の
手
に
落
ち
る
こ
と
の
譬
喩
的
表
現

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
去
年
の
桜
は
散
ら
ず
と
も
」
に
つ
い
て
の
、
前
の
年
に
云
々
は
、
少
し
詮
索
が
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
く
と
も

五
十
段
の
こ
の
歌
の
表
現
の
背
後
に
、
女
の
多
情
へ
の
危
惧
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
男
に
負
け
ず
劣
ら

ず
、
女
も
な
か
な
か
の
あ
そ
び
人
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
女
の
「
う
ら
み
」
か
ら
始
ま
っ
た
二
人
の
遣
り
取
り
も
意
地
の
張
り
合
い
の
ま
ま
二
番
勝
負
を
終
え
、
双
方
譲
ら
ず
。

勝
敗
が
決
し
な
い
ま
ま
、
三
回
戦
に
突
入
す
る
。
女
は
再
び
、「
は
か
な
い
」
も
の
を
持
ち
来
た
っ
て
、「
朝
露
」
に
代
え
て
「
ゆ
く

水
に
数
書
く
」
こ
と
を
詠
出
し
（
（
（
た
。「
流
れ
る
水
に
数
を
描
く
よ
り
も
は
か
な
く
て
空
し
く
て
無
駄
な
こ
と
は
、
私
を
真
面
目
に
愛

し
て
く
れ
な
い
あ
な
た
を
思
う
こ
と
だ
わ
ね
え
…
…
」。
一
見
そ
れ
は
、
前
の
三
首
の
歌
と
同
じ
構
造
で
あ
っ
て
、
二
回
戦
「
あ
な

た
と
私
の
関
係
は
（
露
よ
り
も
は
か
な
く
て
）
あ
て
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
わ
ね
…
…
」
の
二
番
煎
じ
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
だ
が
、
こ
の
歌
は
「
朝
露
は
」
の
歌
な
ど
と
は
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
上
の
句
に
「
は
か

な
い
」
も
の
の
代
表
格
を
持
っ
て
来
る
こ
と
を
一
首
の
趣
向
と
し
な
が
ら
、
下
の
句
の
落
ち
着
く
先
が
相
手
の
不
実
で
は
な
く
て
、
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自
分
の
心
の
「
は
か
な
」
さ
に
向
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
「
は
か
な
き
」
と
は
、
相
手
の
心
が
、
で
は
な
く
て
、「
思
は
ぬ
人

を
思
ふ
」
こ
と
だ
、
と
我
が
身
に
か
け
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

寝
ぬ
る
夜
の
夢
を
は
か
な
み
ま
ど
ろ
め
ば
い
や
は
か
な
に
も
な
り
ま
さ
る
か
な�

（
一
〇
三
段
）

　
「
は
か
な
」
と
は
、
消
え
入
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
、
何
と
も
捉
え
所
も
な
く
切
な
い
こ
と
。
そ
う
い
う
恋
心
は
、「
ゆ
く
水
に
数
書

く
よ
り
も
は
か
な
き
」
も
の
だ
と
気
が
付
い
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。「
私
を
真
面
目
に
愛
し
て
く
れ
な
い
あ
な
た
を
思
う
こ
と
」

は
、「
空
し
く
て
無
駄
な
こ
と
」
だ
、
と
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

流
れ
る
水
に
数
書
く
よ
り
も
切
な
い
こ
と
は
、
思
っ
て
も
く
れ
な
い
人
を
恋
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
ね
。
意
地
の
張
り
合
い
か
ら
一

転
、
女
は
は
し
な
く
も
い
じ
ら
し
い
と
こ
ろ
を
見
せ
て
、
男
に
甘
え
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
女
は
、
折
れ
て
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

う
女
に
弱
み
を
見
せ
ら
れ
れ
ば
、
男
と
て
い
つ
ま
で
意
地
を
張
り
通
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
機
を
逃
さ
ず
、
男
は
即
座
に
「
ゆ

く
水
と
す
ぐ
る
よ
は
ひ
と
散
る
花
と
」
と
切
り
込
ん
で
行
っ
た
。「
い
づ
れ
待
て
ゝ
ふ
こ
と
を
聞
く
ら
む
」。
流
れ
る
水
も
桜
も
人
生

も
、
一
刻
と
て
も
待
っ
た
無
し
。
な
ら
ば
即
刻
逢
お
う
で
な
い
か
。
男
は
そ
れ
ま
で
の
遣
り
取
り
を
す
べ
て
引
き
取
っ
て
、
落
と
す

べ
き
と
こ
ろ
へ
女
を
導
い
た
。

　

女
に
も
そ
の
気
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
言
葉
を
弄
ん
で
い
る
暇
は
無
い
は
ず
。
女
の
側
か
ら
の
歩
み
寄
り
を
こ
れ
幸
い

と
、
男
は
そ
れ
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。

　

五
十
段
の
一
連
の
遣
り
取
り
を
締
め
括
る
こ
の
歌
の
歌
う
と
こ
ろ
は
、「
な
ー
ん
に
も
永
遠
の
も
の
な
ん
か
な
い
の
さ
。
な
ー
ん



一
二

に
も
あ
て
に
な
ら
な
い
の
さ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
は
、
そ
ん
な
虚
無
主
義
へ
陥
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。

　

物
語
結
文
は
言
う
。

　
　

あ
だ
く
ら
べ
か
た
み
に
し
け
る
、
男
、
女
の
、
忍
び
歩
き
し
け
る
こ
と
な
る
べ
し
。

　

二
人
は
、
酸
い
も
知
り
甘
い
も
知
っ
た
、
あ
そ
び
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
段
の
恋
歌
の
ラ
リ
ー
は
、
そ
う
い
う
二
人
の
、

丁
々
発
止
火
花
散
る
、
恋
の
戯
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
「
そ
ん
な
に
お
互
い
を
信
じ
ら
れ
な
く
て
キ
ラ
イ
な
ん
だ
っ

た
ら
、
歌
の
や
り
と
り
な
ん
か
し
な
け
れ
ば
い
い
の
に
」
と
い
う
解
釈
の
成
り
立
つ
余
地
は
恐
ら
く
無
い
で
あ
ろ
う
。

　

お
互
い
恋
の
呼
吸
を
分
き
ま
え
た
者
同
志
、
男
の
浮
気
症
に
女
が
す
ね
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
痴
話
喧
嘩
も
、
恋
の
駆
け
引
き

を
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
楽
し
み
つ
つ
、
結
局
行
き
着
く
と
こ
ろ
へ
行
き
着
い
て
、
一
件
落
着
。
二
人
は
め
で
た
く
元
の
鞘
に
戻
っ
た

の
で
あ
る
。

二

　
　

ゆ
く
水
と
す
ぐ
る
よ
は
ひ
と
散
る
花
と
い
づ
れ
待
て
ゝ
ふ
こ
と
を
聞
く
ら
む
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こ
の
世
は
無
常
だ
、
時
間
は
待
っ
て
は
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
恋
を
し
よ
う
で
は
な
い
か
。「
あ
り
え
な
い
こ
と
シ
リ
ー
ズ
」

「
は
か
な
い
シ
リ
ー
ズ
」
い
ず
れ
に
し
て
も
五
十
段
の
男
は
、
無
常
の
典
型
と
言
う
べ
き
も
の
を
並
べ
立
て
な
が
ら
、
そ
れ
を
す
べ

て
引
き
取
っ
て
、
無
常
な
ど
物
と
も
せ
ず
に
、
女
に
迫
っ
て
行
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
無
常
を
梃
子
に
現
在
只
今
を
謳
歌
し
よ
う
と

し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
来
無
常
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
悲
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、『
萬
葉
集
』
大
伴
家
持
、
そ
の
名
も
「
世
間
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」。

天
地
の　

遠
き
初
め
よ　

世
の
中
は　

常
無
き
も
の
と　

語
り
継
ぎ　

流
ら
へ
来
た
れ　

天
の
原　

振
り
放
け
見
れ
ば　

照
る

月
も　

満
ち
欠
け
し
け
り　

あ
し
ひ
き
の　

山
の
木
末
も　

春
去
れ
ば　

花
咲
き
に
ほ
ひ　

秋
づ
け
ば　

露
霜
負
ひ
て　

風
交

じ
り　

黄
葉
散
り
け
り　

う
つ
せ
み
も　

か
く
の
み
な
ら
し　

紅
の　

色
も
移
ろ
ひ　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
髪
変
り　

朝
の
笑
み

夕
へ
変
は
ら
ひ　

吹
く
風
の　

見
え
ぬ
が
如
く　

行
く
水
の　

止
ま
ら
ぬ
如
く　

常
も
無
く　

う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば　

に
は
た
づ

み　

流
る
る
涙　

留
め
か
ね
つ
も�

（
巻
十
九
・
四
一
六
〇
）

　
「
花
咲
き
に
ほ
ひ
」「
黄
葉
散
り
け
り
」、「
う
つ
せ
み
も
か
く
の
み
な
ら
し
」、「
ゆ
く
水
の
止
ま
ら
ぬ
如
く
」。
こ
こ
に
は
、『
伊
勢

物
語
』
五
十
段
が
「
ゆ
く
水
と
す
ぐ
る
よ
は
ひ
と
散
る
花
と
」
と
並
べ
立
て
た
無
常
の
典
型
が
す
で
に
顔
を
揃
え
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
結
論
は
「
常
も
無
く　

移
ろ
ふ
見
れ
ば
」、「
流
る
る
涙　

留
め
か
ね
つ
も
」
と
い
う
悲
傷
で



一
四

あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
世
間
無
常
を
悲
し
ぶ
」。
そ
れ
が
、
伝
統
的
な
無
常
感
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
、
無
常
な
ど
歯
牙
に
も
掛
け
な
い
。
無
常
感
な
ど
ど
こ
吹
く
風
、
む
し
ろ
彼
は
、
無
常
を
逆
手

に
取
っ
て
恋
に
突
き
進
ん
で
行
く
。

　

例
え
ば
、
九
十
段
、

　

昔
、
つ
れ
な
き
人
を
い
か
で
と
思
ひ
わ
た
り
け
れ
ば
、
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
む
、「
さ
ら
ば
、
あ
す
物
越
し
に
て
も
」
と
言

へ
り
け
る
を
、
限
り
な
く
嬉
し
く
、
ま
た
疑
は
し
か
り
け
れ
ば
、
面
白
か
り
け
る
桜
に
つ
け
て
、

　
　
　
　

桜
花
け
ふ
こ
そ
か
く
も
に
ほ
ふ
と
も
あ
な
頼
み
が
た
あ
す
の
夜
の
こ
と

　
　

と
い
ふ
心
ば
へ
も
あ
る
べ
し
。

　

桜
の
花
は
今
日
は
美
し
く
咲
き
匂
っ
て
い
て
も
、
い
つ
散
る
か
分
ら
な
い
。
同
じ
事
な
ら
、
今
を
楽
し
も
う
で
は
な
い
か
。「
散

る
花
」
と
い
う
無
常
の
典
型
を
持
ち
出
し
な
が
ら
、
逆
に
そ
れ
を
口
実
に
使
っ
て
恋
に
突
進
し
よ
う
と
し
た
五
十
段
の
男
と
同
じ
。

「
あ
な
頼
み
が
た
あ
す
の
夜
の
こ
と
」。
そ
れ
は
、
五
十
段
「
い
づ
れ
待
て
ゝ
ふ
こ
と
を
聞
く
ら
む
」
と
同
じ
理
窟
で
あ
っ
た
。
そ
こ

に
感
傷
は
無
い
。
事
、
恋
に
関
す
る
限
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
、
無
常
な
ど
一
向
に
意
に
介
さ
な
か
っ
た
。

　
「『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
恋
の
た
め
に
は
多
少
の
障
害
な
ど
乗
り
越
え
て
行
く
と
い
う
、
激
情
の
恋
を
描
く
物
語
が
満
ち
て
い
る
」

（
拙
稿
「
渡
河
の
情
景
―
伊
勢
物
語
ノ
ー
ト
―
」、『
成
城
国
文
学
論
集
』
第
二
十
八
輯
）。「
身
分
違
い
の
恋
、
許
さ
れ
ざ
る
恋
、

様
々
の
制
約
や
障
害
な
ど
に
は
目
も
く
れ
ぬ
、
激
し
い
恋
を
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
し
た
の
で
あ
る
」（
拙
稿
「
狩
と
恋
―
伊
勢
物
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一
五

語
ノ
ー
ト
―
」、『
成
城
国
文
学
』
第
十
六
号
）。
例
え
ば
、「
二
条
の
后
」
だ
と
言
う
深
窓
の
令
嬢
を
攫
っ
て
逃
げ
る
六
段
の
恋
。
神

聖
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
「
伊
勢
の
斎
宮
」
と
の
六
十
九
段
の
恋
。
恋
に
掛
け
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
、
勇
猛
果
敢
、
大
胆
不

敵
。
文
字
通
り
胆
の
大
な
る
者
で
あ
っ
た
。
恋
の
た
め
に
は
後
先
顧
ず
、
向
う
見
ず
に
突
き
進
ん
で
行
く
。
勢
い
、
そ
の
歌
も
大
胆

な
も
の
と
な
っ
た
。

　

五
十
段
、「
ゆ
く
水
と
」
の
歌
に
先
立
つ
歌
に
も
、
無
常
の
数
々
が
素
材
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

相
手
へ
の
恋
情
を
訴
え
る
た
め
の
、
言
わ
ば
、
だ
し
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
歌
の
工
夫
は
、
無
常

の
中
の
無
常
を
大
胆
に
仮
構
し
て
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
恋
心
の
大
き
さ
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。

　
「
朝
露
は
消
え
残
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
」、「
吹
く
風
に
去
年
の
桜
は
散
ら
ず
と
も
」、「
ゆ
く
水
に
数
書
く
」。
前
二
者
は
、
無
常
の

極
み
と
言
う
べ
き
も
の
が
、
永
遠
不
変
と
な
る
こ
と
を
反
実
仮
想
し
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
た
と
え
そ
ん
な
あ
り
得
な
い
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
愛
し
ま
せ
ん
、
信
じ
ま
せ
ん
と
、
恋
心
を
訴
え
る
も
の
だ
し
、「
ゆ
く
水
に
」
の
歌
も
、
無
常
の
極
み
よ

り
、
一
層
無
常
だ
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
心
の
微
妙
さ
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
女
も
、
男
の
攻
勢
に
呼
応
し
て
、
負
け
ず

劣
ら
ず
の
勢
い
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
。

　
「
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
」
も
同
断
。
こ
れ
も
、
必
ず
し
も
無
常
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
え
て
大
胆
な

仮
構
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
恋
情
の
大
き
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
も
、
こ
れ
ら
五
十
段
の
歌
に
よ
く
似
た
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

女
を
離
れ
て
詠
め
る



一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
友
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

雁
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
（
人
の
心
を
い
か
ゞ
頼
ま
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

置
く
露
を
消
た
で
玉
と
は
な
し
つ
と
も
（
人
の
心
を
い
か
ゞ
頼
ま
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
時
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

散
ら
ず
し
て
去
年
の
桜
あ
り
ぬ
と
も
（
人
の
心
を
い
か
ゞ
頼
ま
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
貫
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

行
く
水
に
降
り
く
る
雪
は
と
ま
る
と
も
（
人
の
心
を
い
か
ゞ
頼
ま
む
）

　

紀
友
則
、
在
原
時
春
、
紀
貫
之
、
凡
河
内
躬
恒
の
四
人
が
、
競
っ
て
「
人
の
心
を
い
か
ゞ
頼
ま
む
」
を
下
の
句
と
す
る
歌
を
詠
ん

で
い
る
。
在
原
時
春
は
、
業
平
の
孫
。
こ
こ
に
は
『
伊
勢
物
語
』
に
倣
っ
た
か
の
如
（
（
（
き
、
無
常
の
素
材
が
並
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
、
下
の
句
は
す
べ
て
、「
人
の
心
は
い
か
ゞ
頼
ま
む
」
で
あ
っ
て
、「
女
を
離
れ
て
」
の
嘆
き
に
留
ま
る
。
こ
れ
ら
と
五
十

段
の
歌
の
下
の
句
と
を
対
照
す
る
な
ら
ば
、『
伊
勢
物
語
』
の
歌
の
恋
へ
の
積
極
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。「
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
も
の
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一
七

か
は
」、「
誰
か
こ
の
世
を
頼
み
果
つ
べ
き
」
の
強
い
反
語
、「
あ
な
頼
み
が
た
人
の
心
は
」
の
倒
置
に
詠
嘆
、
い
ず
れ
も
相
手
へ
の

恋
心
を
訴
え
て
、
強
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

五
十
段
で
は
、
上
の
句
に
無
常
の
極
み
を
大
胆
に
仮
構
し
、
さ
ら
に
下
の
句
で
は
、
そ
れ
さ
え
も
克
服
し
よ
う
と
言
う
、
そ
れ
に

劣
ら
ぬ
強
い
表
現
に
よ
っ
て
恋
心
が
詠
出
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
応
酬
は
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
互
い
に
大
胆
を

競
い
合
い
、
そ
の
表
現
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　

五
十
段
の
遣
り
取
り
は
、
ま
さ
し
く
「
あ
だ
く
ら
べ
」
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
事
の
起
り
は
、「
う
ら
む
る

人
」、
女
の
「
う
ら
み
」
ご
と
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、
男
の
「
鳥
の
子
を
十
づ
ゝ
十
は
重
ぬ
と
も
」
と
い
う
、
挑
発
的
な
歌

に
よ
っ
て
戦
端
は
開
か
れ
た
。
一
旦
そ
う
い
う
趣
向
で
、
そ
の
地
平
が
拓
か
れ
る
や
、
以
下
は
ま
さ
に
そ
の
競
い
合
い
、「
あ
だ
く

ら
べ
」
と
言
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。「
あ
り
え
な
い
こ
と
シ
リ
ー
ズ
」
で
あ
れ
、「
は
か
な
い
シ
リ
ー
ズ
」
で
あ
れ
、
二
人
は
そ
う

し
た
趣
向
を
暗
黙
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
表
現
の
大
胆
は
、
大
胆
を
呼
び
、
相
乗
的
に

展
開
し
た
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
、
無
常
な
る
も
の
の
列
挙
、「
あ
だ
」
な
る
も
の
の
、
物
尽
し
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
は
、「
従
来
物
尽
し
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
興
味
性
、
諧
謔
、
知
的
遊
戯
の
興
味
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
」（
ジ
ャ

ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー
『
物
尽
し　

日
本
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
』）
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
五
十
段
の
「
あ
だ
」
な
る
歌
の

遣
り
取
り
は
、「
知
的
遊
戯
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
あ
だ
く
ら
（
（
（
べ
」
と
は
、
一
面
で
「
あ
そ
び
」
で
も
あ
っ
た
。「
あ
そ
び
」
な
ら
ば
、
思
い
切
っ
て
や
っ
た
方
が
楽
し
い
道
理
で
あ

る
。

　

一
方
、
前
引
十
七
段
等
に
よ
れ
ば
、「
あ
だ
」
と
は
ま
た
、
不
実
、
浮
気
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
、「
あ
だ
く
ら
べ
」
と
は
、
浮
気
く



一
八

ら
べ
、
色
事
く
ら
べ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
物
語
結
文
に
も
、「
男
、
女
の
、
忍
び
歩
き
し
け
る
こ
と
な
る
べ
し
」
と
言
う
。

確
か
に
、
こ
の
段
の
二
人
は
、
相
等
の
浮
気
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
っ
た
し
、
一
連
の
歌
の
遣
り
取
り
は
、
そ
の
ま
ま
恋

の
駆
け
引
き
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、「「
愛
の
遊
び
」、「
恋
の
戯
れ
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
」（
拙
稿

「
伊
勢
物
語
の
あ
そ
び
（
承
前
）」、『
文
学
』
隔
月
刊
第
一
巻
第
三
号
）
て
、
何
者
に
も
囚
わ
れ
ず
に
、
大
胆
を
競
い
合
う
、
恋
愛
遊

戯
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
無
常
へ
の
感
傷
な
ど
立
ち
入
る
余
地
は
無
か
っ
た
。

三

　

そ
う
し
た
、
無
常
に
対
す
る
『
伊
勢
物
語
』
の
あ
り
方
を
、
最
も
端
的
に
示
す
の
は
、
八
十
二
段
の
次
の
歌
で
あ
ろ
う
。

　
　

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ゞ
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
何
か
久
し
か
る
べ
き

　

惟
喬
親
王
の
交
野
で
の
狩
に
従
っ
た
一
行
の
一
人
の
、
花
見
の
酒
宴
で
の
詠
歌
で
あ
る
。

　

昔
、
惟
喬
の
親
王
と
申
す
親
王
お
は
し
ま
し
け
り
。
山
崎
の
あ
な
た
に
、
水
無
瀬
と
い
ふ
所
に
宮
あ
り
け
り
。
年
ご
と
の
桜
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一
九

の
花
盛
り
に
は
、
そ
の
宮
へ
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
時
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
人
を
、
常
に
率
て
お
は
し
ま
し
け
り
。

時
世
へ
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り
。
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
、
酒
を
飲
み
つ
ゝ
、
や
ま
と
歌
に

か
ゝ
れ
り
け
り
。
い
ま
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
こ
と
に
面
白
し
。
そ
の
木
の
下
に
降
り
居
て
、
枝
を
折
り
て
か

ざ
し
に
さ
し
て
、
上
中
下
み
な
歌
よ
み
け
り
。
馬
の
頭
な
り
け
る
人
の
詠
め
る
。

　
　

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

と
な
む
詠
み
た
り
け
る
。
ま
た
人
の
歌
、

　
　

散
れ
ば
こ
そ
桜
は
い
と
ゞ
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
何
か
久
し
か
る
べ
き

と
て
、
そ
の
木
の
下
は
立
ち
て
か
へ
る
に
、
日
暮
に
な
り
ぬ
。
御
供
な
る
人
、
酒
を
持
た
せ
て
野
よ
り
出
で
来
た
り
。
こ
の
酒

を
飲
み
て
む
と
て
、
よ
き
所
を
も
と
め
ゆ
く
に
、
天
の
川
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
到
り
ぬ
。
親
王
に
馬
の
頭
大
御
酒
ま
ゐ
る
。
親
王

の
の
た
ま
ひ
け
る
、「
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
川
の
ほ
と
り
に
到
る
を
題
に
て
、
歌
詠
み
て
杯
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う
け
れ

ば
、
か
の
馬
の
頭
詠
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
　
　

狩
り
暮
ら
し
棚
機
つ
女
に
宿
借
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り

　
　

親
王
、
歌
を
か
へ
す
〴
〵
誦
じ
給
う
て
、
返
し
え
し
給
は
ず
。
紀
有
常
御
供
に
仕
う
ま
つ
れ
り
。
そ
れ
が
返
し
、

　
　
　
　

一
と
せ
に
一
た
び
来
ま
す
君
ま
て
ば
宿
貸
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

か
へ
り
て
宮
に
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
夜
ふ
く
る
ま
で
酒
飲
み
物
語
し
て
、
あ
る
じ
の
親
王
、
酔
ひ
て
入
り
給
ひ
な
む
と
す
。
十
一

日
の
月
も
か
く
れ
な
む
と
す
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
の
詠
め
る
。

　
　

飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
ゝ
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む



二
〇

親
王
に
か
は
り
て
た
て
ま
つ
り
て
、
紀
有
常
、

　
　

お
し
な
べ
て
峰
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
ゝ
む
山
の
端
無
く
ば
月
も
入
ら
じ
を

　

春
の
行
楽
の
一
日
、
彼
等
は
「
そ
の
院
の
桜
こ
と
に
面
白
し
」
と
い
う
、
渚
の
院
の
桜
を
賞
で
て
、
一
時
詠
歌
を
た
の
し
ん
だ
。

そ
の
折
の
、
あ
る
人
の
歌
。
こ
の
歌
も
「
散
る
花
」
を
嘆
か
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
散
る
こ
と
に
、
花
の
め
で
た
さ
を
見
出
そ
う
と

し
て
い
る
。

　

確
か
に
こ
こ
に
は
、
い
た
ず
ら
に
無
常
を
悲
し
ま
ず
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
そ
れ
故
の
意
義
を
見
出
し
、
そ
れ
を
「
め
で
た
け
れ
」

と
、
積
極
的
に
克
服
し
て
行
こ
う
と
い
う
自
覚
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
章
で
採
り
上
げ
た
五
十
段
の
歌
等
と
も
共
通

す
る
、『
伊
勢
物
語
』
の
特
質
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
も
、
大
胆
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
人
の
世
を
襲
う
無
常
に
対
し
て
、
一
切
が
変
化
し
無
常
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
よ
い
の
だ
、
と
い
う
発
想
の

大
胆
と
、
係
り
結
び
を
二
つ
重
ね
、
さ
ら
に
そ
れ
を
反
語
で
締
め
括
る
と
い
う
表
現
の
大
胆
と
か
、
よ
く
照
応
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
か
。

　

ま
さ
し
く
、「
こ
の
歌
に
は
、
無
常
に
対
し
て
、
い
た
ず
ら
に
嘆
き
悲
し
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
ゆ
こ

う
と
い
う
﹁
覚
悟
﹂
が
窺
わ
れ
る
」。「
無
常
に
う
つ
り
ゆ
く
時
の
流
れ
の
中
で
、
現
在
只
今
を
謳
歌
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
無

常
の
な
か
で
の
、
生
の
一
瞬
の
充
実
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
」（
拙
稿
「
古
典
文
学
に
見
る
仏
教
思
想　

和
歌
」、『
岩

波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教　

第
九
巻　

古
典
文
学
と
仏
教
』）。

　

藤
井
高
尚
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
も
、
こ
の
歌
の
歌
意
を
、
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桜
は
結
構
な
も
の
な
る
が
、
散
れ
ば
い
と
ゞ
結
構
な
れ
と
思
ふ
也
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
こ
の
憂
き
事
あ
る
世
に
、
ど
ふ
し
て
か
久

し
か
る
べ
き
。
利
発
な
る
桜
な
れ
ば
、
早
く
見
切
り
て
散
る
も
こ
と
わ
り
な
り
と
言
へ
る
意
也
。

と
し
て
い
る
。

　

栗
田
勇
『
花
を
旅
す
る
』
も
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、

散
っ
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
す
ば
ら
し
い
、
や
や
理
が
勝
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、「
う
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
日
本
人
的
な
季
節
感
に
諸
行
無
常
と
い
う
仏
教
的
な
無
常
観
が
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
中
略
）

　

つ
ま
り
、
と
こ
と
ん
ま
で
咲
き
き
っ
て
、
あ
る
時
期
が
来
た
ら
一
瞬
に
し
て
、
一
斉
に
思
い
切
っ
て
散
っ
て
い
く
。
こ
う
し

た
生
き
き
っ
て
身
を
捨
て
る
と
い
う
散
り
際
の
よ
さ
が
、
日
本
人
に
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
死
に

花
を
咲
か
す
」
と
い
う
こ
と
ば
さ
え
あ
り
ま
す
。

と
言
う
。

　
「
と
こ
と
ん
ま
で
咲
き
き
っ
て
、
あ
る
時
期
が
来
た
ら
一
瞬
に
し
て
、
一
斉
の
思
い
切
っ
て
散
っ
て
い
く
」。「
生
き
き
っ
て
身
を

捨
て
る
と
い
う
散
り
際
の
よ
（
（
（
さ
」。
そ
こ
に
、
無
常
へ
の
悲
嘆
は
な
（
（
（
い
。



二
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た
だ
し
、
こ
の
歌
は
、
実
は
八
十
二
段
、
あ
る
人
の
詠
。
そ
れ
は
恐
ら
く
は
在
原
業
平
で
あ
ろ
う
「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
の
詠

歌
、

　
　

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

に
対
す
る
返
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

な
ら
ば
、
そ
の
歌
の
主
、『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
、
そ
の
人
の
歌
の
場
合
は
い
か
が
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

馬
頭
の
唱
和
（
独
詠
）。
一
首
全
体
を
構
成
す
る
の
は
、「
…
…
せ
ば
…
…
ま
し
」
の
反
実
仮
想
の
構
文
。
も
し
も
世
の
中
か
ら

桜
が
な
く
な
っ
た
ら
、
と
い
う
大
胆
な
仮
想
を
通
し
て
、
逆
に
現
実
の
真
相
を
と
ら
え
る
語
法
で
あ
る
。

　
「
世
の
中
に
」
の
歌
の
反
実
仮
想
を
、「
大
胆
な
仮
想
」
と
言
う
。
高
田
祐
彦
『
新
版　

古
今
和
歌
集　

現
代
語
訳
付
き
』
も
ま

た
、『
古
今
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
た
同
じ
歌
に
つ
い
て
、「
業
平
ら
し
い
、
奇
想
外
の
大
胆
な
仮
定
」
と
し
て
い
る
。

　

竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
も
、
同
じ
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
解
を
与
え
て
い
る
。

『
余
材
抄
』
が
「
咲
を
ま
ち
、
ち
る
を
を
し
み
、
さ
か
り
な
る
ほ
ど
も
雨
も
い
と
ひ
、
か
ぜ
を
い
と
ひ
お
そ
れ
な
ど
、
愛
す
る
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あ
ま
り
に
心
の
い
と
ま
な
き
よ
り
」
詠
ん
だ
と
解
し
て
い
る
の
が
素
直
で
、
従
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
よ
う
な
事
象
を
豪
快
に

「
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
」
と
観
念
的
に
仮
想
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
承
け
て
こ
れ
も
一
挙
に
「
春
の
心
は
の
ど

け
か
ら
ま
し
」
と
結
ぶ
と
こ
ろ
、
き
わ
め
て
直
線
的
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
、「
世
の
中
に
」「
た
え

て
」
と
い
っ
た
語
句
は
、
一
首
全
体
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
な
く
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、「
な
か
り
せ
ば
」
は
調
子
か
ら

い
っ
て
長
く
、「
春
の
心
」
は
こ
れ
又
は
な
は
だ
作
者
の
実
感
か
ら
ほ
ど
遠
い
概
括
的
な
と
ら
え
方
の
語
句
で
あ
る
。
業
平
の

個
性
の
よ
く
出
た
歌
で
あ
る
。

　
「
世
の
中
に
」
の
歌
は
、「
豪
快
に
」「
観
念
的
に
仮
想
し
て
し
ま
い
」、「
き
わ
め
て
直
線
的
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。

　

い
ず
れ
も
、
こ
の
歌
に
特
徴
的
な
「﹁
…
…
せ
ば
…
…
ま
し
﹂
の
反
実
仮
想
の
構
文
」
を
、「
大
胆
」
と
言
い
、「
豪
快
」
と
言

う
。
総
じ
て
こ
の
歌
も
、
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
さ
し
く
こ
れ
は
、「
散
れ
ば
こ
そ
」
の
歌
の
大
胆
に
対
応
す
る
と
言
い
得
る
か
も
知
れ
な
い
。「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り

せ
ば
」
と
い
う
、
こ
の
印
象
的
な
反
実
仮
想
は
、
確
か
に
五
十
段
「
あ
だ
く
ら
べ
」
の
反
実
仮
想
に
も
、
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
大
胆

な
も
の
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

八
十
二
段
の
「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
の
詠
歌
は
、
続
く
二
首
も
奇
想
天
外
、
気
宇
壮
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

二
次
会
、「
天
の
川
の
ほ
と
り
」
で
の
詠
、

　
　

狩
り
暮
ら
し
棚
機
つ
女
に
宿
借
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り
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「
天
の
川
」
の
地
名
か
ら
、
想
像
力
は
天
界
を
翔
り
、「
棚
機
つ
女
」
に
宿
を
乞
う
ま
で
に
至
る
。

　

三
次
会
、「
水
無
瀬
」
の
宮
に
帰
館
し
て
の
詠
。

　
　

飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
ゝ
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む

　

宴
席
を
立
っ
て
寝
所
に
入
ろ
う
と
さ
れ
た
「
惟
喬
の
親
王
」
を
引
き
止
め
る
に
、
親
王
を
月
に
喩
え
、
何
と
「
山
の
端
」
を
後
退

さ
せ
よ
う
と
言
う
の
で
あ
（
（
（
る
。
か
な
り
酒
が
入
っ
て
い
た
と
は
言
え
、
そ
の
発
想
は
、
や
は
り
大
胆
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
え
、「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
」
と
言
う
、
反
実
仮
想
に
始
ま
る
こ
の
歌
。
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
に
「
大

胆
」、「
豪
快
」
と
評
す
べ
き
歌
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四

　

一
首
は
、「
世
の
中
」
に
「
桜
」
の
無
い
こ
と
を
仮
想
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
な
ら
ば
、
何
故
、
そ
う
仮
想
す
る
の
か
。

　

こ
の
反
実
仮
想
の
結
末
は
、「
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」。
一
方
、
そ
の
反
実
仮
想
に
対
す
る
事
実
は
、「
世
の
中
」
に
「
桜
」

あ
る
故
に
、「
春
の
心
」
は
「
の
ど
け
か
ら
ず
」、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
首
の
反
実
仮
想
を
裏
返
す
な
ら
ば
、
こ
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の
時
の
「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
の
心
は
、「
の
ど
け
」
く
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
歌
は
、
少
く
と
も
そ
の
始
発

に
お
い
て
は
「
大
胆
」、「
豪
快
」
な
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
そ
の
院
の
桜
こ
と
に
面
白
し
」
と
い
う
「
桜
の
花
盛
り
」
を
前
に
、
彼
の
心
は
「
の
ど
け
」
く
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
何
故
、

「
の
ど
け
」
く
な
か
っ
た
の
か
。

　
「
こ
の
歌
の
桜
は
、
ま
さ
し
く
親
王
の
比
喩
で
あ
る
」（
窪
田
空
穂
『
伊
勢
物
語
評
釈
』）
云
々
の
寓
意
は
さ
て
置
き
、
そ
の
直
接

的
契
機
に
つ
い
て
、
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』
は
、
桜
を
「
愛
す
る
あ
ま
り
に
心
い
と
ま
な
き
よ
り
」
と
言
う
。

　

同
様
の
見
解
は
同
じ
く
『
勢
語
臆
断
』
に
も
見
え
る
。

春
来
て
は
い
つ
か
と
待
ち
て
、
咲
け
ば
う
つ
ろ
は
ん
こ
と
を
思
ひ
、
雨
を
い
と
ひ
、
風
を
う
ら
み
、
散
り
果
て
ぬ
れ
ば
名
残
り

を
思
ふ
ま
で
、
春
の
心
づ
か
ひ
、
の
ど
か
な
ら
ぬ
に
よ
り
て
、
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
、
深
く
愛
す
る
心
か
ら
か
く
は

詠
み
出
せ
り
。

　

諸
注
、
多
く
こ
の
解
を
襲
う
が
、
こ
の
解
釈
は
『
徒
然
草
』
十
九
段
の
主
張
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
（
（
（
る
。

花
も
や
う
や
う
け
し
き
だ
つ
ほ
ど
こ
そ
あ
れ
、
折
し
も
雨
風
う
ち
つ
ゞ
き
て
、
心
あ
わ
た
ゝ
し
く
散
り
過
ぎ
ぬ
。
青
葉
に
な
り

行
く
ま
で
、
よ
ろ
づ
に
た
ゞ
心
を
の
み
ぞ
悩
ま
す
。
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両
者
は
恐
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
『
徒
然
草
』
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら

ば
、
こ
の
時
の
「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
は
「
花
」
に
「
た
ゞ
心
を
の
み
ぞ
悩
ま
す
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ

う
。

　

諸
書
も
、
こ
の
解
に
従
っ
て
、
疑
い
を
挟
ま
な
（
（
（
い
。

　

俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』
も
、
や
は
り
そ
う
し
た
通
説
を
、
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

　

こ
の
世
の
中
に
、
桜
の
花
と
い
う
も
の
が
も
し
全
く
な
か
っ
た
ら
、
春
の
心
は
、
の
ん
び
り
と
の
ど
か
で
あ
る
の
に
な
あ

…
…
。

　

春
に
な
る
と
私
た
ち
は
、
桜
の
開
花
は
ま
だ
か
ま
だ
か
と
待
ち
わ
び
る
。
そ
し
て
咲
い
た
ら
咲
い
た
で
、
妙
に
ウ
キ
ウ
キ

し
、
ま
た
、
散
り
や
し
な
い
か
と
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
。
風
雨
に
弱
い
こ
の
花
は
、
心
配
ど
お
り
で
あ
っ
た
と
い
う
ま
に
終
わ
っ
て

し
ま
い
、
み
ん
な
、
が
っ
か
り
。
ま
っ
た
く
、
人
の
心
を
騒
が
せ
る
花
だ
。

　

わ
か
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
毎
年
の
よ
う
に
、
こ
の
「
ま
だ
か
ま
だ
か
、
ウ
キ
ウ
キ
、
ハ
ラ
ハ
ラ
、
が
っ
か
り
」
は
、
繰
り

返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
右
の
一
首
は
、
本
当
に
桜
が
な
く
な
れ
ば
い
い
、
と
い
う
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
ん
な
に
も
私
た
ち
の
心

を
乱
す
桜
の
は
な
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
い
う
言
い
方
で
、
そ
の
魅
力
と
い
う
も
の
を
、
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

桜
を
前
に
、
こ
の
男
の
心
は
、「
ま
だ
か
ま
だ
か
、
ウ
キ
ウ
キ
、
ハ
ラ
ハ
ラ
、
が
っ
か
り
」
と
、「
の
ど
け
」
く
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
故
に
「
本
当
に
桜
が
な
く
な
れ
ば
い
い
」
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
こ
ん
な
に
も

私
た
ち
の
心
を
乱
す
桜
の
花
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
い
う
言
い
方
で
、
そ
の
魅
力
と
い
う
も
の
を
、
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
と

反
転
し
て
行
く
の
で
あ
（
（
（
る
。
そ
れ
は
『
勢
語
臆
断
』
言
う
と
こ
ろ
の
、
桜
を
「
深
く
愛
す
る
心
か
ら
か
く
は
詠
み
出
せ
り
」
と
い
う

理
解
に
繋
が
っ
て
行
く
。
す
な
わ
ち
、
反
実
仮
想
に
よ
る
こ
の
歌
は
、
桜
を
「
深
く
愛
す
る
心
か
ら
」、「
春
の
心
づ
か
ひ
、
の
ど
か

な
ら
ぬ
に
よ
り
て
、
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
と
」「
詠
み
出
」
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
。

　

し
か
し
、
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。「
桜
の
花
盛
り
」
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、「
春
来
て
は
い
つ
か
と
待
ち
て
」

か
ら
思
い
起
こ
し
て
、「
春
の
心
づ
か
ひ
、
の
ど
か
な
ら
ぬ
」
と
言
う
の
は
、
些
か
迂
遠
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
さ
し
く
そ
れ
こ
そ

が
、「
は
な
は
だ
作
者
の
実
感
か
ら
ほ
ど
遠
い
概
括
的
な
と
ら
え
方
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
。

　

目
崎
徳
衛
『
在
原
業
平
・
小
野
小
町
』
も
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

さ
て
こ
の
歌
は
、
試
み
に
窪
田
空
穂
（「
古
今
和
歌
集
評
釈
」）
の
逐
語
訳
を
引
け
ば
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
。

世
の
中
に
、
も
し
一
向
に
桜
の
花
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
春
の
季
節
に
お
け
る
わ
が
心
は
、
落
ち
つ
い
て
、
の
ど
か
な
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

何
と
い
う
興
醒
め
す
る
歌
意
で
あ
ろ
う
！
し
か
し
、
ど
う
か
性
急
に
意
味
を
把
え
よ
う
と
せ
ず
に
、
む
し
ろ
意
味
な
ど
度
外

視
し
て
幾
度
か
口
誦
ん
で
ほ
し
い
。
無
残
な
語
釈
を
拒
絶
す
る
深
い
哀
愁
が
、
豊
饒
な
調
べ
を
通
し
て
胸
に
滲
み
入
っ
て
は
来

な
い
だ
ろ
う
か
。



二
八

　

同
じ
窪
田
空
穂
『
伊
勢
物
語
評
釈
』
は
、「
桜
花
は
盛
り
が
短
い
上
に
、
そ
の
咲
く
頃
は
風
雨
が
多
く
、
人
を
憧
れ
さ
せ
る
花
は

憧
れ
に
の
み
終
わ
ら
せ
よ
う
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
」
と
説
く
。

　
「
何
と
い
う
興
醒
め
す
る
歌
意
で
あ
ろ
う
！
」。
そ
ん
な
、
通
り
一
遍
の
「
概
括
的
な
と
ら
え
方
」
を
し
た
歌
を
、
彼
は
詠
も
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
歌
に
、「
無
残
な
語
釈
を
拒
絶
す
る
深
い
哀
愁
」
あ
り
と
す
れ
ば
、
一
体
そ
れ
は
、
ど
こ
か
ら
来

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
、
一
つ
の
参
考
と
し
て
考
え
る
べ
き
は
、
こ
の
歌
に
対
し
て
詠
ま
れ
た
、
あ
る
人
の
歌
で
あ
る
。

　
　

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ゞ
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
何
か
久
し
か
る
べ
き

　

こ
の
歌
を
、「
世
の
中
に
」
の
歌
へ
の
返
歌
と
し
て
も
う
一
度
見
直
し
て
み
る
。

　

一
首
は
、「
散
れ
ば
こ
そ
い
と
ゞ
桜
は
め
で
た
け
れ
」
と
歌
い
出
す
。
係
り
結
び
に
よ
る
強
調
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
勿
論
、「
世
の

中
に
」
の
歌
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
は
、
前
引
の
箇
所
に
先
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
の
歌
の
意
は
、
前
の
歌
を
承
け
て
、
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
、
心
の
ど
か
な
ら
ず
、
わ
ろ
し
、
と
そ
こ
に
は
の
た
ま
へ

ど
、
我
は
さ
や
う
に
思
は
ず
。
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「
散
れ
ば
こ
そ
」「
め
で
た
け
れ
」
と
詠
ま
れ
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
前
の
歌
」
が
「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
、
心
の

ど
か
な
ら
ず
、
わ
ろ
し
」
と
歌
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
異
議
を
唱
え
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
う
。
だ
と
す
れ
ば
、「
前
の
歌
」、

「
世
の
中
に
」
の
歌
の
「
心
の
ど
か
な
ら
ず
」
の
原
因
は
、「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
は
、
眼
前
の
「
桜
」
に
、
し
か
も
そ
れ
が
「
花
盛
り
」
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の

「
花
の
早
く
散
る
」
こ
と
を
想
っ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
「
散
れ
ば
こ
そ
」
と
詠
ん
で
返
し
た
あ
る
人
は
、「
世
の
中
に
」
の
歌
を

「
花
の
早
く
散
る
」
不
安
を
詠
じ
た
も
の
と
受
け
取
っ
た
。

　
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
は
、「
世
の
中
に
」
の
歌
を
、

桜
の
花
の
言
ひ
知
ら
ぬ
を
賞
づ
る
心
に
は
、
雨
を
い
と
ひ
、
風
を
う
ら
み
、
散
る
を
惜
し
み
な
ど
、
心
静
か
な
ら
ず
。
も
の
思

ふ
に
つ
け
て
、
一
向
に
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
咲
か
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
春
の
心
は
の
ど
か
に
て
よ
か
ら
ん
と
言
へ
る
也
。
こ
れ

は
あ
ま
り
に
深
く
賞
づ
る
よ
り
、
移
ろ
ふ
う
ら
み
の
苦
し
さ
に
、
愚
か
に
も
、
ふ
と
か
く
思
へ
る
情
を
述
べ
た
る
歌
也
。

と
、
通
説
を
踏
襲
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
に
も
拘
ら
ず
、「
散
れ
ば
こ
そ
」
の
歌
の
理
解
に
お
い
て
、「
前
の
歌
を
承
け

て
、
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
、「
世
の
中
に
」
の
歌
に
遡
及
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で

は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、「
世
の
中
に
」
の
歌
に
お
い
て
、
こ
の
男
の
心
は
、「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
、
心
の
ど
か
な
ら
ず
」

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
、
心
の
ど
か
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
詠
む
歌
は
、
そ
の
例
少
し
と
し
な
い
。



三
〇

　
　
　
　
　

桜
の
花
の
散
る
を
詠
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
友
則

　
　

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
ひ
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
・
八
四
）

　
「
の
ど
け
き
」
は
ず
の
「
春
の
ひ
」
に
、「
花
の
散
る
」、
そ
れ
は
一
体
、
ど
う
し
た
こ
と
か
。
そ
の
情
景
を
、「
し
づ
心
な
し
」

と
、
こ
の
歌
は
歌
う
。

　

一
般
に
、
こ
の
「
春
の
ひ
」
の
「
ひ
」
は
、
暦
日
の
「
日
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
同
じ
『
古
今
和
歌
集
』、

二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
聞
え
け
る
時
、

正
月
三
日
お
ま
へ
に
召
し
て
、
仰
せ
言
あ
る
あ
ひ
だ
に
、

日
は
照
り
な
が
ら
雪
の
頭
に
降
り
か
ゝ
り
け
る
を
詠
ま

せ
給
ひ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
屋
康
秀

　
　

春
の
ひ
の
光
に
当
る
我
な
れ
ど
頭
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き�

（
巻
一
・
八
）
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等
に
微
し
て
、
む
し
ろ
「
陽
、
陽
光
、
陽
射
し
」、
す
な
わ
ち
「
春
の
陽
」
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か（（（
（

。「
春
の
陽
の
光
に
当
る
我
な

れ
ど
」
と
言
う
、
こ
の
歌
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
ひ
に
」
は
、「
春
の
陽
の
光
に
当
る
花
な
れ
ど
」

と
い
う
意
味
を
含
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。「
の
ん
び
り
し
た
春
の
陽
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
気
ぜ
わ
し
く
桜
が
散
り
急

ぐ
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
」。

　
「
世
の
中
に
」
の
歌
の
「
春
の
心
」
に
対
し
て
「
春
の
陽
」、「
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
に
対
し
て
「
光
の
ど
け
き
」、「
心
の
ど
か
な

ら
ず
」
を
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
と
歌
っ
て
、
あ
た
か
も
「
世
の
中
に
」
の
歌
を
裏
返
し
た
よ
う
な
こ
の
歌
は
、「
桜
の

花
の
散
る
を
詠
め
る
」
も
の
。
こ
の
歌
の
「
心
の
ど
か
な
ら
ず
」
は
、
や
は
り
「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

桜
の
花
の
散
り
け
る
を
詠
み
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貫
之

　
　

こ
と
な
ら
ば
咲
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
桜
花
見
る
我
さ
へ
に
し
づ
心
な
し�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
・
八
二
）

　
「
桜
花
見
る
我
」
は
、
や
は
り
「
し
づ
心
な
し
」
と
歌
う
。
理
由
は
無
論
、「
桜
の
花
の
散
り
け
る
」
故
。
そ
こ
で
貫
之
は
、
同
じ

こ
と
な
ら
ば
咲
か
な
い
で
く
れ
な
い
か
と
、
花
に
誂
え
る
。
反
実
仮
想
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
は
「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り

せ
ば
」
に
も
通
う
。

　

あ
る
い
は
、

　



三
二

　
　

待
て
と
い
ふ
に
散
ら
で
し
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
何
を
桜
に
思
ひ
益
さ
ま
し�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
・
七
〇
）

　
一
首
の
仕
立
て
は
、「
世
の
中
に
」
の
歌
と
同
じ
反
実
仮
想
の
構
文
で
、「
何
を
桜
に
思
ひ
益
」
す
の
か
、
と
問
う
。
こ
れ
も
「
桜
」

が
「
散
ら
で
」「
と
ま
」
ら
ぬ
故
で
あ
る
。
そ
れ
を
何
と
か
留
め
よ
う
と
、
こ
の
歌
で
は
、「
待
て
」
と
桜
に
命
じ
る
こ
と
を
仮
想
し

た
。

　

こ
れ
に
似
た
発
想
の
歌
は
、『
新
撰
萬
葉
集
』
に
も
見
え
る
。

　
　

散
る
花
の
待
て
ゝ
ふ
こ
と
を
知
ら
ま
せ
ば
春
は
行
く
と
も
惜
し
ま
ざ
ら
ま
し�

（
巻
下
・
二
六
七
）

　　

あ
る
い
は
、
醍
醐
天
皇
『
亭
子
院
歌
合
』。

　
　

春
風
の
吹
か
ぬ
世
に
だ
に
あ
ら
ま
せ
ば
心
の
ど
か
に
花
は
見
て
ま
し

　

い
ず
れ
も
同
工
異
曲
の
反
実
仮
想
。「
何
を
桜
に
思
ひ
益
さ
ま
し
」、「
春
は
行
く
と
も
惜
し
ま
ざ
ら
ま
し
」、「
心
の
ど
か
に
花
は

見
て
ま
し
」。
こ
れ
ら
に
、『
伊
勢
物
語
』「
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
を
対
照
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
歌
わ
ん
と
し
た
と
こ
ろ

も
、
自
ら
類
推
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

人
は
、
散
る
桜
を
見
て
、「
心
の
ど
か
」
に
は
い
ら
れ
な
い
。
花
の
散
る
の
を
惜
し
み
、
何
と
か
そ
れ
を
押
し
留
め
よ
う
と
、
あ
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の
手
こ
の
手
の
策
を
弄
す
る
。「
一
体
、
ど
う
し
て
」
と
花
に
問
い
、「
待
て
」
と
命
ず
る
。
あ
る
い
は
、
い
っ
そ
咲
か
な
い
で
く
れ

た
ら
と
仮
想
し
、
花
を
散
ら
す
「
春
風
」
の
方
を
無
く
そ
う
と
夢
想
し
た
り
す
る
。
い
ず
れ
も
、
反
実
仮
想
。
こ
う
し
て
見
る
な
ら

ば
、「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
」
の
反
実
仮
想
も
、「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
」
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
考
え
ら

れ
て
来
る
。

　

八
十
二
段
、「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
は
、「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
、
心
の
ど
か
な
ら
ず
」
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
眼
前
の
桜
に
、
彼
は
ふ
と
、
そ
の
花
の
散
る
こ
と
を
想
っ
た
の
で
あ
る
。
今
は
爛
漫
と
咲
き
誇
る
「
桜
の
花
盛
り
」
で
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
桜
が
散
っ
て
し
ま
う
不
安
に
、
彼
は
襲
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。「
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
と
言
う
裏
側
に

は
、
今
を
盛
り
と
咲
き
匂
う
桜
も
い
つ
何
時
散
る
か
知
れ
な
い
、
そ
う
い
う
不
安
や
焦
燥
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
挙
げ
た
諸
例
は
、
い
ず
れ
も
桜
の
花
が
現
に
散
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
詠
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
世
の

中
に
」
の
歌
だ
け
が
、
独
り
、「
桜
の
花
盛
り
」
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
刮
目
し

て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
満
開
の
桜
に
落
花
を
思
っ
た
。
全
盛
の
中
に
、
滅
亡
の
不
安
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
と
い

う
繊
細
な
感
受
性
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
繊
細
過
ぎ
る
感
受
性
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

　

忽
ち
に
、
同
席
の
あ
る
人
が
そ
れ
に
反
応
し
た
。「
我
は
さ
や
う
に
思
は
ず
」。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
散
る
か
ら
こ
そ
、
桜
は
見

事
な
の
だ
。「
こ
の
憂
き
事
あ
る
世
に
、
ど
ふ
し
て
か
久
し
か
る
べ
き
」。「
早
く
見
切
り
て
散
る
も
こ
と
わ
り
」。

　

一
座
は
、
苟
し
く
も
惟
喬
親
王
を
戴
い
た
花
見
の
宴
で
あ
る
。
座
が
不
吉
に
流
れ
て
は
い
け
な
い
。
あ
る
人
は
即
座
に
、「
馬
の

頭
な
り
け
る
人
」
の
弱
気
を
引
き
取
っ
て
、
一
座
の
気
分
を
立
て
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
、『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
以
下
古
注
で
は
、「
有
常
哥
也
」
等
と
し
て
、
こ
の
あ
る
人
を
、「
紀
有
常
」
で
あ
る



三
四

と
す
る
。「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
在
原
業
平
の
舅
に
当
る
人
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
段
で
は
、
終
始
女
婿
業
平
の
諫
め
役
、
な
だ
め

役
を
務
め
て
い
る
。

　

二
次
会
、
業
平
の
「
狩
り
暮
ら
し
棚
機
つ
女
に
宿
借
ら
む
」
の
歌
に
対
し
て
、
彼
は
、
惟
喬
親
王
の
窮
地
を
救
い
つ
つ
、

　
　

一
と
せ
に
一
た
び
来
ま
す
君
待
て
ば
宿
貸
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

と
切
り
返
し
た
。「
棚
機
つ
女
」
は
、「
一
と
せ
に
一
た
び
来
ま
す
」
宮
様
を
お
待
ち
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
如
き
に
宿
を
貸

す
よ
う
な
人
な
ど
い
る
は
ず
も
な
い
。
有
常
は
「
棚
機
つ
女
に
宿
借
ら
む
」
と
い
う
、
業
平
の
大
袈
裟
な
気
負
い
の
一
枚
上
を
行
っ

て
、
当
日
の
主
賓
惟
喬
親
王
を
、
彦
星
に
見
立
て
て
持
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

続
く
、
三
次
会
。「
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」。
業
平
は
、「
飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
ゝ
か
」
と
、
惟
喬
親

王
を
月
に
譬
え
た
上
で
、
さ
ら
に
思
い
切
っ
た
譬
喩
を
弄
ん
で
、
親
王
を
引
き
止
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
宮
様
は
す
で
に
お
疲

れ
。
苦
労
人
の
有
常
は
、
業
平
の
譬
喩
に
輪
を
か
け
た
豪
胆
さ
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
。

　
　

お
し
な
べ
て
峰
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
ゝ
む
山
の
端
無
く
ば
月
も
入
ら
じ
を

　
「
山
の
端
逃
げ
て
」
は
愚
か
、「
山
の
端
無
く
ば
」
と
仮
想
し
た
。「
逃
げ
て
」
で
は
ま
だ
ま
だ
、
同
じ
言
う
な
ら
、
無
く
し
て
し

ま
え
ぐ
ら
い
言
っ
た
ら
ど
う
か
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。「
山
の
端
逃
げ
て
」
が
無
理
だ
と
す
れ
ば
、「
山
の
端
無
く
ば
」
と
い
う
の
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五

は
一
層
有
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
月
の
入
る
の
を
留
め
る
の
は
無
理
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
を
し
て
も
無
理

な
ら
ば
、
致
し
方
無
い
。
こ
こ
に
、
親
王
は
心
置
き
な
く
寝
所
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
。
終
わ
り
よ
け
れ
ば
す
べ
て
よ
し
。
永
か
っ

た
春
の
一
日
も
、
こ
う
し
て
無
事
幕
を
降
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
段
で
業
平
は
案
に
相
違
し
て
気
弱
な
と
こ
ろ
を
垣
間
見
せ
る
。
同
じ
反
実
仮
想
で
も
、
有
常
は

「
桜
」
は
愚
か
、「
山
の
端
」
ま
で
無
く
し
て
し
ま
う
。
一
回
り
も
二
回
り
も
豪
胆
と
言
う
べ
き
は
、
舅
有
常
の
方
で
あ
っ
た
。

　
「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば
」。

　

満
開
の
桜
に
、
そ
の
散
る
こ
と
を
想
う
、
と
は
感
傷
で
あ
る
。

　
「
ゆ
く
水
と
す
ぐ
る
よ
は
ひ
と
散
る
花
と
」
と
歌
っ
た
勇
ま
し
さ
は
こ
こ
に
は
無
い
。「
桜
花
今
日
こ
そ
か
く
は
匂
ふ
と
も
」
と
言

う
強
気
の
攻
め
も
無
い
。
恋
に
お
い
て
は
、
そ
の
胆
、
大
に
し
て
盤
石
の
気
概
を
持
っ
て
突
き
進
む
『
伊
勢
物
語
』
の
男
も
、
一
方

で
は
こ
の
よ
う
に
意
外
に
繊
細
懦
弱
な
一
面
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

五

　

そ
も
そ
も
、
一
首
の
歌
い
出
し
、「
世
の
中
に
」
の
「
世
の
中
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。「
世
の
中
に
た
え
て
桜

の
無
か
り
せ
ば
」
と
言
う
の
は
、
果
し
て
「
も
し
も
世
の
中
か
ら
桜
が
な
く
な
っ
た
ら
、
と
い
う
大
胆
な
仮
想
」
と
言
う
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。



三
六

　
「
世
の
中
」。

　
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
、「
よ
の
な
か
」
は
、
多
く
「
世
間
」
と
表
記
さ
れ
る
。

　
　

世よ
の

間な
か

を
常
無
き
も
の
と
今
そ
知
る
奈
良
の
都
の
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば�

（
巻
六
・
一
〇
四
五
）

　
　

世よ
の

間な
か

の
常
無
き
こ
と
は
知
る
ら
む
を
心
尽
す
な
ま
す
ら
を
に
し
て�

（
大
伴
家
持
・
巻
十
九
・
四
二
一
六
）

　
「
世
の
中
」
即
「
世
間
」。
そ
し
て
、
そ
の
「
世よ
の

間な
か

」
は
、「
常
無
し
」
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
引
大
伴
家
持
の
嘆
じ
た
、「
世

間
無
常
」
で
あ
る
。
家
持
は
そ
の
「
世
間
無
常
」
を
、「
世
の
中
は
常
無
き
も
の
」
と
「
悲
し
」
ん
だ
。

　
「
世
間
無
常
」
と
は
、
当
時
の
仏
教
の
力
説
す
る
と
こ
ろ
。「
世
間
無
常
」
の
句
は
、『
仏
説
長
阿
含
経
』、『
大
般
涅
槃
経
』、『
雑

阿
含
経
』、『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』、『
魔
訶
般
若
波
羅
蜜
多
経
』、『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
等
の
仏
典
に
頻
出
す
る
。

世
間
と
い
う
言
葉
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
の
は
漢
訳
経
典
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
最
初
仏
教
哲
学
に
お
け
る
一
定
の
概
念
を

担
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
哲
学
の
根
本
命
題
は
「
世
間
無
常
」
で
あ
る
。
世
間
は
無
常
と
い
ふ
賓
辞
に
限
定
せ
ら
れ
た
も

の
と
し
て
の
み
把
握
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
事
情
の
下
に
日
本
人
は
、
千
数
百
年
前
に
、「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」（
上
宮
聖
徳

法
王
帝
説
。
天
寿
国
繍
帳
銘
文
）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
世
間
の
概
念
を
受
け
取
っ
た
。

�

（
和
辻
哲
郎
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』）
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三
七

　

そ
し
て
、
そ
の
「
世
間
無
常
」
の
感
受
性
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
に
も
受
け
継
が
れ
て
行
く
。

　　
　

恋
ひ
死
な
ば
誰
が
名
は
立
た
じ
世
の
中
の
常
無
き
も
の
と
言
ひ
は
な
す
と
も�

（
清
原
深
養
父
・
巻
十
二
・
二
六
〇
三
）

　
　

　
　

世
の
中
は
何
か
常
な
る
飛
鳥
川
昨
日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
と
な
る�

（
巻
十
八
・
九
三
三
）

　
「
世
間
」
は
「
無
常
」。
つ
ま
り
、「
世
の
中
」
と
は
、
無
常
の
世
の
中
な
の
で
あ
っ
た
。

　

と
す
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』「
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば
」
と
言
う
、
そ
の
「
世
の
中
」
と
は
、
一
般
に
言
う
「
概
括

的
」
な
「
世
の
中
」
な
の
で
は
な
く
て
、「
常
無
し
」、「
無
常
」
に
直
結
す
る
と
こ
ろ
の
「
世
の
中
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
（
（（
（
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば
」
と
言
う
の
は
、
桜
を
「
愛
す
る
あ
ま
り
」、
そ
の
非
在
を
「
観
念
的
に
仮
想

し
」
た
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
、
結
果
的
に
そ
う
な
る
に
し
て
も
、
桜
へ
の
愛
着
を
強
調
す
る
た
め
に
、

「
も
し
も
世
の
中
か
ら
桜
が
無
く
な
っ
た
ら
」
と
一
時
的
に
仮
想
し
て
み
る
と
い
う
、
言
わ
ば
思
考
実
験
を
仮
構
し
た
よ
う
な
も
の

で
も
な
か
っ
た
。

　
「
世
の
中
」、
無
常
の
定
め
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
の
世
に
あ
る
以
上
、
や
が
て
花
も
散
る
。
こ
の
歌
は
、
そ
れ
を
予
感
す
る
と
き

の
、
不
安
と
焦
燥
を
詠
も
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
桜
の
花
の
早
く
散
る
ゆ
ゑ
に
、
心
の
ど
か
な
ら
ず
」。
い
っ
そ
、
そ

の
桜
が
無
く
な
っ
た
な
ら
、
そ
の
不
安
と
焦
燥
も
消
え
よ
う
け
れ
ど
…
。



三
八

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

　

そ
れ
は
、
も
の
皆
移
ろ
う
、
こ
の
無
常
の
世
か
ら
、
す
っ
か
り
桜
が
消
え
て
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
そ
の
移
ろ
い
散
る
の

に
平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
、
こ
の
春
の
心
は
の
ど
か
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
し
か
し
、
そ
れ
は
叶
わ
ぬ
こ
と
だ
か
ら
、
心
騒
ぎ
を
抑
え

る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
歌
意
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
の
、「
は
な
は
だ
作
者
の
実
感
か
ら
ほ
ど
遠
い
概
括
的
な
と
ら
え
方
」
と
い
う
評
は
、「
世
の
中
」
の
語
の
、
そ

れ
こ
そ
「
概
括
的
」
な
理
解
に
因
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
「
世
の
中
に
」。

　

彼
は
、「
桜
の
花
盛
り
」
に
、
無
常
、
す
な
わ
ち
花
の
散
る
こ
と
を
想
っ
た
。
桜
の
花
の
満
開
の
只
中
に
、
無
常
を
感
じ
た
の
で

あ
る（（（
（

。

　

そ
れ
は
ま
さ
し
く
繊
細
に
し
て
懦
弱
な
感
性
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
は
、
何
し
ろ
人
一
倍
敏
感
な
男
な
の
で
あ
っ
た
。
過
ぎ
て
行
く
月
日
に
さ
え
、
平
静
で
は
い
ら
れ

な
か
っ
（
（（
（
た
。

　
　
　

昔
、
月
日
の
ゆ
く
を
さ
へ
嘆
く
男
、
三
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、

　
　
　
　

を
し
め
ど
も
春
の
か
ぎ
り
の
今
日
の
日
の
夕
暮
に
さ
へ
な
り
に
け
る
か
な�

（
九
十
一
段
）
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そ
し
て
、
そ
の
月
日
が
重
な
れ
ば
老
い
と
な
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
こ
の
男
の
感
傷
を
刺
激
す
る
。

　
　
　

昔
、
い
と
若
き
に
は
あ
ら
ぬ
、
こ
れ
か
れ
友
だ
ち
ど
も
集
り
て
、
月
を
見
て
、
そ
れ
が
な
か
に
ひ
と
り
、

　
　
　
　

お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
つ
も
れ
ば
人
の
老
い
と
な
る
も
の�

（
八
十
八
段
）

　

男
は
、
友
と
共
に
名
月
を
賞
で
て
も
、
独
り
感
傷
に
囚
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
老
い
の
先
に
は
死
が
控
え
る
。
死
に
瀕
す
る
母
か
ら
の
危
急
の
便
り
に
、
周
章
狼
狽
、
こ
の
男
が
人
世
の
無
常
を
痛
感

す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

昔
、
男
あ
り
け
り
。
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
む
宮
な
り
け
る
。
そ
の
母
、
長
岡
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
住
み
給
ひ
け
り
。
子

は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
ず
。
ひ
と
つ
子
に
さ
へ
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
か
な
し

う
し
給
ひ
け
り
。
さ
る
に
、
十
二
月
ば
か
り
に
、
と
み
の
こ
と
と
て
、
御
ふ
み
あ
り
。
お
ど
ろ
き
て
見
れ
ば
、
歌
あ
り
。

　
　

老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
〳
〵
見
ま
く
ほ
し
き
君
か
な

か
の
子
、
い
た
う
う
ち
泣
き
て
よ
め
る
。

　
　

世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
無
く
も
が
な
千
代
も
と
い
の
る
人
の
子
の
た
め�

（
八
十
四
段
）



四
〇

　

無
論
、
歌
に
詠
ま
れ
た
「
世
の
中
」
と
は
、「
世
間
無
常
」
の
「
世
の
中
」
で
あ
る
。

　

諸
注
の
、

　
　

我
が
上
を
言
は
ず
、
世
間
の
人
の
子
の
心
を
言
へ
る
玄
妙
な
り
。
か
く
言
へ
る
う
ち
に
、
我
が
事
は
こ
も
れ
り
。

�

（『
古
今
栄
雅
抄
』）

と
い
う
類
の
、
冗
長
な
解
釈
は
、
こ
こ
に
は
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

伊
勢
物
語
』
も
、
こ
の
、
男
の
返
歌
を
、「
母
の
長
寿
を
祈
る
詠
だ
が
、
概
念
的
な
歌
」
と
す

る
。『

古
今
集
』
に
も
載
っ
て
い
る
著
名
な
贈
答
で
あ
る
が
、
贈
歌
の
実
感
に
答
歌
が
追
い
つ
け
な
い
で
い
る
感
じ
が
強
い
。
息
子

に
会
い
た
く
て
た
ま
ら
な
い
母
親
と
、
仕
事
に
忙
し
い
息
子
と
の
、
食
い
違
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
「
世
の
中
に
」
の
答
歌
が
、
概
念
的
な
詠
に
と
ど
ま
っ
た
の
も
、
や
む
を
得
ぬ
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
男
の
返
歌
を
「
概
念
的
」
と
言
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
「
世
の
中
」
の
語
を
、「
世
の
中
に
死
と
い
う
避
け
ら
れ
ぬ
別
れ

が
な
け
れ
ば
よ
い
の
に
。」
と
、
そ
れ
こ
そ
「
概
念
的
な
」
意
味
に
捉
え
た
こ
と
に
起
因
す
る
誤
解
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
（
（（
（
う
。
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「
世
間
無
常
」。
母
親
か
ら
の
危
急
の
便
り
を
受
け
て
、「
世
の
中
」
の
無
常
を
痛
感
す
る
息
子
の
心
情
を
想
う
と
き
、
そ
の
「
世

の
中
に
」、「
さ
ら
ぬ
別
れ
の
無
く
も
が
な
」
と
詠
じ
る
し
か
な
か
っ
た
彼
の
願
い
は
、
い
よ
い
よ
哀
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
さ

れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
八
十
四
段
「
世
の
中
に
」
の
歌
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
こ
の
歌
が
八
十
二
段
「
世
の
中
に
」
の
歌
と
殆
ど
同
じ

構
造
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
付
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、「
世
の
中
に
」
と
い
う
歌
い
出
し
、
こ
れ
が
共
に
「
世
間
無
常
」
の
「
世
の
中
」
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
「
世
の
中
」
に
あ
っ
て
は
、
花
に
も
人
に
も
「
さ
ら
ぬ
別
れ
」
の
必
然
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
へ
の
不
安
と
焦

燥
。
さ
ら
に
そ
の
不
安
ご
と
、「
桜
」
も
「
さ
ら
ぬ
別
れ
」
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
夢
想
す
る
…
。

　
「
世
間
無
常
」。
花
は
散
り
、
人
は
死
ぬ
。
人
事
、
自
然
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
世
の
中
」
の
無
常
の
現
実
を
感
じ
る
と
き
、
男

は
、
平
静
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
想
い
を
た
だ
た
だ
歌
に
す
る
他
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、「
世
の
中
に
」
の
句
に
始
ま
る
両
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
人
事
自
然
、「
世
の
中
」
の
「
無
常
」
を
嘆
じ
た
、
こ
の
男
の
絶

唱
な
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
、「
概
括
的
」、「
概
念
的
」
等
と
評
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
無
く
も
が
な

　

男
は
、
母
の
死
を
前
に
、「
世
の
中
」
の
無
常
を
感
じ
て
、
悲
痛
で
あ
っ
た
。



四
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し
か
し
、

　
　

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
無
か
り
せ
ば

と
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
桜
の
花
盛
り
」
に
、
そ
の
無
常
を
想
う
。
母
の
死
と
同
じ
水
準
で
、
花
の
散
る
こ
と
を
想
っ
て
平

静
を
失
う
の
で
あ
（
（（
（
る
。

　

何
と
言
う
、
繊
細
懦
弱
。

　

す
な
わ
ち
、
恋
の
大
胆
と
は
裏
腹
の
、
こ
の
男
の
小
心
で
あ
る
。

注（
１
）「
ゆ
く
水
に
数
書
く
」
こ
と
の
典
拠
と
し
て
、『
涅
槃
経
』、「
是
身
無
常
」、「
亦
如
画
水
、
随
書
随
合
」
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
水
の
上
に
文
字
を
書
い
た
人
も
い
る
。
弘
法
大
師
空
海
で
あ
る
。
例
え
ば
、
東
寺
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
に
は
、「
童
申
さ
く

﹁
然
あ
れ
ば
、
そ
の
流
水
に
字
を
書
き
給
ひ
て
む
や
﹂
と
。
大
師
則
ち
彼
が
言
葉
に
従
ひ
て
清
水
を
讃
す
る
詩
を
書
き
給
ふ
に
、
文
点
乱

れ
ず
し
て
流
れ
下
り
け
り
」
等
と
あ
る
。

（
２
）
紀
友
則
の
詠
、

　
　
　

 

入
る
月
を
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
と
も
（
人
の
心
を
い
か
ゞ
頼
ま
む
）
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は
、『
伊
勢
物
語
』
八
十
二
段
、

　
　
　

 

飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
ゝ
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む

　
 

に
拠
る
か
。

（
３
）「
く
ら
べ
」
と
は
、「
競
ふ
遊
戯
に
「
ツ
こ
」「
ツ
く
ら
」
と
促
音
の
は
い
つ
た
接
尾
語
を
有
す
る
」
と
言
う
、「
ツ
こ
」「
ツ
く
ら
」
の

祖
形
で
あ
っ
た
（
前
田
勇
『
児
戯
叢
考
』）。

　
　
　

 

次　

勝
負
ノ
事
ニ
ハ
シ
リ
ク
ラ　

ミ
チ
コ
ク
ラ
ナ
ト
イ
ヘ
ル　

ク
ラ
如
何
（
中
略
）
ク
ラ
ヘ
ヲ
ク
ラ
ト
ハ
カ
リ
イ
ヘ
ル
歟

�

（『
名
語
記
』）

　

 

従
っ
て
、「
あ
だ
く
ら
べ
」
と
は
、「
あ
だ
っ
く
ら
」、「
あ
だ
ご
っ
こ
」
と
も
言
う
べ
き
「
勝
負
ノ
事
」、
す
な
わ
ち
「
あ
そ
び
」
で
あ
っ

た
。

（
４
）
大
岡
信
も
、
こ
の
歌
に
似
る
、『
古
今
和
歌
集
』、

　
　
　

 

残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
果
て
の
憂
け
れ
ば�

（
巻
二
・
七
一
）

　

 

の
歌
に
つ
い
て
、

こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
歌
だ
と
思
い
ま
す
、
桜
の
花
の
散
る
の
を
惜
し
む
と
い
う
歌
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
は
散
る
と
い

う
桜
の
花
の
特
徴
を
惜
し
む
形
で
な
く
て
、
む
し
ろ
散
る
の
な
ら
ば
全
部
さ
っ
さ
と
散
っ
て
く
れ
、
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま

す
。
実
は
そ
う
言
う
形
で
散
る
花
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
歌
そ
の
も
の
の
表
に
あ
ら
わ
れ
た
意
味
と
し
て
は
む
し
ろ
逆

で
、
残
り
な
く
す
っ
か
り
散
っ
て
し
ま
う
の
が
実
に
め
で
た
い
、
桜
の
花
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
実
際

桜
の
花
は
、
花
が
咲
い
て
あ
ま
り
長
い
期
間
は
と
ど
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
散
り
は
じ
め
る
と
あ
っ
と
い
う
ま
に
散
る
。
そ
れ

が
ま
た
次
か
ら
次
に
果
し
な
く
散
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
た
ち
ま
ち
散
り
尽
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
一
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種
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
花
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
の
作
者
も
そ
う
い
う
こ
と
を
実
感
に
即
し
て
感
じ
て

い
て
、
そ
れ
で
こ
の
歌
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
、
桜
の
花
が
仮
に
少
し
ず
つ
散
っ
て
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
状
態
だ
っ

た
ら
、
か
え
っ
て
醜
い
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
下
の
句
「
あ
り
て
世
の
中
は
て
の
う
け
れ
ば
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
い
ま
す
。

「
あ
り
て
」
は
桜
の
花
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
ら
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い
か
え
る
と
桜
の
花
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
う
し

ろ
に
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
…
…
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。
永
ら
え
て
い
る
と
世
の
中
に
起
き
る
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
は
終
り

が
醜
く
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
ふ
う
な
気
分
も
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。「
は
て
の
う
け
れ
ば
」
は
終
り
が
醜
い
も
の
だ
か

ら
、
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
歌
の
背
景
と
し
て
は
お
そ
ら
く
仏
教
的
な
思
想
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
言
わ
な

く
て
も
、
生
活
し
て
来
て
、
体
験
的
に
ど
う
も
人
間
と
い
う
の
は
い
つ
ま
で
も
命
に
し
が
み
つ
い
て
永
ら
え
て
い
る
と
終
り
は
あ
ま

り
よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
作
者
は
自
分
の
知
恵
と
し
て
も
っ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
つ
く
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
歌
と
し
て
そ
う
目
立
つ
歌
で
は
な
い
の
で
す
が
、
読
ん
で
み
る
と
気
に
か
か
る
歌
で
す
。
人
生
の
過
ご
し
方

に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
刺
を
含
ん
だ
思
想
を
も
自
分
の
腹
に
収
め
た
上
で
、
桜
の
花
が
さ
っ
さ
と
散
り
急
い
で
い
る
姿
を
、
そ
う
だ

そ
う
だ
、
散
る
ん
な
ら
さ
あ
っ
と
き
れ
い
に
散
っ
て
く
れ
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
背
後
に
人
生
が
感
じ
ら
れ

る
歌
で
す
。�

（『
四
季
の
歌　

恋
の
歌　

古
今
集
を
読
む
』）

　

 

と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）
こ
れ
は
、

化
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
辺
山
の
煙
立
ち
も
去
ら
で
の
み
住
み
果
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
も
の
ゝ
あ
は
れ
も
な
か
ら

む
。
世
は
定
め
無
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。�

（『
徒
然
草
』
第
七
段
）
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花
は
あ
だ
に
散
り
萎
れ
侍
れ
ば
こ
そ
、
心
な
き
世
の
無
常
も
す
ゝ
め
侍
れ
。
も
し
散
ら
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
う
た
て
侍
る
べ
し
。

�

（
心
敬
『
芝
草
』）

　
　

 

等
に
展
開
し
て
行
く
。

　

た
だ
し
、
佐
竹
昭
広
「
自
然
観
の
祖
型
」（『
萬
葉
集
再
読
』）
は
、『
徒
然
草
』
の
こ
の
段
を
引
き
、「
こ
の
自
然
観
、﹁
祈
り
ふ
し
の

移
り
か
は
る
﹂
を
﹁
あ
は
れ
﹂
と
観
照
す
る
こ
の
美
意
識
を
、﹁
う
つ
ろ
ひ
の
美
学
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
誰
し
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
言
い
、「
﹁
信
仰
的
趣
味
的
草
庵
﹂
の
自
然
観
は
、
兼
好
法
師
に
至
っ
て
つ
い
に
極
点
を
極
め
た
」
と
し
た
。
そ
し
て
、「
信
仰
的
趣

味
的
草
庵
」
に
先
立
つ
、
石
田
貞
吉
の
、
い
わ
ゆ
る
「
初
期
草
庵
」「
信
仰
的
草
庵
」
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、「
飛
花
落
葉
に
人
生
の
無

常
を
観
ず
る
思
念
は
あ
っ
て
も
、
飛
花
落
葉
の
自
然
を
楽
し
む
境
地
は
開
け
て
い
な
い
」
と
言
う
。

（
６
）
三
木
雅
博
「
嶋
田
忠
臣
と
在
原
業
平
―
漢
詩
が
和
歌
を
意
識
し
始
め
た
頃
―
」（『
平
安
朝
漢
文
学
鉤
沈
』
所
収
）
に
は
、「
あ
っ
と
い

う
間
に
西
へ
傾
く
月
を
、
何
と
か
沈
ま
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
表
現
」
の
類
例
が
探
査
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
中
務
、

　

咲
け
ば
散
る
咲
か
ね
ば
恋
し
山
桜
思
ひ
絶
え
せ
ぬ
花
の
う
へ
か
な�

（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
一
・
三
六
）

も
、
こ
れ
に
近
い
。

（
８
）
こ
の
解
釈
は
、
こ
の
「
世
の
中
に
」
の
歌
を
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
、
慈
円
「
詠
百
首
和
歌　
以
古
今
為
其
題
目
」、

春
の
心
の
ど
け
し
と
て
も
何
か
せ
む
絶
え
て
桜
の
無
き
世
な
り
せ
ば�

（『
拾
玉
集
』
巻
三
・
三
四
八
〇
）

に
溯
る
。

（
９
）
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
は
、
前
引
の
箇
所
に
続
け
て
、

「
春
の
心
」
は
、
生
命
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
春
の
景
物
に
と
り
こ
ま
れ
た
人
間
の
、
そ
の
時
節
を
過
ご
す
落
ち
着
き
が
た
い
心
。「
の
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ど
け
し
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
逆
だ
と
す
る
。
一
首
は
、
桜
が
い
つ
咲
い
て
い
つ
散
る
か
を
気
づ
か
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
、
春
の
自
然
環

境
に
置
か
れ
た
人
間
の
気
ぜ
わ
し
い
心
を
通
し
て
、
桜
の
美
を
賛
え
た
歌
で
あ
る
。

　
　

 

と
言
う
。

（
10
）
な
お
、
大
伴
家
持
、

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
上
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば�

（『
萬
葉
集
』
巻
十
九
・
四
二
九
二
）

左
註
「
春
日
遅
々
と
し
て
に
鶬
鶊
正
に
啼
く
」
参
照
。

（
11
）『
萬
葉
集
』
に
も
、「
世
間
無
常
」
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、
桜
の
花
の
散
る
の
を
想
う
歌
が
あ
っ
た
。

世よ
の

間な
か

も
常
に
し
あ
ら
ね
ば
宿
に
あ
る
桜
の
花
の
散
れ
る
頃
か
も�

（
久
米
女
郎
・
巻
八
・
一
四
五
九
）

（
12
）
鈴
木
日
出
男
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
も
、「
桜
花
爛
漫
の
耽
美
の
な
か
に
得
体
の
知
れ
ぬ
無
常
の
か
げ
り
を
、
俊
敏
に
感
じ
取
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
」
と
言
う
。
そ
の
一
方
、「
期
待
の
あ
ま
り
開
花
前
か
ら
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
、
い
ざ
咲
き
は
じ
め
る
や
、

す
ぐ
に
散
る
の
を
気
遣
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
心
の
休
む
暇
と
て
な
い
気
持
ち
を
、反
実
仮
想
の
構
文
に
よ
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
」、

「
現
世
の
無
常
を
は
じ
め
か
ら
意
図
し
た
歌
で
は
な
い
。
桜
花
へ
の
執
着
が
思
わ
ず
世
の
理
を
見
つ
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
」
と
も
言
う
。

（
13
）
こ
れ
は
、
八
十
段
、

　

昔
、
衰
へ
た
る
家
に
、
藤
の
花
植
ゑ
た
る
人
あ
り
け
り
。
三
月
の
つ
ご
も
り
に
、
そ
の
日
雨
そ
ほ
ふ
る
に
、
人
の
元
へ
折
り
て
奉

ら
す
と
て
、

　
　

ぬ
れ
つ
ゝ
ぞ
し
ひ
て
折
つ
る
年
の
う
ち
に
春
は
い
く
か
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば

に
も
通
う
で
あ
ろ
う
。
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（
14
）
俵
万
智
『
恋
す
る
伊
勢
物
語
』
も
、
こ
の
男
の
返
歌
を
、「
概
念
的
」
と
言
う
。

息
子
の
ほ
う
も
、
涙
を
う
か
べ
て
、
心
を
こ
め
て
返
歌
を
詠
む
の
だ
が
、
迫
力
に
は
今
ひ
と
つ
欠
け
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。（
中

略
）

　
「
な
く
も
が
な
」
と
い
う
一
番
お
手
軽
な
願
望
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
読
者
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
理
由
だ
ろ

う
。

　

も
う
一
つ
「
千
代
も
と
い
の
る
」
と
い
う
月
並
み
な
フ
レ
ー
ズ
が
、
一
首
全
体
を
概
念
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
見

逃
せ
な
い
。

　
　

 

こ
の
評
言
が
当
た
ら
な
い
こ
と
、
同
様
で
あ
る
。

（
15
）
春
の
花
に
死
を
想
っ
た
歌
が
、
大
伴
家
持
に
あ
っ
た
。

世
の
中
は
数
な
き
も
の
か
春
花
の
散
り
の
ま
が
ひ
に
死
ぬ
べ
き
思
へ
ば�

（『
萬
葉
集
』
巻
十
七
・
三
九
六
三
）

た
だ
し
、
こ
れ
は
「
枉
疾
に
沈
み
て
殆
と
泉
路
に
臨
む
」
と
い
う
状
況
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、「
春
花
」
は
「
散
」
っ
て
い
る
。

な
お
、『
和
泉
式
部
集
』（
榊
原
本
）、「
世よ
の

間な
か

に
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
」、

お
し
な
べ
て
花
は
さ
く
ら
に
な
し
は
て
ゝ
ち
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば�

（
三
三
七
）

世
中
に
う
き
身
は
な
く
て
を
し
と
思
ふ
人
の
命
を
と
ゞ
め
ま
し
か
ば�

（
三
三
八
）

参
照
。

付
記　

本
稿
成
る
に
当
っ
て
、
令
和
三
・
四
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
を
受
け
た
。


