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一

は
じ
め
に

『
海
人
手
古
良
集
』
は
百
首
歌
の
体
裁
を
と
る
家
集
で
あ
る
。
成
立
年
は
未

詳
だ
が
、
摂
関
期
に
成
立
す
る
初
期
百
首
群
に
併
称
さ
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
特

徴
の
一
つ
に
は
地
名
の
多
用
が
あ
り
、
と
り
わ
け
「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の

恋
」
の
両
部
に
、
地
名
に
よ
る
様
々
な
意
匠
が
展
開
し
て
い
る
。

先
行
研
究
で
は
、
題
号
や
作
者
、
集
の
性
格
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
）
1
（

。
注

釈
も
公
刊
さ
れ
）
2
（

、
歌
の
読
解
は
進
展
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
部
立
構
成

を
は
じ
め
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
と
い
う
二
部
構
成
、
地

名
（
国
名
や
未
詳
地
名
を
含
む
）
の
多
用
、
と
い
う
二
つ
の
面
に
注
目
し
考
察

す
る
。
ま
た
、
初
出
の
地
名
歌
に
つ
い
て
は
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
節
で
、
特
筆
事
項
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

底
本
は
、
定
家
本
の
転
写
本
で
、
歌
数
九
五
首
の
書
陵
部
本
（
五
〇
一
・
四

四
八
）
を
用
い
た
）
3
（

。
題
号
表
記
に
は
「
海
人
手
古
良
」「
海
人
手
子
良
」
の
二

つ
が
あ
る
が
、
底
本
に
従
い
「
海
人
手
古
良
」
と
す
る
。
な
お
、
作
者
に
関
し

て
は
、
藤
原
清
輔
、
藤
原
定
家
の
記
述
に
拠
り
）
4
（

、
現
在
通
説
と
さ
れ
る
藤
原
師

氏
と
一
先
ず
考
え
て
お
く
。

本
集
の
部
立
は
、「
い
の
り
」
部
ま
で
明
記
さ
れ
る
が
、
84
（
以
下
、
ア
ラ

ビ
ア
数
字
は
本
集
の
歌
番
号
）
以
降
は
記
さ
れ
な
い
。
便
宜
的
に
「
物
名
」「
題

詠
」「
増
補
」
と
考
え
、
構
成
を
左
の
よ
う
に
捉
え
た
。

１

〜
39

四
季
（「
春
」
の
部
立
表
記
な
し
）。

　
　
　

１

〜
10
春
、
11
〜
20
夏
、
21
〜
29
秋
、
30
〜
39
冬
。

40
〜
49

あ
は
ぬ
恋

50
〜
58

あ
ひ
て
の
恋

59
〜
65

わ
か
れ

66
〜
74

無
常

75
〜
83

い
の
り

84
〜
87
（
物
名
）

『
海
人
手
古
良
集
』
考

│
│
恋
部
の
構
成
と
地
名
歌
を
中
心
に
│
│
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88
〜
94
（
題
詠
）

95　
　

（
増
補
）

物
名
の
「
と
し
」「
月
」「
日
」「
と
き
」
と
題
す
る
四
首
に
続
き
、
88
〜
94

に
題
詠
七
首
（
花
、
春
の
花
に
鶯
む
つ
る
、
夏
ほ
た
る
み
ぎ
は
に
火
を
と
も
す
、

池
水
か
が
み
に
に
た
る
、
た
ま
の
ひ
か
り
て
井
の
な
か
に
あ
り
、
あ
ふ
さ
か
の

せ
き
、
秋
の
月
み
づ
に
う
か
ぶ
）
を
配
す
る
。
物
名
は
、
四
季
部
同
様
時
間
を

表
し
、
題
詠
の
歌
群
は
、
溶
暗
と
言
う
べ
き
家
集
の
終
結
を
意
図
す
る
か
。
好

忠
百
首
な
ど
が
、
物
名
に
干
支
、
つ
ま
り
時
間
と
方
位
（
空
間
）
を
詠
み
込
ん

だ
方
法
と
は
異
な
り
、
本
集
の
物
名
に
は
空
間
的
要
素
が
な
く
、
地
名
に
よ
っ

て
空
間
を
表
そ
う
と
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
巻
軸
95
は
本
集
の
み
の
増
補
と

さ
れ
）
5
（

、
首
肯
す
べ
き
指
摘
と
考
え
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
地
名
や
国
名
の
組
み

合
わ
せ
な
ど
を
総
称
し
「
地
名
」
と
記
す
。
こ
れ
は
、
次
の
『
和
歌
文
学
大
辞

典
』
の
「
歌
枕
」
項
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
た
め
で
あ
る
）
6
（

。

一
首
の
歌
の
中
で
、
そ
の
歌
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
本
を
形
象
す
る
機
能
を
は

た
す
重
要
な
歌
語
、
ま
た
そ
の
語
を
集
め
解
説
し
た
書
物
を
い
う
。
そ
し

て
平
安
後
期
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
特
に
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
る
諸
国
の
地
名
、

ま
た
そ
の
地
名
を
集
め
た
書
物
を
さ
す
こ
と
が
多
く
な
る
。
古
く
「
地
名
」

の
語
は
、「
古
の
人
、
多
く
本
に
地
名
を
お
き
て
、
末
に
思
ふ
心
を
あ
ら

は
す
」（
新
撰
髄
脳
）、「
よ
ろ
づ
の
草
紙
、
地
名
よ
く
案
内
知
り
見
つ
く

し
て
、
そ
の
中
の
こ
と
ば
を
と
り
出
づ
る
に
」（
源
氏
物
語
・
玉
鬘
）
な

ど
の
用
例
か
ら
し
て
、
歌
を
詠
む
と
き
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
や
そ
の

解
説
書
を
さ
し
、
作
歌
の
た
め
の
手
引
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

（
後
略
。
増
田
繁
夫
執
筆
）。

本
集
恋
部
の
地
名
の
用
法
は
、
地
理
的
、
地
域
的
な
意
識
を
重
視
し
た
と
は

思
わ
れ
な
い
。
知
識
と
感
覚
と
に
よ
る
地
名
の
把
握
で
あ
り
、
地
名
が
も
た
ら

す
イ
メ
ー
ジ
や
音
の
響
き
を
利
用
し
、
掛
詞
・
畳
語
・
頭
韻
な
ど
を
創
り
出
し
、

歌
意
を
複
層
化
す
る
。
つ
ま
り
地
名
の
修
辞
的
な
用
法
や
技
巧
を
実
験
的
に
追

求
し
た
試
行
と
考
え
る
。
こ
の
詳
細
は
、
後
の
恋
部
の
読
解
に
お
い
て
検
証
す

る
。

二

恋
部
の
構
図

（
１
）「
あ
は
ぬ
恋
」
一
〇
首
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
九
首

先
ず
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
全
歌
を
示
す
。
傍
線
部
は
整
定
箇
所
。

　
　
　
　

あ
は
ぬ
恋

40

い
か
で
猶
み
て
の
か
さ
ま
も
え
て
し
が
な
わ
が
す
る
恋
の
か
ず
の
し
る
し

に

41

あ
ふ
さ
か
の
う
た
か
た
人
は
陸
奥
の
さ
ら
に
名
こ
そ
を
な
づ
く
る
か
も
し

42

な
げ
き
つ
つ
か
た
し
く
袖
に
く
ら
ぶ
れ
ば
清
見
が
関
の
波
は
も
の
か
は

43

よ
と
と
も
に
な
べ
て
け
し
き
を
み
ち
の
く
の
さ
は
こ
の
み
ゆ
と
い
は
せ
て

し
が
な

44

す
は
の
海
の
神
の
み
ま
ひ
を
詠
め
つ
つ
け
ふ
ひ
ね
も
す
に
を
り
く
ら
す
か

な
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45

君
こ
ふ
る
涙
も
袖
に
ひ
た
ち
な
る
い
ろ
づ
く
そ
こ
の
み
ね
ば
な
る
ら
し

46

き
み
し
い
な
ば
い
な
い
な
こ
そ
は
し
な
の
な
る
あ
さ
ま
が
山
と
成
り
や
は

て
な
む

47

あ
づ
ま
ぢ
の
は
ま
な
の
は
し
の
は
や
く
よ
り
深
き
心
は
く
み
て
し
る
ら
む

48

か
ひ
も
な
き
い
く
た
の
う
ら
を
あ
さ
り
つ
つ
な
み
だ
な
が
ら
に
か
へ
る
釣

舟

49

た
そ
か
れ
に
涙
の
玉
を
な
が
め
つ
つ
ね
む
ら
で
夜
は
に
あ
か
す
と
も
し
火

　
　
　
　

あ
ひ
て
の
恋

50

こ
ゆ
る
ぎ
に
さ
し
出
で
て
み
れ
ば
天
の
原
浪
間
に
こ
ゆ
る
ふ
ね
の
我
か
な

51

い
は
ば
し
を
つ
く
り
さ
し
け
む
か
づ
ら
き
の
神
に
け
な
ら
ぬ
朝
ぼ
ら
け
か

な

52

ひ
ま
も
な
く
涙
に
袖
を
ぬ
ら
し
つ
つ
駒
に
ま
か
せ
て
か
へ
る
よ
な
よ
な

53

か
よ
へ
ど
も
つ
ね
に
ま
ど
ふ
を
む
さ
し
な
る
さ
ら
の
山
べ
の
し
る
べ
せ
よ

君

54

わ
り
な
き
を
し
な
む
ふ
し
な
む
美
作
や
く
め
の
さ
ら
山
い
ま
さ
ら
に
君

55

あ
ひ
て
あ
は
ぬ
歎
き
す
る
が
の
ふ
じ
の
う
ら
に
こ
が
れ
て
か
よ
ふ
あ
ま
の

舟
か
も

56

わ
く
ら
ば
に
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
か
ぞ
ふ
ば

か
り
を

57

忍
び
ね
に
ま
た
し
の
び
ね
の
か
さ
な
り
て
ひ
る
ま
な
く
な
く
そ
で
く
ち
ぬ

べ
し

58

あ
ふ
坂
の
み
ち
に
か
き
ほ
は
こ
え
な
が
ら
ま
だ
ゆ
る
さ
れ
ぬ
下
ひ
も
の
関

43
：
底
本
表
記
「
さ
は
こ
の
身
よ
」
を
「
さ
は
こ
の
み
ゆ
」
と
整
定
。

44
：
底
本
表
記
「
神
の
み
ま
る
」
は
、「
る
」
と
「
ゐ
」
の
誤
り
、
さ
ら

に
「
ゐ
」
と
「
ひ
」
の
混
同
と
見
て
「
神
の
み
ま
ひ
」
と
整
定
。

56
：
底
本
表
記
「
あ
ふ
か
は
あ
ふ
か
」
を
「
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は
」
と
整
定
。

な
お
、
整
定
の
詳
細
は
各
歌
の
読
解
で
記
す
。

本
集
の
部
立
の
先
進
性
は
、「
あ
ふ
」
を
描
か
ず
、
恋
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
あ

は
ぬ
」
と
「
あ
ひ
て
」
と
い
う
独
立
し
た
二
構
成
の
内
に
凝
縮
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
れ
は
、
初
期
百
首
群
に
お
い
て
、
本
集
が
初
め
て
用
い
た
恋
の
構
成

で
あ
る
。
比
較
対
象
と
し
た
の
は
、
好
忠
百
首
、
順
百
首
、
重
之
百
首
、
恵
慶

百
首
、『
千
穎
集
』
で
あ
る
。
本
集
と
の
影
響
関
係
は
現
在
の
と
こ
ろ
未
詳
で

あ
る
が
、
本
集
以
外
は
恋
を
一
括
す
る
。
こ
れ
は
、
後
掲
の
表
１
・
２
に
示
し

た
。初

期
百
首
群
に
共
通
す
る
部
立
は
四
季
と
恋
で
あ
る
。
作
者
は
そ
の
他
の
部

立
に
も
創
案
を
発
揮
し
）
7
（

、「
う
ら
み
」「
い
は
ひ
」「
わ
か
れ
」「
無
常
」「
い
の
り
」

「
心
細
」
な
ど
の
部
立
に
よ
っ
て
、
人
事
・
心
情
を
補
完
す
る
。

先
行
研
究
で
は
、
恋
の
二
分
割
と
い
う
部
立
の
構
図
に
対
し
、
歌
数
以
外
に

は
踏
み
込
ん
だ
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
恋
部
の
内
容
は
、
逢
瀬
に
先
立
つ

「
あ
は
ぬ
」
と
、
逢
瀬
の
後
、
捗
々
し
い
進
展
の
な
い
「
あ
ひ
て
」
の
二
つ
の

状
況
に
括
ら
れ
、
直
接
「
あ
ふ
」
場
面
は
欠
落
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
逢
う
時

間
を
描
か
ず
、
そ
の
前
後
の
状
況
・
心
理
に
、
恋
の
本
意
を
見
出
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
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本
集
以
前
の
『
古
今
集
』
恋
部
を
例
に
見
る
。『
古
今
集
』
恋
部
は
、
恋
の

時
間
的
な
進
展
に
沿
っ
て
分
類
さ
れ
、「
逢
う
場
面
」
を
含
め
て
恋
部
を
形
成

し
て
い
る
。
鈴
木
宏
子
は
そ
の
内
容
を
、「
逢
わ
ざ
る
恋
」（
恋
一
・
二
）、「
逢

う
恋
」（
恋
三
）、「
逢
い
て
の
ち
逢
わ
ざ
る
恋
」（
恋
四
・
五
）
と
三
段
階
に
分

節
す
る
。
そ
の
上
で
鈴
木
は
、「
逢
う
恋
」
の
最
高
潮
部
は
、
初
め
て
逢
う
一

夜
の
一
七
首
（
六
三
二
〜
六
四
八
番
歌
）
と
少
な
く
、
し
か
も
逢
っ
て
と
も
に

過
ご
す
場
面
の
歌
は
、
六
三
四
〜
六
三
六
番
歌
の
三
首
だ
け
で
あ
る
と
す
る
）
8
（

。

す
な
わ
ち
『
古
今
集
』
恋
部
は
、
実
際
に
逢
う
、
言
わ
ば
房
事
の
場
の
歌
を
収

録
す
る
が
、
前
後
に
鈴
木
の
い
う
「
逢
わ
ざ
る
恋
」「
逢
い
て
の
ち
逢
わ
ざ
る

恋
」
を
配
置
し
て
、
恋
の
全
貌
と
す
る
。
恋
の
全
要
素
を
具
備
し
た
、
完
成
形

と
い
う
陣
容
で
あ
る
。

し
か
し
、『
海
人
手
古
良
集
』
は
逢
う
場
面
そ
の
も
の
を
設
け
な
い
。
逢
う

に
恋
の
究
極
を
見
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
逢
う
前
と
後
こ
そ
が
詠
む
べ
き
も
の

と
し
て
、「
あ
は
ぬ
恋
」
と
「
あ
ひ
て
の
恋
」（
そ
の
実
「
あ
ひ
て
あ
は
ぬ
恋
」

の
内
容
）
を
並
置
す
る
。「
あ
は
ぬ
恋
」
で
は
、
逢
え
ぬ
ゆ
え
の
渇
望
・
懊
悩
を
、

「
あ
ひ
て
の
恋
」
で
は
、
逢
瀬
が
叶
っ
た
が
ゆ
え
の
焦
燥
・
飢
渇
を
詠
出
す
る
。

つ
ま
り
、
充
足
す
る
こ
と
の
な
い
情
や
恋
の
不
連
続
を
、
詠
む
べ
き
恋
の
本
意

と
し
て
両
部
に
集
約
す
る
の
で
あ
る
。

（
２
）「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」

そ
も
そ
も
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
と
い
う
対
の
部
立
の
源
流
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
集
に
先
立
つ
私
家
集
に
お
い
て
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
が
対
に

並
ぶ
構
成
は
、『
躬
恒
集
』（
Ⅴ
）
9
（

）
及
び
『
忠
見
集
』
に
見
え
る
。

ま
ず
『
躬
恒
集
』
七
首
（
表
記
は
適
宜
改
め
た
）
を
吟
味
し
よ
う
。

　
　

あ
は
ぬ
恋

あ
は
ん
と
は
お
も
ひ
わ
た
れ
ど
ふ
じ
か
は
の
つ
ゐ
に
す
ま
ず
は
か
げ
も
見

え
じ
を
（
七
）

思
ひ
つ
つ
ま
だ
い
ひ
そ
め
ぬ
わ
が
恋
を
お
な
じ
心
に
人
は
し
ら
な
ん
（
八
）

見
ぬ
人
の
恋
し
き
や
な
ぞ
お
ぼ
つ
か
な
誰
と
か
し
ら
ん
夢
に
み
る
（
ゆ
）

と
も
（
九
）

　
　

あ
ひ
て
の
恋

別
れ
て
は
後
ぞ
わ
び
し
き
に
ご
り
江
の
そ
こ
と
も
し
ら
ぬ
あ
り
か
と
ふ
身

は
（
一
〇
）

ひ
た
す
ら
に
忘
れ
も
ぞ
す
る
わ
す
れ
草
見
ず
や
あ
ら
ま
し
恋
は
し
ぬ
と
も

（
一
一
）

久
か
た
の
雲
井
は
か
り
に
あ
ひ
し
よ
り
空
に
心
は
な
り
に
し
物
を
（
一
二
）

ひ
さ
に
こ
ぬ
人
を
待
つ
に
や
あ
へ
ぬ
ら
ん
と
き
は
の
恋
と
我
は
な
り
ぬ
る

（
一
三
）

『
躬
恒
集
』
歌
は
、
す
べ
て
『
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
』（
平
定
文
主
催
。
以
下

『
定
文
歌
合
』
と
略
称
）
に
収
め
ら
れ
る
（
語
句
の
相
違
は
僅
少
）。「
あ
は
ぬ
恋
」

七
・
八
・
九
は
、『
定
文
歌
合
』
の
「
不
会
恋
」、
二
〇
・
二
二
・
二
六
（
す
べ

て
右
）
の
順
に
見
え
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
一
〇
〜
一
二
は
、「
会
恋
」
の
三
〇
、

三
八
、
三
六
（
す
べ
て
右
）
に
見
え
る
。
一
三
の
み
が
「
不
会
恋
」
の
左
二
一
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に
配
さ
れ
、
右
二
二
が
躬
恒
の
歌
で
あ
る
の
で
、
二
一
・
二
二
の
左
右
に
躬
恒

の
歌
を
番
え
る
組
み
合
わ
せ
と
な
り
、
机
上
の
撰
歌
合
の
様
相
を
呈
す
る
。

『
定
文
歌
合
』
で
は
、
四
季
の
後
に
、「
不
会
恋
」
一
〇
首
（
一
九
〜
二
八
）、

「
会
恋
」
一
〇
首
（
二
九
〜
三
八
）
が
並
ぶ
（
三
八
が
巻
軸
）。
詠
者
は
、
左
に

壬
生
忠
岑
、
在
原
元
方
、
平
定
文
、
右
に
坂
上
是
則
、
紀
貫
之
、
凡
河
内
躬
恒

と
記
さ
れ
る
が
、
躬
恒
七
首
と
元
方
一
首
以
外
に
作
者
名
表
記
は
な
い
。
こ
の

多
く
が
勅
撰
集
に
採
ら
れ
る
）
10
（

。『
定
文
歌
合
』
か
ら
一
部
を
抜
粋
す
る
。

　
　

不
会
恋

　
　
　

左

元
方

お
と
は
や
ま
お
と
に
き
き
つ
つ
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
こ
な
た
に
ひ
と
を
ま

つ
か
な
（
二
七
）

　
　
　

右

そ
の
は
ら
や
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
は
は
き
ぎ
の
あ
り
と
て
ゆ
け
ど
あ
は
ぬ
き

み
か
な
（
二
八
）

　
　

会
恋

　
　
　

左
持

あ
ふ
こ
と
の
い
ま
は
か
た
ほ
に
な
る
ふ
ね
の
か
ざ
ま
ま
つ
身
は
よ
る
か
た

も
な
し
（
三
一
）

　
　
　

右

ね
で
ま
ち
し
は
つ
か
の
つ
き
の
は
つ
か
に
も
あ
ひ
み
し
こ
と
を
い
つ
か
わ

す
れ
む
（
三
二
）

「
不
会
恋
」
の
左
の
二
七
、
元
方
の
歌
は
、『
古
今
集
』
恋
一
・
四
七
三
に
、

第
五
句
を
「
年
を
ふ
る
か
な
」
と
し
て
入
集
。
噂
に
聞
き
な
が
ら
、
逢
坂
の
関

の
こ
ち
ら
側
で
、
逢
う
こ
と
も
な
く
人
を
待
つ
こ
と
だ
、
の
意
。「
音
羽
山
」

が
「
音
（
噂
）」
を
導
く
。
音
羽
山
は
逢
坂
の
関
よ
り
も
都
側
に
位
置
す
る
た
め
、

逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
意
と
な
る
。
右
の
二
八
は
、『
新
古
今
集
』
恋
一
・
九

九
七
に
「
平
定
文
家
歌
合

坂
上
是
則
」
と
詞
書
・
作
者
を
記
し
、
第
四
句
「
あ

り
と
は
み
え
て
」
と
し
て
入
集
。
左
の
「
音
羽
山
」「
逢
坂
の
関
」
に
対
し
、

右
で
は
、
信
濃
国
の
「
園
原
」「
布
施
屋
」、
伝
説
の
樹
木
「
帚
木
」
を
用
い
、

逢
え
ぬ
恋
を
詠
む
。
こ
れ
ら
二
首
は
元
方
、
是
則
の
家
集
に
は
見
え
ず
、
採
歌

元
は
不
明
で
あ
る
（
三
一
、
三
二
も
同
）。

「
会
恋
」
は
歌
意
か
ら
「
あ
ひ
て
あ
は
ざ
る
恋
」
と
判
る
。
三
一
は
『
続
古

今
集
』
恋
四
・
一
二
二
七
に
「
貞
文
家
歌
合
歌
」「
忠
岑
」
で
、
第
四
句
を
「
か

ぜ
ま
つ
ほ
ど
は
」
と
し
て
入
集
。「
か
た
ほ
」
は
「
片
秀
」
と
「
片
帆
」
を
掛

け
る
。
逢
う
こ
と
が
今
と
な
っ
て
は
不
十
分
で
、
帆
を
片
寄
せ
て
走
る
舟
の
よ

う
に
風
の
吹
く
時
を
待
つ
身
は
、
頼
む
と
こ
ろ
も
な
い
の
意
。
三
二
も
『
続
古

今
集
』
恋
三
・
一
一
七
三
に
「
定
文
家
歌
合
に

坂
上
是
則
」
と
あ
り
、
初
句

「
ね
て
ま
ち
し
」
と
し
て
入
集
。
三
二
は
「
は
つ
か
」
に
「
二
十
日
」
と
「
僅
か
」

を
掛
け
る
。
寝
ず
に
待
っ
て
い
た
八
月
二
〇
日
の
月
の
よ
う
に
、
僅
か
に
関
係

を
結
ん
だ
こ
と
を
、
い
つ
忘
れ
よ
う
か
、
忘
れ
な
い
、
の
意
。
陰
暦
二
〇
日
の

月
は
、
夜
更
に
月
の
出
を
待
つ
「
更
け
待
ち
月
」
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
初
句

は
「
寝
で
」
が
相
応
し
い
。

『
定
文
歌
合
』
に
は
「
旧
作
を
含
め
た
撰
歌
合
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
の
指

摘
も
あ
り
）
11
（

、
同
歌
合
は
『
躬
恒
集
』
を
撰
歌
資
料
と
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
か
。
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『
定
文
歌
合
』
の
歌
題
配
列
、「
不
会
恋
」「
会
恋
」
の
各
一
〇
首
、
地
名
を
用

い
た
一
部
の
詠
作
な
ど
に
、『
海
人
手
古
良
集
』
恋
部
の
先
蹤
要
素
も
見
出
せ
る
。

続
け
て
、『
忠
見
集
』
の
「
あ
は
ぬ
こ
ひ
」「
あ
ひ
て
の
こ
ひ
」
題
、
四
首
も

検
討
す
る
。

　
　

あ
は
ぬ
こ
ひ
、
い
り
て
か
つ

か
ぎ
り
な
き
こ
ひ
を
の
み
し
て
よ
の
な
か
に
あ
は
ぬ
た
め
し
を
わ
れ
や
の

こ
さ
む
（
六
八
）

　
　

あ
ひ
て
の
こ
ひ
、
い
り
て
ぢ

ゆ
め
の
ご
と
な
ど
か
よ
る
し
も
き
み
を
み
む
く
る
る
ま
つ
ま
も
さ
だ
め
な

き
よ
を
（
六
九
）

　
　

あ
は
ぬ
こ
ひ

く
れ
ご
と
に
お
な
じ
み
ち
に
も
ま
ど
ふ
か
な
わ
が
み
の
う
ら
に
こ
ひ
は
も

え
つ
つ
（
八
〇
）

　
　

あ
ひ
て
の
こ
ひ
、

わ
か
れ
て
は
く
る
る
も
し
ら
ず
こ
ひ
し
な
ば
き
み
や
ほ
ど
な
き
も
の
を
お

も
は
む
（
八
一
）

こ
の
四
首
は
、「
麗
景
殿
の
歌
合
に
」（
五
九
詞
書
）
と
し
て
、
五
九
か
ら
六

九
ま
で
を
左
方
、
七
〇
か
ら
八
一
ま
で
を
右
方
に
分
け
た
一
連
の
中
に
あ
る
。

六
八
・
六
九
は
左
、
八
〇
・
八
一
を
右
と
す
る
。「
麗
景
殿
の
歌
合
」
と
は
『
麗

景
殿
女
御
歌
合
』（
荘
子
女
王
主
催
、
以
下
『
麗
景
殿
』
と
略
）
の
こ
と
で
、

春
季
の
景
物
の
歌
題
の
後
に
「
不
会
恋
」「
会
恋
」
を
置
く
）
12
（

。

忠
見
が
『
麗
景
殿
』
の
歌
題
に
応
じ
て
詠
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
、『
忠
見

集
』
六
八
の
「
い
り
て
か
つ
」
と
は
『
麗
景
殿
』
の
判
詞
で
あ
る
。
忠
見
の
出

詠
歌
は
、
実
際
は
『
麗
景
殿
』
に
四
首
（
六
七
「
ふ
ぢ
」、
七
二
「
風
」、
六
八
、

六
九
）
の
み
採
ら
れ
、
六
八
は
『
麗
景
殿
』
左
二
一
「
不
会
恋
」（
初
句
「
か

ひ
も
な
き
」）
に
、
六
九
は
左
二
三
「
会
恋
」（『
麗
景
殿
』
は
左
二
四
を
勝
）

に
収
め
ら
れ
る
。
八
〇
・
八
一
は
採
ら
れ
な
い
。

恋
題
は
歌
合
に
必
ず
設
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
恋
の
二
分
割
題

は
『
定
文
歌
合
』
や
『
麗
景
殿
』
に
見
え
る
も
の
の
、
稀
少
例
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
恋
題
の
あ
る
歌
合
は
、
平
安
前
期
の
『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』（
宇

多
天
皇
母
后
の
班
子
女
王
主
催
）、『
寛
平
御
時
中
宮
歌
合
』（
宇
多
天
皇
后
の

温
子
主
催
か
）
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
四
季
の
後
に
、
人
事
と
し
て
の
恋
を
最
終

題
と
す
る
。

平
安
中
期
で
は
、
延
喜
一
三
年
（
九
一
三
）『
亭
子
院
歌
合
』（
宇
多
法
皇
主

催
）
も
、
春
・
夏
・
恋
と
恋
題
が
最
後
に
あ
る
。
ま
た
、
村
上
天
皇
主
催
の
天

徳
四
年
（
九
六
〇
）『
内
裏
歌
合
』
は
、
一
二
題
（
春
・
夏
の
景
物
・
花
鳥
な
ど
）

二
〇
番
か
ら
成
り
、
以
後
の
歌
合
の
規
範
と
さ
れ
る
が
、
最
終
題
は
「
恋
」
と

す
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
初
期
百
首
歌
群
に
お
い
て
、
本
集
の
「
あ
は
ぬ
恋
」

「
あ
ひ
て
の
恋
」
は
恋
の
テ
ー
マ
を
二
分
し
た
独
自
構
成
の
部
立
と
指
摘
で
き

る
。
ま
た
、
本
集
に
通
底
す
る
『
躬
恒
集
』『
忠
見
集
』
の
「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ

ひ
て
の
恋
」
両
題
の
歌
は
、
歌
合
の
撰
歌
資
料
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
歌
題
・
部
立
を
遡
る
と
、
歌
合
に
辿

り
着
く
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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㋓
が
恋
歌
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
他
の
ほ
ぼ
倍
の
歌
数
一
九
首
に
よ
っ
て
も

顕
著
で
あ
る
。

＊
印
の
物
名
は
、『
古
今
集
』
に
倣
っ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、『
古
今
集
』
と
異

な
る
の
は
、
㋐
㋑
㋔
が
十
干
（
時
間
と
方
位
）
の
名
義
を
詠
み
込
み
、
時
間
と

空
間
の
要
素
を
部
立
中
に
位
置
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
㋓
は
物

名
四
首
で
年
月
日
な
ど
の
時
間
を
表
す
が
、
方
位
を
表
す
語
は
な
く
、
集
全
体

に
散
ら
し
た
地
名
を
そ
の
代
替
と
し
て
い
る
か
。

三

あ
は
ぬ
恋

（
１
）「
あ
は
ぬ
恋
」
と
は

歌
に
お
け
る
「
あ
は
ぬ
恋
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

全
く
逢
え
な
い
「
あ
は
ぬ
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
逢
っ
た
後
の
疎
遠
な
状
態

の
「
あ
は
ぬ
」
な
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
例
歌
を
基
に
考
え
た
い
。

本
集
に
先
だ
つ
最
古
の
歌
合
『
民
部
卿
家
歌
合
』
の
歌
題
に
「
あ
は
ぬ
恋
」

が
見
え
る
。
歌
合
の
規
模
は
小
さ
く
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
題
は
見
え
ず
、
郭
公

一
〇
番
、
あ
は
ぬ
恋
二
番
か
ら
成
る
。

　
　

十
一
番

あ
は
ぬ
恋

左

世
の
中
の
常
の
こ
と
と
や
お
も
ふ
ら
ん
な
み
だ
も
こ
と
に
わ
き
て
い
づ
る

は
（
二
〇
）

　
　

右
勝

あ
ふ
こ
と
ぞ
を
し
か
ら
ず
し
て
い
の
ち
を
ば
あ
は
ぬ
に
我
よ
か
つ
す
な

（
マ
マ
）（
二
一
）

表
１

初
期
百
首
の
部
立
比
較

項
目

名
称

総
歌
数

部
立
と
歌
数

㋐
好
忠
百
首
：

『
好
忠
集
』
所
収

102

四
季
（
春
11
、
夏
10
、
秋
10
、
冬
10
）、
恋
10
、

沓
冠
31
、
＊
物
名
（
干
支
）
20
。

㋑
順
百
首
：

『
好
忠
集
』
所
収

100

四
季
（
春
10
、
夏
10
、
秋
９

、
冬
10
）、
恋
10
、

沓
冠
31
、
＊
物
名
（
干
支
）
20
。

㋒
重
之
百
首
：

『
重
之
集
』
所
収

103

四
季
（
各
20
）、
恋
10
、
う
ら
み
10
、
い
は
ひ
３

。

㋓『
海
人
手
古
良
集
』

95

四
季
（
春
10
、
夏
10
、
秋
９

、
冬
10
）、
あ
は
ぬ

恋
10
、
あ
ひ
て
の
恋
９

、
わ
か
れ
７

、
無
常
９

、

い
の
り
９

、
＊
物
名
４

、
題
詠
７

、
増
補
１

。

㋔
恵
慶
百
首
：

『
恵
慶
法
師
集
』
所
収

101

四
季
（
各
10
）、
恋
10
、
沓
冠
31
、
＊
物
名
（
干
支
）

20
。

㋕『
千
穎
集
』

104

四
季
（
春
11
、
夏
11
、
秋
15
、
冬
10
）、
恋
12
、

離
６

、
怨
10
、
無
常
６

、
心
細
10
、
雑
13
。

表
２

初
期
百
首
の
地
名
歌
（
㋐
〜
㋕
は
略
称
）

名
称

項
目

㋓
海
人
手
古
良

㋐
好
忠

㋑
順

㋒
重
之

㋔
恵
慶

㋕
千
穎

全
体
の
歌
数

38

22

24

29

25

23

部
立
の
歌
数

あ
は
ぬ
恋　
　

９

恋

1

3

8

7

2

あ
ひ
て
の
恋

８
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十
二
番

左
勝

あ
ひ
が
た
み
め
よ
り
涙
は
な
が
る
れ
ど
こ
ひ
を
ば
け
た
ぬ
物
に
ざ
り
け
る

（
二
二
）

　
　

右

夢
に
だ
に
見
ぬ
人
こ
ひ
に
も
ゆ
る
身
の
け
ぶ
り
は
空
に
み
ち
や
し
ぬ
ら
ん

（
二
三
）

十
一
番
は
、「
あ
は
ぬ
」
を
世
の
常
と
思
い
つ
つ
も
、
涙
を
滂
沱
と
流
す
に

対
し
、
逢
う
こ
と
は
惜
し
く
な
い
命
、
逢
わ
な
い
の
に
惜
し
く
願
い
求
め
る
な

と
あ
る
。
十
二
番
は
、
逢
い
難
い
の
で
涙
は
流
れ
る
が
恋
の
火
は
消
す
こ
と
が

で
き
な
い
に
対
し
、
夢
に
さ
え
見
ぬ
人
を
恋
し
く
思
い
燃
え
る
私
が
身
の
煙
は
、

き
っ
と
空
に
満
ち
て
い
る
だ
ろ
う
と
す
る
。
四
首
と
も
、
恋
し
い
の
に
全
く
逢

う
こ
と
が
叶
わ
な
い
苦
し
み
を
詠
む
。
こ
こ
で
の
「
あ
は
ぬ
恋
」
は
、
逢
う
以

前
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。

私
家
集
に
お
い
て
、
歌
中
に
「
あ
は
ぬ
恋
」
の
語
句
を
用
い
る
例
は
、『
深

養
父
集
』
の
一
首
が
早
い
（
歌
題
や
詞
書
は
な
い
）。

な
に
か
よ
に
く
る
し
き
物
と
人
と
は
ば
あ
は
ぬ
恋
と
ぞ
い
ふ
べ
か
り
け
る

（
五
八
）

世
の
中
で
と
り
わ
け
苦
し
い
も
の
は
何
か
と
人
が
尋
ね
た
な
ら
ば
、「
あ
は

ぬ
恋
」
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
、
の
意
。
全
く
逢
う
に
至
ら
な
い
の
か
、
逢
っ

た
後
逢
え
な
く
な
っ
た
の
か
不
確
か
だ
が
、
こ
の
歌
の
「
あ
は
ぬ
恋
」
と
は
、

逢
え
ず
相
手
に
恋
い
焦
が
れ
る
状
態
と
み
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
逢
っ
た
後
の
間
遠
な
状
態
を
「
あ
は
ぬ
」
と
詠
ん
だ
歌
も
、『
村

上
天
皇
御
集
』
の
贈
答
に
見
え
る
。

　
　

お
な
じ
み
や
す
所
久
し
く
ま
ゐ
り
給
は
ざ
り
け
れ
ば

か
ら
衣
い
ま
は
な
る
べ
き
ほ
ど
に
さ
へ
た
え
つ
つ
あ
は
ぬ
恋
は
く
る
し
な

（
九
七
）

　
　

御
返
し

か
く
し
て
も
き
た
る
ぞ
つ
ら
き
か
ら
こ
ろ
も
た
ゆ
る
た
も
と
を
た
れ
か
む

す
ば
ん
（
九
八
）

「
お
な
じ
み
や
す
所
」
は
、
村
上
天
皇
更
衣
・
広
幡
御
息
所
（
源
計
子
）
の

こ
と
で
、
前
の
贈
答
九
五
に
「
ひ
ろ
は
た
の
宮
す
所
に
つ
か
は
す
」
の
詞
書
が

あ
る
。
九
七
は
、
長
ら
く
参
内
し
な
い
御
息
所
に
あ
て
、
唐
衣
が
馴
染
む
は
ず

の
頃
に
さ
え
、
じ
っ
と
こ
ら
え
、「
あ
は
ぬ
」
恋
は
苦
し
い
と
訴
え
る
。
九
八
は
、

「
唐
衣
」
と
「
た
ゆ
」
の
語
を
受
け
、
こ
う
し
て
唐
衣
を
着
て
内
裏
に
参
り
ま

し
た
が
、
切
れ
た
袂
（
絶
え
た
関
係
）
を
い
っ
た
い
誰
が
結
ぼ
う
と
す
る
の
で

し
ょ
う
と
返
す
。
九
七
の
「
あ
は
ぬ
恋
」
に
は
、
寵
愛
と
そ
の
消
滅
が
見
え
る
。

（
２
）「
あ
は
ぬ
恋
」
五
首

そ
れ
で
は
、
本
集
の
「
あ
は
ぬ
恋
」
は
ど
の
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
次
の
五
首
に
つ
い
て
、
修
辞
も
指
摘
し
つ
つ
歌
意
を
確
認
し
た
い
。

初
出
の
地
名
歌
は
次
章
で
取
り
上
げ
、
地
名
の
な
い
歌
は
後
述
す
る
。

40

い
か
で
猶
み
て
の
か
さ
ま
も
え
て
し
が
な
わ
が
す
る
恋
の
か
ず
の
し
る
し

に

42

な
げ
き
つ
つ
か
た
し
く
袖
に
く
ら
ぶ
れ
ば
清
見
が
関
の
波
は
も
の
か
は
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45

君
こ
ふ
る
涙
も
袖
に
ひ
た
ち
な
る
い
ろ
づ
く
そ
こ
の
み
ね
ば
な
る
ら
し

47

あ
づ
ま
ぢ
の
は
ま
な
の
は
し
の
は
や
く
よ
り
深
き
心
は
く
み
て
し
る
ら
む

48

か
ひ
も
な
き
い
く
た
の
う
ら
を
あ
さ
り
つ
つ
な
み
だ
な
が
ら
に
か
へ
る
釣

舟
40
は
願
望
で
始
ま
る
。
何
と
か
あ
の
人
を
見
る
笠
の
隙
も
得
た
い
、
私
が
恋

い
慕
う
回
数
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
る
、
笠
間
の
神
の
霊
験
と
し
て
と
、
せ
め

て
見
る
だ
け
で
も
と
の
願
い
を
叶
え
て
ほ
し
い
と
望
む
。
笠
の
隙
間
と
笠
間
と

を
掛
詞
と
す
る
。
笠
間
は
常
陸
国
の
笠
間
社
。
同
時
代
の
『
実
方
集
』
五
四
に
、

「
あ
め
に
ま
す
か
さ
ま
の
か
み
の
な
か
り
せ
ば
ふ
り
に
し
な
か
を
な
に
た
の
ま

ま
し
」
が
見
え
、
男
女
の
仲
を
、
雨
と
天
、
降
る
と
経
る
と
を
掛
け
て
詠
ん
で

い
る
。

42
は
『
新
続
古
今
集
』
恋
二
・
一
一
三
〇
に
、
大
納
言
師
氏
詠
と
し
て
入
集
）
13
（

。

『
新
勅
撰
集
』
以
降
も
勅
撰
集
入
集
歌
の
作
者
は
す
べ
て
「
師
氏
」
で
あ
る
。

42
は
、
嘆
き
な
が
ら
独
り
寝
の
袖
が
濡
れ
る
の
に
比
べ
た
ら
、
清
見
が
関
の
高

い
浪
に
濡
れ
る
こ
と
な
ど
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
、
意
。「
片
敷
く
」
は
、

自
分
の
片
袖
だ
け
を
敷
き
独
り
寝
す
る
意
で
、「
あ
は
ぬ
恋
」
の
趣
意
に
沿
う
。

清
見
が
関
は
駿
河
国
の
所
在
。『
深
養
父
集
』
六
一
、
ま
た
『
詞
花
集
』
恋
上
・

二
一
三
・
平
祐
挙
と
し
て
、

む
ね
は
ふ
じ
袖
は
清
見
が
関
な
れ
や
煙
も
波
も
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き

と
見
え
る
。『
更
級
日
記
』
は
、
寛
仁
四
年
、
京
へ
向
か
う
途
次
「
清
見
が
関
は
、

片
つ
方
は
海
な
る
に
」
と
記
す
）
14
（

。

45
は
歌
意
が
取
り
に
く
く
、（
逢
っ
て
く
れ
な
い
か
ら
）
恋
い
慕
う
涙
で
袖

が
濡
れ
て
い
る
、
袖
に
う
つ
る
涙
の
模
様
は
常
陸
に
あ
る
嶺
の
色
づ
い
た
葉
の

よ
う
で
あ
る
ら
し
い
、
と
な
ろ
う
か
。
涙
で
袖
に
文
様
が
で
き
る
と
詠
む
。

47
の
遠
江
国
の
浜
名
橋
は
東
路
の
要
衝
。『
更
級
日
記
』
に
「
浜
名
の
橋
、

く
だ
り
し
時
は
黒
木
を
わ
た
し
た
り
し
、
こ
の
た
び
は
跡
だ
に
見
え
ね
ば
、
舟

に
て
わ
た
る
」
と
、
下
向
時
に
存
し
た
橋
が
流
失
し
て
い
る
と
記
す
。
歌
意
は
、

東
路
の
浜
名
の
橋
の
よ
う
に
、
昔
か
ら
深
く
思
う
心
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
と
い
う
懇
願
で
あ
る
。「
は
ま
な
の
は
し
の
は
や
く
よ
り
」
と

「
ハ
」
音
の
繰
り
返
し
で
韻
律
を
整
え
、
早
く
か
ら
の
恋
心
に
重
点
を
置
く
。

48
は
、
貝
も
い
な
い
生
田
の
浦
を
漁
っ
て
は
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
涙
な
が

ら
に
帰
っ
て
行
く
釣
り
舟
の
よ
う
だ
、
の
意
。
貝
と
甲
斐
、
生
田
と
幾
多
の
掛

詞
に
、
舟
の
縁
語
（
貝
、
浦
、
漁
り
）
を
用
い
る
。
手
応
え
の
な
い
恋
の
空
し

さ
を
、
獲
物
の
な
い
釣
り
舟
に
喩
え
た
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
一
目
見
た
い
願
望
、
独
り
寝
の
涙
な
ど
、
い
ま
だ
逢
え
ぬ
恋
の

懊
悩
を
詠
ん
で
い
る
。

（
３
）「
あ
は
ぬ
恋
」
初
出
の
地
名
歌

「
あ
は
ぬ
恋
」
の
初
出
の
地
名
歌
は
四
首
で
あ
る
。
複
数
の
地
名
や
国
名
と

地
名
を
並
べ
る
と
い
う
新
基
軸
や
、
関
、
湯
、
湖
、
山
な
ど
の
選
択
が
変
化
に

富
む
。

な
お
、
歌
に
用
い
た
地
名
の
一
覧
は
、
後
掲
表
３
に
ま
と
め
、
簡
単
な
解
説

を
加
え
た
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

41

あ
ふ
さ
か
の
う
た
か
た
人
は
陸
奥
の
さ
ら
に
名
こ
そ
を
な
づ
く
る
か
も
し
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43

よ
と
と
も
に
な
べ
て
け
し
き
を
み
ち
の
く
の
さ
は
こ
の
み
ゆ
と
い
は
せ
て

し
が
な

44

す
は
の
海
の
神
の
み
ま
ひ
を
詠
め
つ
つ
け
ふ
ひ
ね
も
す
に
を
り
く
ら
す
か

な

46

き
み
し
い
な
ば
い
な
い
な
こ
そ
は
し
な
の
な
る
あ
さ
ま
が
山
と
成
り
や
は

て
な
む

41
の
「
あ
ふ
さ
か
」「
陸
奥
」「
名
こ
そ
」
と
三
つ
の
名
称
を
一
首
に
盛
り
込

む
の
は
初
見
。「
あ
ふ
さ
か
」「
な
こ
そ
」
の
二
箇
所
を
詠
ん
だ
歌
は
、『
蜻
蛉

日
記
』
上
巻
に
作
者
詠
と
し
て
、

こ
え
わ
ぶ
る
あ
ふ
さ
か
よ
り
も
お
と
に
き
く
な
こ
そ
を
か
た
き
せ
き
と
し

ら
な
む

が
あ
る
）
15
（

。
兼
家
が
「
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
や
な
に
な
り
ち
か
け
れ
ど
こ
え
わ
び
ぬ

れ
ば
な
げ
き
て
ぞ
ふ
る
」
と
、
逢
え
ず
に
嘆
き
過
ご
し
て
い
る
と
寄
越
し
た
歌

へ
、
作
者
は
越
え
悩
む
逢
坂
の
関
よ
り
も
、「
来
る
な
」
と
い
う
名
の
勿
来
の

関
の
方
が
さ
ら
に
越
え
が
た
い
と
知
っ
て
ほ
し
い
、
と
返
す
。
双
方
が
関
所
名

に
よ
っ
て
思
い
を
伝
え
合
う
。

41
も
「
あ
ふ
さ
か
」「
な
こ
そ
」
を
「
逢
ふ
」「
な
来
そ
」
の
掛
詞
と
し
、
さ

ら
に
「
陸
奥
」
の
国
名
を
取
り
込
む
。
第
二
句
の
「
う
た
か
た
」
に
、
副
詞
の

「
少
し
の
間
」
の
意
を
響
か
せ
、
は
か
な
く
消
え
や
す
い
喩
え
と
す
る
。
歌
意
は
、

逢
う
こ
と
が
泡
の
よ
う
に
は
か
な
い
人
は
、
さ
ら
に
私
を
陸
奥
の
通
り
難
い
関

の
よ
う
に
「
勿
来
」（
来
な
い
で
）
と
名
付
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
な
る
。

逢
え
な
い
こ
と
に
加
え
、
女
の
拒
絶
を
恐
れ
る
。
唐
紙
本
の
み
「
か
た
き
人
に

は
」
と
あ
り
、「
逢
う
こ
と
が
難
し
い
人
」
と
判
り
や
す
い
。

43
「
み
ち
の
く
の
さ
は
こ
の
み
ゆ
」
は
、
国
名
「
み
ち
の
く
」
を
冠
し
て
初

出
と
な
る
。「
さ
は
こ
」
は
女
性
名
を
想
像
さ
せ
る
。底
本
は
「
さ
は
こ
の
身
よ
」

だ
が
、『
拾
遺
集
』
物
名
・
三
八
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
歌
に
「
あ
か
ず
し
て
わ

か
れ
し
人
の
す
む
さ
と
は
さ
は
こ
の
見
ゆ
る
山
の
あ
な
た
か
」
と
あ
り
、「
さ

は
こ
の
み
ゆ
」
と
し
た
。「
御
湯
」
に
「
見
ゆ
」
を
掛
け
る
。
歌
意
は
「
私
の

人
生
と
と
も
に
あ
な
た
の
す
べ
て
の
様
子
を
、
陸
奥
の
さ
わ
こ
の
御
湯
と
い
う

よ
う
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
わ
せ
た
い
、
と
な
る
。
現
状
が
そ
う
で

は
な
い
こ
と
を
詠
ん
だ
、
渇
望
の
歌
。『
夫
木
抄
』
雑
八
・
温
泉
・
一
二
四
九

七
に
は
「
さ
は
た
の
ゆ
、
陸
奥
」「
同
（
家
集
）
大
納
言
師
氏
卿
」
と
分
類
さ
れ
、

歌
は
「
よ
と
と
も
に
な
げ
か
し
き
み
を
み
ち
の
く
の
さ
は
た
の
み
ゆ
と
い
は
せ

て
し
か
な
」
と
あ
る
。

諸
本
の
異
同
が
著
し
い
の
は
、
44
の
第
二
句
で
あ
る
。
底
本
・
慶
応
本
・
中

之
島
本
・
内
閣
本
は
「
神
の
み
ま
る
を
」、
唐
紙
本
は
「
衣
の
さ
き
を
」、
穂
久

邇
本
は
「
神
の
み
さ
る
を
」
と
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
意
味
が
定
ま
ら
な
い
。『
夫

木
抄
』
雑
八
・
崎
・
一
二
一
五
六
に
「
こ
れ
も
か
み
ざ
き
、
信
の
」「
家
集
、

大
納
言
師
氏
卿
」
と
あ
り
、「
す
は
の
海
の
こ
れ
も
神
ざ
き
な
が
め
つ
つ
け
ふ

日
ぐ
ら
し
に
を
り
く
ら
す
な
み
」
と
見
え
る
。
曽
根
誠
一
は
『
夫
木
抄
』
が
「
か

み
ざ
き
」
を
地
名
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、「
御
神
渡
」
の
別
称
「
神
幸
」
を

誤
認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
（『
試
注
』）。

稿
者
は
当
初
、
冬
の
諏
訪
湖
の
結
氷
現
象
（
御
神
渡
）
を
詠
ん
だ
歌
と
考
え
、

第
二
句
を
「
神
の
わ
た
る
」
と
整
定
し
た
。
御
神
渡
は
、
湖
上
の
氷
の
盛
り
上
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が
り
を
、
諏
訪
大
社
の
上
社
の
男
神
が
下
社
の
女
神
の
も
と
へ
逢
う
道
と
み
な

す
も
の
で
、
久
保
田
淳
も
当
該
歌
に
つ
い
て
御
神
渡
を
詠
ん
だ
早
い
例
と
し
て

い
る
）
16
（

。
だ
が
、管
見
の
限
り
、御
神
渡
の
歌
の
初
例
は
、『
堀
河
百
首
』
凍
・
九
九
八
・

藤
原
顕
仲
、

す
は
の
海
の
氷
の
上
の
か
よ
ひ
ぢ
は
神
の
わ
た
り
て
と
く
る
な
り
け
り

と
思
わ
れ
、
ま
た
御
神
渡
の
起
源
も
定
か
に
言
い
が
た
く
、「
神
の
み
ま
ひ
（
見

舞
）」
と
整
定
し
直
し
た
。
歌
意
は
、
諏
訪
の
湖
の
神
の
訪
問
を
ぼ
ん
や
り
と

物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
見
、
歌
に
詠
ん
で
は
、
今
日
一
日
を
あ
な
た
の
こ
と

を
思
い
暮
ら
す
こ
と
よ
、
と
な
る
。
神
に
こ
と
寄
せ
て
終
日
相
手
を
思
う
歌
で

あ
る
。
こ
の
44
「
神
の
み
ま
ひ
」
に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討
し
た
い
。

46
の
「
し
な
の
な
る
あ
さ
ま
が
山
」
は
、
国
名
と
山
の
名
と
を
組
み
合
わ
せ

た
初
例
と
な
る
。
底
本
の
み
「
あ
さ
ま
が
山
」
と
あ
る
。
歌
例
は
「
あ
さ
ま
の

山
」
が
多
く
、「
が
」
は
初
例
。
く
ず
し
字
の
「
の
」
と
「
が
」
は
近
似
す
る

た
め
、
誤
写
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
国
名
を
付
け
ず
「
あ
さ
ま
の
山
」「
あ

さ
ま
の
た
け
」「
あ
さ
ま
が
た
け
」
の
形
で
、
単
独
に
詠
ま
れ
る
場
合
が
多
い
。

「
あ
さ
ま
の
た
け
」
が
信
濃
の
所
在
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
『
伊
勢
物
語
』
第

八
段
に
、「
信
濃
な
る
あ
さ
ま
の
た
け
に
た
つ
け
ぶ
り
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は

と
が
め
ぬ
」
と
見
え
る
。

46
で
は
「
あ
さ
ま
山
」
は
「
あ
さ
ま
し
」
を
導
く
。「
い
な
い
な
」
は
「
い

な
（
否
）」
の
強
め
で
「
い
や
い
や
」
の
意
。「
こ
そ
」
と
「
は
」
は
強
意
の
係

助
詞
。（
未
だ
あ
は
ぬ
）
あ
な
た
が
立
ち
去
る
な
ら
、
い
や
い
や
そ
れ
こ
そ
、

私
は
信
濃
に
あ
る
浅
間
山
の
名
の
よ
う
に
、
あ
さ
ま
し
く
、
情
け
な
く
な
り
果

て
て
し
ま
う
、
と
な
る
。

「
あ
は
ぬ
恋
」
の
地
名
は
、
摂
津
国
の
「
生
田
の
浦
」
を
除
き
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
東
国
の
地
名
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
地
理
的
な
遠
近
の
均
衡
を
と
る
こ
と

よ
り
も
、
地
名
か
ら
の
連
想
と
、
掛
詞
、
縁
語
、
比
喩
な
ど
の
修
辞
の
駆
使
や
、

同
音
反
復
、
畳
語
、
頭
韻
な
ど
に
よ
っ
て
、
意
味
の
複
層
化
を
図
る
こ
と
に
主

眼
を
置
く
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
地
名
と
歌
意
を
見
て
き
た
が
、
本
節
の
「
あ
は
ぬ
恋
」
は
、「
未
だ

逢
え
な
い
」
苦
し
さ
を
恋
の
本
意
と
し
て
表
す
の
で
あ
る
。

四

あ
ひ
て
の
恋

（
１
）「
あ
ひ
て
の
恋
」
と
は

「
あ
ひ
て
の
恋
」
で
は
、
逢
瀬
が
叶
っ
た
後
の
心
情
を
詠
む
。
こ
こ
に
恋
の

喜
悦
は
な
く
、
逢
瀬
に
は
至
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
難
渋
、
不
安
な
ど
、
逢
っ

た
が
ゆ
え
の
焦
心
を
詠
出
す
る
。
こ
れ
は
、
本
集
に
限
ら
ず
、
第
二
節
で
示
し

た
『
躬
恒
集
』『
忠
見
集
』
な
ど
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。『
源
順
集
』
の
「
あ
ひ

て
の
恋
」
に
も
、

　
　

あ
は
ぬ
こ
ひ

哀
て
ふ
こ
と
の
は
も
こ
そ
き
こ
え
く
れ
よ
そ
に
消
え
な
ん
こ
と
の
か
な
し

さ
（
二
四
〇
）

　
　

あ
ひ
て
の
恋



967（144）

我
な
が
ら
く
ら
べ
わ
び
ぬ
る
心
か
な
い
ま
さ
へ
な
ほ
や
こ
ひ
し
か
る
べ
き

（
二
四
一
）

と
、
自
分
な
が
ら
「
あ
は
ぬ
」
と
「
あ
ひ
て
」
の
心
を
比
べ
あ
ぐ
む
と
、
逢
え

た
後
「
な
お
恋
し
い
」
と
思
う
自
身
を
見
返
し
た
詠
が
あ
る
。

つ
ま
り
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
と
い
う
歌
題
や
部
立
は
、「
あ
ひ
て
あ
は
ざ
る
恋
」

の
意
を
含
み
、「
あ
は
ぬ
恋
」
の
そ
れ
と
相
対
す
る
。「
逢
ふ
」
は
通
過
点
と
し

て
省
か
れ
、
恋
の
本
意
は
そ
の
前
後
に
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
で
は
、「
逢
ひ
て
の
恋
」
一
一
首
に
、「
逢
ひ
て
不
逢
恋
」

五
首
を
並
置
す
る
。

「
あ
ひ
て
あ
は
ざ
る
恋
」
題
は
、
平
安
後
期
以
降
「
逢
不
遇
恋
」「
遇
不
逢
恋
」

な
ど
の
表
記
で
数
多
く
出
現
す
る
。
さ
ら
に
、
細
分
化
し
た
恋
題
は
、
平
安
後

期
の
『
堀
河
百
首
』
に
見
ら
れ
る
。
初
恋
、
不
被
知
人
恋
、
不
遇
恋
、
初
逢
恋
、

後
朝
恋
、
会
不
逢
恋
、
旅
恋
、
思
、
片
思
、
恨
の
「
恋
十
首
」
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
も
内
容
的
に
は
、
結
局
、「
あ
は
ぬ
」
と
「
あ
ひ
て
」
と
い
う
二
つ
の

範
疇
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）「
あ
ひ
て
の
恋
」
四
首

本
集
の
四
首
を
読
解
す
る
。
初
出
の
地
名
歌
四
首
は
、
次
章
で
読
解
す
る
。

50

こ
ゆ
る
ぎ
に
さ
し
出
で
て
み
れ
ば
天
の
原
浪
間
に
こ
ゆ
る
ふ
ね
の
我
か
な

54

わ
り
な
き
を
し
な
む
ふ
し
な
む
美
作
や
く
め
の
さ
ら
山
い
ま
さ
ら
に
君

56

わ
く
ら
ば
に
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
か
ぞ
ふ
ば

か
り
を

57

忍
び
ね
に
ま
た
し
の
び
ね
の
か
さ
な
り
て
ひ
る
ま
な
く
な
く
そ
で
く
ち
ぬ

べ
し

50
は
、
相
模
国
の
地
名
「
こ
ゆ
る
ぎ
」
に
「
越
ゆ
」
を
掛
け
、「
浪
間
に
こ

ゆ
る
ふ
ね
の
我
か
な
」
と
、
逢
瀬
後
の
別
れ
の
心
情
を
、
大
海
原
を
越
え
て
ゆ

く
舟
に
喩
え
る
。
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
に
漕
ぎ
出
し
て
み
る
と
、
大
海
原
の
浪
間
を

越
え
る
舟
の
よ
う
に
心
乱
れ
る
私
、
の
意
と
な
る
。

54
は
美
作
国
の
「
く
め
の
さ
ら
山
」
と
「
い
ま
さ
ら
」
で
、「
さ
ら
」
の
反

復
リ
ズ
ム
を
生
む
。
恋
は
道
理
に
合
わ
な
い
の
で
、
苦
し
く
て
死
ん
で
し
ま
い

そ
う
だ
が
、
く
め
の
さ
ら
山
で
は
な
い
が
、
今
ま
た
更
に
共
寝
を
し
よ
う
と
、

逢
っ
て
後
の
さ
ら
な
る
苦
し
さ
を
述
べ
、
願
望
を
表
明
す
る
。

56
の
第
二
句
は
底
本
の
他
、
唐
紙
本
な
ど
多
く
は
「
あ
ふ
か
は
あ
ふ
か
」
と

す
る
が
意
味
不
通
。『
古
今
集
』
秋
上
・
一
七
八
・
藤
原
興
風
の
「
契
り
け
む

心
ぞ
つ
ら
き
た
な
ば
た
の
年
に
ひ
と
た
び
あ
ふ
は
あ
ふ
か
は
」
に
拠
っ
て
整
定

し
た
。「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
や
『
古
今

集
』
恋
四
・
七
二
四
・
河
原
左
大
臣
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ

ゑ
に
み
だ
れ
む
と
思
ふ
我
な
ら
な
く
に
」
と
容
易
に
結
び
付
く
語
句
で
あ
る
。

た
ま
に
逢
う
の
は
逢
う
こ
と
に
な
ら
な
い
、
陸
奥
の
し
の
ぶ
も
じ
ず
り
の
言
葉

の
ご
と
く
、
逢
え
な
い
で
堪
え
忍
ぶ
日
々
を
数
え
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
と
、

逢
え
ぬ
日
を
数
え
る
。

57
は
「
ひ
る
ま
な
く
」
に
昼
間
と
、
涙
の
干
る
間
が
無
い
こ
と
を
掛
け
る
。

昼
と
い
う
語
で
、
夜
の
逢
瀬
を
連
想
さ
せ
る
。「
蛭
間
」
の
所
在
は
尾
張
か
。

昼
間
は
人
知
れ
ず
し
の
び
泣
く
日
々
が
重
な
り
、
乾
く
間
も
な
く
泣
い
た
た
め
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に
、
涙
で
濡
れ
た
袖
が
朽
ち
て
し
ま
い
そ
う
だ
、
の
意
。

多
様
な
地
名
を
歌
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
新
た
な
歌
を
出
現
さ
せ
る
試
み
で

あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
操
作
と
同
時
に
歌
意
を
多
層
化
す
る
。
地
名
が
歌
の
韻
律
を

活
性
化
し
、
意
味
を
複
層
化
す
る
反
面
、
例
え
ば
「
あ
は
ぬ
恋
」
45
や
「
あ
ひ

て
の
恋
」
54
、
56
な
ど
の
よ
う
に
意
味
が
取
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
生
じ
る
。

（
３
）「
あ
ひ
て
の
恋
」
初
出
の
地
名
歌

51

い
は
ば
し
を
つ
く
り
さ
し
け
む
か
づ
ら
き
の
神
に
け
な
ら
ぬ
朝
ぼ
ら
け
か

な

53

か
よ
へ
ど
も
つ
ね
に
ま
ど
ふ
を
む
さ
し
な
る
さ
ら
の
山
べ
の
し
る
べ
せ
よ

君

55

あ
ひ
て
あ
は
ぬ
歎
き
す
る
が
の
ふ
じ
の
う
ら
に
こ
が
れ
て
か
よ
ふ
あ
ま
の

舟
か
も

58

あ
ふ
坂
の
み
ち
に
か
き
ほ
は
こ
え
な
が
ら
ま
だ
ゆ
る
さ
れ
ぬ
下
ひ
も
の
関

51
の
「
い
は
ば
し
」
と
「
か
づ
ら
き
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
こ
れ
が
初
出
で

あ
る
。
岩
橋
を
作
る
の
を
途
中
で
や
め
た
葛
城
の
神
と
異
な
ら
ぬ
、
夜
明
け
の

わ
び
し
さ
で
あ
る
よ
、
の
意
。
逢
え
た
け
れ
ど
、
い
つ
仲
が
絶
え
る
か
と
の
不

安
を
詠
む
。
葛
城
の
一
言
主
神
の
伝
説
は
、
男
女
の
仲
絶
え
や
物
事
が
成
就
し

な
い
比
喩
に
用
い
ら
れ
、
当
該
歌
以
降
、「
い
は
ば
し
」「
か
づ
ら
き
」
を
組
み

合
わ
せ
て
繰
り
返
し
詠
ま
れ
た
。
東
宮
女
蔵
人
左
近
（
小
大
君
）
の
代
表
歌
「
い

は
ば
し
の
よ
る
の
契
も
た
え
ぬ
べ
し
あ
く
る
わ
び
し
き
葛
木
の
神
」（『
拾
遺

集
』
雑
賀
・
一
二
〇
一
）
が
著
名
。

53
、
武
蔵
の
「
さ
ら
の
山
」
の
所
在
地
は
不
詳
。
歌
例
も
見
え
な
い
。
唐
紙

本
を
は
じ
め
他
本
は
「
さ
さ
の
や
ま
」
と
す
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
不
詳
で
あ
る
。

並
ぶ
54
の
「
く
め
の
さ
ら
山
」
と
混
同
し
た
か
。
通
う
け
れ
ど
い
つ
も
道
に

迷
っ
て
し
ま
う
、
武
蔵
に
あ
る
さ
ら
の
山
の
ほ
と
り
の
道
案
内
を
し
て
欲
し
い
、

あ
な
た
、
の
意
。「
山
ベ
」
と
「
し
る
べ
」
が
脚
韻
と
な
る
。
第
五
句
の
「
し

る
べ
せ
よ
君
」
の
「
君
」
の
呼
び
か
け
は
、『
万
葉
集
』
で
は
女
性
が
男
性
に

対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、『
古
今
集
』
以
降
、
男
女
い
ず
れ
も
、
異
性
に
対

し
て
も
ま
た
同
性
に
対
し
て
も
、
親
し
み
を
も
っ
て
言
う
場
合
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
）
17
（

。
と
は
言
え
、
45
の
「
君
こ
ふ
る
」
と
同
様
、
男
性
が
女

性
に
呼
び
か
け
た
「
〜
せ
よ
君
」
の
歌
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

55
は
、
逢
っ
て
の
ち
、
逢
え
な
い
歎
き
を
す
る
、
駿
河
の
富
士
の
浦
に
海
人

が
舟
を
漕
い
で
通
う
よ
う
に
焦
が
れ
通
う
意
と
な
る
。「
漕
ぐ
」
が
「
焦
が
る
」

と
繋
が
っ
て
響
き
、
行
動
と
内
省
的
な
感
情
と
を
併
せ
て
表
現
す
る
。
55
の

「
あ
ひ
て
あ
は
ぬ
歎
き
」
の
措
辞
は
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
意
味
を
端
的
に
表
し

て
い
る
。

58
の
「
あ
ふ
坂
」
と
「
下
ひ
も
の
関
」
の
組
み
合
わ
せ
も
初
見
。
歌
例
も
少

な
い
。「
あ
ふ
坂
」
に
「
逢
ふ
」
を
響
か
せ
、
逢
瀬
の
垣
根
は
越
え
た
け
れ
ど
も
、

最
後
の
関
を
通
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
共
寝
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
て
い
な
い
意
で
あ
る
。「
下
ひ
も
の
関
」
は
、
陸
奥
の
関
所
で
、『
能
宣
集
』

二
五
七
に
「
う
つ
つ
と
も
ゆ
め
と
も
み
え
ぬ
ほ
ど
ば
か
り
か
よ
は
ば
ゆ
る
せ
し

た
ひ
ぼ
の
せ
き
」
と
「
ひ
も
」
が
「
ひ
ぼ
」
の
交
替
形
で
見
え
る
。
下
紐
を
解

く
と
は
相
手
と
の
同
衾
を
意
味
し
、
下
紐
が
自
然
に
解
け
る
の
は
思
う
人
と
逢
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え
る
前
兆
と
詠
ま
れ
て
い
る
）
18
（

。
こ
の
歌
を
「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
掉
尾
に
置
き
、

逢
っ
た
が
ゆ
え
の
心
理
的
飢
餓
や
焦
燥
を
表
し
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
部
を
統
括

す
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
一
首
の
欠
落

こ
こ
で
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
歌
が
一
首
欠
落
し
て
い
る
と
の
指
摘
を
取
り

上
げ
て
お
き
た
い
。

「
あ
は
ぬ
恋
」
一
〇
首
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
九
首
と
、
両
部
の
歌
数
は
揃
っ
て

い
な
い
。「
あ
ひ
て
の
恋
」
が
九
首
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
曽
根
は
、
58
の

次
に
一
首
の
欠
落
が
あ
る
と
指
摘
す
る
）
19
（

。
こ
れ
は
、
中
之
島
本
に
「
一
首
不
足

歟
」
と
注
記
が
あ
る
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
新
注
』
に
も
「
先

の
『
あ
は
ぬ
恋
』
で
は
、
最
終
歌
に
お
い
て
歌
枕
を
詠
み
込
ま
ず
に
『
あ
は
ぬ

恋
』
を
総
括
的
に
詠
出
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、『
あ
ひ
て
の
恋
』
に
お
い

て
も
、
元
来
は
こ
の
部
を
総
括
す
る
も
う
一
首
が
存
し
た
と
も
考
え
得
る
」
と

の
指
摘
が
あ
る
）
20
（

。
勿
論
、
伝
本
に
は
本
文
の
乱
れ
や
語
句
の
欠
損
も
あ
る
た
め
、

歌
が
欠
落
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が
、
諸
本
は
す
べ
て
同
歌
数
で
あ
り
、「
一

首
不
足
歟
」
の
注
記
が
中
之
島
本
の
み
で
あ
る
点
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。こ

れ
ま
で
「
あ
ひ
て
の
恋
」「
あ
は
ぬ
恋
」
と
い
う
テ
ー
マ
や
地
名
の
多
用

を
確
認
し
た
が
、
そ
の
両
部
の
歌
同
士
に
照
応
を
保
つ
配
置
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。従
っ
て
「
あ
は
ぬ
恋
」
の
最
終
49
が
地
名
を
詠
ま
ず
、「
あ
ひ
て
の
恋
」

の
最
終
58
が
地
名
を
用
い
る
と
い
う
理
由
で
、
一
首
の
欠
落
と
は
言
い
に
く
く
、

こ
の
こ
と
は
慎
重
に
考
え
た
い
。

本
集
の
部
立
は
、
四
季
で
は
秋
の
み
が
九
首
で
あ
る
。
以
下
、
わ
か
れ
七
首
、

無
常
九
首
、
い
の
り
九
首
、
物
名
四
首
、
題
詠
七
首
な
ど
、
歌
数
は
不
揃
い
で

あ
る
（
表
３
参
照
）。
こ
の
こ
と
を
、
百
首
歌
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

表
１
の
よ
う
に
、
百
首
歌
は
一
人
の
作
者
が
百
首
を
お
お
よ
そ
の
目
安
と
し

て
詠
ん
だ
も
の
で
、
歌
数
に
多
少
の
増
減
が
あ
る
。
後
の
百
首
歌
で
は
、『
重

之
女
集
』
は
九
〇
首
、『
和
泉
式
部
集
』
は
九
七
首
な
ど
、
百
に
満
た
な
い
例

も
あ
る
。

百
と
い
う
定
数
に
つ
い
て
、
久
保
木
寿
子
は
「
こ
の
観
念
数
に
よ
る
枠
組
み

は
、
詠
歌
の
具
体
的
な
『
場
』
を
不
要
に
す
る
）
21
（

」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
兼
築

信
行
は
、
百
の
「
和
歌
を
も
っ
て
、
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
世
界
を
建
立
す
る
）
22
（

」

と
述
べ
る
。
詠
歌
の
場
が
定
数
内
の
完
結
し
た
世
界
に
展
開
す
る
と
い
う
、
こ

れ
ら
の
指
摘
に
首
肯
す
る
。

百
首
は
、
一
息
に
読
ん
で
意
味
を
掬
い
取
る
こ
と
が
可
能
な
数
で
あ
る
。
歌

は
個
々
の
部
立
に
抱
懐
さ
れ
る
が
、
百
首
歌
全
体
で
捉
え
る
と
き
、
部
立
毎
の

歌
数
の
不
揃
い
は
、
い
わ
ば
濃
淡
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
り
、
作
者
の
創
意
を
示

す
箇
所
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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表
３
を
見
る
と
、
恋
部
以
外
は
、
地
名
は
一
首
に
一
つ
用
い
ら
れ
る
の
み
で

あ
る
。
初
出
地
名
は
見
え
ず
、
一
首
に
複
数
の
地
名
を
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
の

工
夫
も
な
い
。
地
名
は
山
城
が
最
も
多
く
六
首
（
14
・
16
・
18
・
34
・
82
・
84
）。

続
い
て
大
和
（
１

・
83
）、
播
磨
（
27
・
86
）、
近
江
（
93
）、
紀
伊
（
61
）
な

ど
の
順
で
、
い
ず
れ
も
都
周
辺
に
集
中
す
る
。
恋
部
の
地
名
は
、
東
国
に
偏
り

は
あ
る
が
広
範
囲
で
、
他
の
部
立
と
の
用
法
の
相
違
が
歴
然
と
し
て
い
る
。

五

地
名
の
な
い
歌

曾
禰
好
忠
が
積
極
的
に
地
名
（
歌
枕
）
を
用
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
島

田
良
二
の
論
に
詳
し
い
。
島
田
に
よ
れ
ば
、
歌
枕
（
島
田
は
「
歌
枕
」
と
呼
称

す
る
）
は
「
毎
月
集
」「
百
首
歌
」
に
積
極
的
に
採
り
入
れ
ら
れ
、『
万
葉
集
』

や
『
古
今
集
』
所
見
の
地
名
と
の
重
複
、
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
趣
向
を
変
え

独
自
な
個
性
を
う
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
好
忠
が
好
ん
だ
、
序
詞
に

歌
枕
（
地
名
）
を
詠
み
込
む
例
に
二
五
二
「
す
み
よ
し
の
な
ら
し
の
を
か
の
た

ま
つ
く
り
か
ず
な
ら
ぬ
身
は
あ
き
ぞ
か
な
し
き
」、
枕
詞
を
伴
う
例
に
三
二
三

「
ち
は
や
ぶ
る
か
み
な
び
を
か
の
な
ら
の
は
を
雪
ふ
み
わ
け
て
た
を
る
や
ま
び

と
」
な
ど
を
挙
げ
、
詠
作
の
特
色
と
し
て
い
る
）
23
（

。

初
期
百
首
歌
群
の
「
好
忠
百
首
」
の
地
名
歌
は
計
二
二
首
。
内
訳
は
四
季
四

首
、
恋
一
首
、
沓
冠
九
首
、
物
名
八
首
で
あ
る
。
だ
が
、
恋
部
で
は
四
一
〇
の

「
ゆ
ら
の
と
を
わ
た
る
ふ
な
人
か
ぢ
を
た
え
行
へ
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
の
み
ち
か
な
」

の
一
首
の
み
と
少
な
い
。「
ゆ
ら
の
と
」
は
平
安
期
に
好
忠
が
最
初
に
用
い
た

表
３

『
海
人
手
古
良
集
』
に
用
い
ら
れ
た
地
名

部
立
・
歌
数

地
名

歌
数

歌
番
号
・
地
名
（
国
名
）。〈
初
〉
と
は
本
集
が
初
出
と
考
え
ら
れ

る
地
名
や
複
数
の
地
名
の
組
み
合
わ
せ
が
初
例
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。

四
季
39

（
秋
の
み
９

）

9

春
：
１

み
よ
し
の
（
大
和
）、
７

み
ち
の
く
（
陸
奥
）。
夏
：
14
よ

ど
の
（
山
城
）、
16
を
ぐ
ら
山
（
山
城
）、
18
か
も
（
山
城
）。
秋
：

27
高
砂
（
播
磨
）。
冬
：
31
陸
奥
（
陸
奥
）、
34
宇
治
（
山
城
）、

37
し
ら
山
（
越
前
）。

あ
は
ぬ
恋
10

9

40
か
さ
ま
（
常
陸
か
）、
41
あ
ふ
さ
か
・
陸
奥
・
名
こ
そ
（
近
江
・

陸
奥
〈
初
〉）、
42
清
見
が
関
（
駿
河
）、
43
み
ち
の
く
・
さ
は
こ

の
み
ゆ
（
陸
奥
〈
初
〉）、
44
す
は
の
海
（
信
濃
〈
初
〉）、
45
ひ
た

ち
（
常
陸
）、
46
し
な
の
・
あ
さ
ま
が
山
（
信
濃
〈
初
〉）、
47
あ

づ
ま
ぢ
・
は
ま
な
の
は
し
（
遠
江
〈
初
〉）、
48
い
く
た
の
う
ら
（
摂

津
）。

あ
ひ
て
の
恋
９

8

50
こ
ゆ
る
ぎ
（
相
模
）、
51
い
は
ば
し
・
か
づ
ら
き
（
大
和
〈
初
〉）、

53
む
さ
し
・
さ
ら
の
山
べ
（
武
蔵
〈
初
〉）、
54
美
作
・
く
め
の
さ

ら
山
（
美
作
）、
55
す
る
が
・
ふ
じ
の
う
ら
（
駿
河
〈
初
〉）、
56

み
ち
の
く
・
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
（
陸
奥
）、
57
ひ
る
ま
（
尾
張
か
）、

58
あ
ふ
坂
・
下
ひ
も
の
関
（
近
江
・
陸
奥
〈
初
〉）。

わ
か
れ
７

4

60
み
ち
の
く
（
陸
奥
）、
61
み
く
ま
の
の
浦
（
紀
伊
）、
64
生
の
松

原
（
筑
前
）、
65
い
な
く
ら
や
ま
（
不
詳
）。

無
常
９

0

い
の
り
９

2

82
大
原
の
小
塩
山
（
山
城
）、
83
か
す
が
（
大
和
）。

物
名
４

題
詠
７

増
補
１

5

84
た
だ
す
の
神
（
山
城
）、
86
ひ
び
き
の
な
だ
（
播
磨
）、
87
し
か

す
が
の
わ
た
り
（
三
河
）、
92
い
き
の
松
原
（
筑
前
）、
93
は
歌
題
、

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
（
近
江
）。

総
計
95

37
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地
名
で
あ
り
、
序
詞
に
地
名
を
詠
み
込
む
例
で
も
あ
る
。
梶
緒
が
切
れ
あ
て
ど

な
く
漂
う
情
景
に
、
恋
の
行
方
を
象
徴
さ
せ
、
恋
の
叙
景
と
し
て
い
る
。

恋
部
に
地
名
歌
の
割
合
が
高
い
の
は
「
重
之
百
首
」
八
首
、「
恵
慶
百
首
」

七
首
で
あ
る
。
地
名
の
用
法
は
平
明
で
あ
り
、
例
え
ば
「
重
之
百
首
」
三
〇
一

「
こ
ひ
し
さ
を
な
ぐ
さ
み
が
て
ら
す
が
は
ら
や
ふ
し
み
に
き
て
も
ね
ら
れ
ざ
り

け
り
」
は
、「
菅
原
や
伏
見
（
菅
原
の
伏
見
の
里
）」
と
地
名
を
並
べ
、「
伏
見
」

と
「
臥
し
」
が
掛
詞
、「
臥
し
」
か
ら
「
寝
」
を
導
き
出
す
。

「
恵
慶
百
首
」
二
四
六
「
あ
ふ
こ
と
の
ま
ど
ほ
に
あ
め
る
い
よ
す
だ
れ
い
よ

い
よ
わ
れ
を
わ
び
さ
す
る
か
な
」
は
、「
間
遠
」
と
、
編
み
目
の
荒
い
伊
予
す

だ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
重
ね
、「
伊
予
」
が
「
愈
愈
」
の
畳
語
に
結
び
つ
き
、「
わ

れ
を
わ
び
さ
す
る
か
な
」
と
心
情
で
ま
と
め
る
。

地
名
の
初
出
例
は
、「
重
之
百
首
」
三
〇
五
「
ま
つ
し
ま
の
い
し
ま
の
い
そ

に
あ
さ
り
せ
し
あ
ま
の
そ
で
こ
そ
か
く
は
ぬ
れ
し
か
」
の
「
松
島
」、「
恵
慶
百

首
」
二
五
五
「
こ
ひ
わ
た
る
か
げ
や
み
ゆ
る
と
い
も
が
き
る
み
も
す
そ
が
は
の

わ
た
り
へ
ぞ
ゆ
く
」
の
「
御
裳
濯
川
）
24
（

」
で
あ
る
。
斬
新
な
地
名
に
よ
っ
て
新
奇

な
歌
の
詠
出
を
目
指
す
こ
と
は
、『
海
人
手
古
良
集
』
の
地
名
の
用
法
に
通
じ
る
。

『
海
人
手
古
良
集
』
の
両
恋
部
は
一
七
首
に
地
名
を
用
い
る
（
表
３
参
照
）。

こ
れ
は
両
恋
部
の
約
九
割
に
当
た
る
。
地
名
の
多
用
は
集
の
独
自
性
と
言
え
る

が
、
好
忠
と
は
異
な
る
点
が
見
ら
れ
る
。
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
未
見
の
地

名
を
用
い
る
こ
と
に
加
え
、
地
名
と
国
名
を
組
み
合
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
新
た

に
複
数
の
地
名
を
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
、
実
験
的
な
創
意
を
出
現
さ
せ
て
い
る
。

地
名
の
選
択
は
、
一
見
無
作
為
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
題
号
の
「
海
人
」

と
関
わ
り
の
あ
る
海
辺
に
偏
向
せ
ず
、
山
間
の
関
所
、
山
名
な
ど
、
山
に
関
連

す
る
語
句
も
ほ
ぼ
同
数
取
り
入
れ
る
。
つ
ま
り
、
詠
歌
空
間
を
、
あ
た
か
も
自

然
界
の
よ
う
に
山
海
の
均
衡
を
保
っ
て
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
空
間
の
創
出
の
み
な
ら
ず
、
地
名
を
修
辞
に
結
び
付
け
る
。
同
音

で
両
意
を
も
た
せ
る
掛
詞
が
最
も
多
く
、
縁
語
、
比
喩
、
同
音
反
復
、
畳
語
、

頭
韻
な
ど
が
見
え
る
。
そ
の
他
、
地
名
か
ら
の
連
想
、
例
え
ば
「
あ
さ
ま
山
」

か
ら
「
あ
さ
ま
し
」、「
ま
だ
ゆ
る
さ
れ
ぬ
下
ひ
も
の
関
」
か
ら
「
共
寝
が
許
さ

れ
な
い
こ
と
」
を
促
す
。

こ
の
よ
う
に
地
名
は
、
所
在
情
報
、
音
の
響
き
、
連
想
に
よ
る
転
換
な
ど
、

空
間
を
示
し
つ
つ
、
恋
の
内
省
を
普
遍
的
に
定
位
す
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。

で
は
、
恋
部
の
地
名
の
な
い
歌
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。「
あ

は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
首
、
地
名
を
読
ま
な
い
歌
が
配

さ
れ
る
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て
、
語
釈
と
歌
意
を
示
し
考
察
し
た
い
。

49

た
そ
か
れ
に
涙
の
玉
を
な
が
め
つ
つ
ね
む
ら
で
夜
は
に
あ
か
す
と
も
し
火

（
あ
は
ぬ
恋
）

52

ひ
ま
も
な
く
涙
に
袖
を
ぬ
ら
し
つ
つ
駒
に
ま
か
せ
て
か
へ
る
よ
な
よ
な

（
あ
ひ
て
の
恋
）

「
あ
は
ぬ
恋
」
49
の
「
涙
の
玉
」
は
、
涙
を
玉
に
見
立
て
た
措
辞
で
、『
古
今

集
』
哀
傷
・
八
四
一
に
、

　
　

ち
ち
が
お
も
ひ
に
て
よ
め
る　
　
　

た
だ
み
ね

ふ
ぢ
衣
は
つ
る
る
い
と
は
わ
び
人
の
涙
の
玉
の
を
と
ぞ
な
り
け
る

が
あ
る
。
喪
服
の
ほ
つ
れ
て
い
る
糸
は
私
の
悲
し
み
の
涙
を
つ
な
ぐ
緒
と
な
っ
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た
、
の
意
。
49
の
「
涙
の
玉
を
な
が
め
」
る
と
は
独
自
表
現
だ
が
意
味
が
取
り

に
く
い
。「
ね
む
ら
で
」
は
、
他
本
に
「
ね
ふ
し
て
」（
慶
応
本
・
中
之
島
本
・

穂
久
邇
本
）、「
ね
ふ
ら
て
」（
唐
紙
本
）
な
ど
と
あ
る
。「
ね
ふ
ら
で
」
は
、「
ね

む
ら
で
」
の
音
韻
交
替
で
あ
る
。「
ね
ふ
し
て
あ
か
す
（
寝
臥
し
て
明
か
す
）」

よ
り
「
ね
む
ら
で
あ
か
す
（
眠
ら
で
明
か
す
）」
の
方
が
状
況
的
に
は
相
応
し
く
、

あ
る
い
は
「
ね
ふ
し
て
」
は
「
ね
ふ
ら
て
」
つ
ま
り
「
し
」
は
「
ら
」
の
誤
写

か
も
し
れ
な
い
。

下
の
句
「
ね
む
ら
で
夜
は
に
あ
か
す
と
も
し
火
」
も
独
自
表
現
で
あ
り
、
歌

意
は
、
黄
昏
に
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
流
し
た
涙
を
思
い
な
が
ら
、
眠
ら
ず
夜
半

に
燈
火
を
と
も
し
、
そ
の
ま
ま
夜
明
か
し
を
し
て
し
ま
い
そ
う
で
す
、
と
な
る
。

歌
の
地
名
は
明
確
に
示
さ
れ
る
の
で
、
第
五
句
の
「
あ
か
す
」
は
地
名
で
は
な

い
と
判
断
し
た
。

中
之
島
本
の
頭
注
は
49
の
典
拠
を
『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」
の
一
節
「
夕

殿
螢
飛
思
悄
然

孤
燈
挑
盡
未
成
眠

遲
遲
鐘
鼓
初
長
夜
」
と
す
る
）
25
（

。
歌
に
楊

貴
妃
の
不
在
を
嘆
く
玄
宗
の
心
情
を
見
た
の
で
あ
る
。「
あ
は
ぬ
恋
」
の
掉
尾

に
地
名
を
詠
ま
ず
、
逢
瀬
が
叶
わ
な
い
空
虚
と
憂
い
を
余
韻
と
し
て
、「
あ
は

ぬ
恋
」
部
を
総
括
し
た
か
。

「
あ
ひ
て
の
恋
」
52
の
下
の
句
「
駒
に
ま
か
せ
て
か
へ
る
よ
な
よ
な
」
も
独

自
表
現
で
あ
る
。
絶
え
間
な
く
流
れ
る
涙
で
袖
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
道
を
知
る

馬
に
身
を
委
ね
て
帰
る
の
を
夜
ご
と
に
繰
り
返
し
て
い
る
、
の
意
。
共
寝
で
き

な
い
ま
ま
帰
る
様
子
を
、
駒
で
帰
る
毎
夜
の
姿
で
見
せ
る
。

「
よ
な
よ
な
」
の
語
を
用
い
た
歌
に
は
、『
兼
盛
集
』
三
八
に
「
あ
ふ
事
の
な

き
つ
つ
か
へ
る
よ
な
よ
な
は
い
た
づ
ら
ね
に
も
な
り
に
け
る
か
な
」
が
あ
り
、

上
の
句
「
逢
う
事
が
無
く
、
泣
き
な
が
ら
帰
る
夜
な
夜
な
」
や
「
い
た
づ
ら
ね
」

（
寂
し
く
独
り
寝
す
る
）
の
語
句
な
ど
、
恋
の
状
況
を
さ
ら
に
描
い
て
お
り
、

52
の
類
型
歌
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
52
は
漢
籍
享
受
歌
で
あ
り
）
26
（

、
漢
籍
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
49
と
同
様
、

特
定
の
地
名
を
詠
ま
な
い
歌
と
判
断
し
た
。
漢
籍
を
透
か
し
見
せ
る
こ
と
で
、

唐
土
を
連
想
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
。
こ
の
点
は
集
全
体
か
ら
考
察
す
る
必
要
が

あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

地
名
の
な
い
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
の
部
立
に
一
首
ず
つ
置
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ

る
。
地
名
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
あ
は
ぬ
」
は
勿
論
の
こ
と
、「
あ
ひ

て
」
で
も
充
足
す
る
こ
と
の
な
い
恋
の
本
意
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。

六

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
の
結
論
を
ま
と
め
る
。

本
集
は
百
首
歌
の
体
裁
を
と
る
家
集
で
あ
る
。
百
と
い
う
定
数
は
、
創
出
し

た
部
立
を
包
含
し
、
一
息
に
歌
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
数
と
捉
え
ら
れ
る
。

本
集
を
総
体
で
把
握
す
る
と
、
個
々
の
部
立
及
び
歌
数
の
増
減
は
ア
ク
セ
ン
ト

で
あ
り
、
創
意
の
要
所
で
も
あ
る
。

本
集
の
恋
部
は
、「
逢
ふ
」
前
後
を
二
極
化
し
「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」

と
構
成
す
る
。
初
期
百
首
群
の
中
で
、
こ
の
両
部
立
を
揃
え
る
の
は
本
集
が
初

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
本
集
の
独
自
性
、
先
進
性
と
言
え
る
。「
あ
は
ぬ
恋
」
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で
は
、
願
望
や
懊
悩
の
歌
を
詠
み
、「
あ
ひ
て
の
恋
」
で
も
ま
た
、
逢
え
た
が

ゆ
え
の
煩
悶
を
詠
出
す
る
。
つ
ま
り
、
両
部
共
、
歌
に
詠
む
べ
き
本
意
を
恋
の

苦
悩
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
集
以
前
の
家
集
に
お
い
て
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
題
は
『
躬
恒

集
』（
Ⅴ
）『
忠
見
集
』
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
部
立
で
は
な
く
、
歌
合
の
歌
題

に
応
じ
た
歌
と
考
え
ら
れ
、「
あ
は
ぬ
恋
」「
あ
ひ
て
の
恋
」
の
歌
題
や
部
立
の

遡
源
は
、
歌
合
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

地
名
の
多
用
は
、
初
期
百
首
群
に
顕
著
で
あ
る
。
中
で
も
好
忠
が
知
ら
れ
、

序
詞
に
地
名
を
詠
み
込
む
、
枕
詞
を
伴
う
な
ど
の
特
色
が
あ
る
。
だ
が
、
恋
部

に
限
る
と
「
好
忠
百
首
」
の
地
名
歌
は
一
首
の
み
で
、
地
名
の
多
用
は
む
し
ろ

「
重
之
百
首
」「
恵
慶
百
首
」
に
見
ら
れ
、
初
出
地
名
に
よ
っ
て
斬
新
さ
を
表
す

手
法
は
本
集
に
通
じ
る
。

本
集
は
恋
部
の
約
九
割
に
地
名
が
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
国
名
と
地
名
を
組

み
合
わ
せ
る
、
複
数
の
地
名
を
併
用
す
る
な
ど
の
実
験
的
な
創
意
が
あ
る
。
地

名
の
な
い
歌
を
両
部
に
各
一
首
配
す
る
趣
向
は
、
地
名
の
欠
損
に
よ
っ
て
充
足

す
る
こ
と
の
な
い
恋
の
本
意
を
も
示
唆
す
る
。

未
見
の
地
名
、
あ
る
い
は
汎
用
性
の
あ
る
地
名
は
、
そ
の
音
に
よ
っ
て
他
の

語
句
へ
と
誘
導
し
、
地
名
が
生
む
イ
メ
ー
ジ
を
保
ち
な
が
ら
、
別
の
イ
メ
ー
ジ

へ
と
導
き
、
恋
部
に
広
域
の
仮
構
空
間
を
展
開
す
る
。
さ
ら
に
、
掛
詞
を
は
じ

め
多
種
の
修
辞
の
駆
使
が
、
恋
情
表
現
や
歌
意
に
多
層
化
を
も
た
ら
す
。

す
な
わ
ち
、
二
極
化
し
た
恋
部
に
お
け
る
地
名
の
多
用
は
、
恋
の
内
省
を
、

仮
構
空
間
の
中
に
お
い
て
普
遍
的
な
情
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
の
機
軸

な
の
で
あ
る
。

注

（
１

）
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
。
吉
田
幸
一
「『
海
人
手
児
良
』
と
『
と
よ
か
げ
』」（『
王

朝
文
学
』
一
〇
、
一
九
六
四
・
五
）。
藤
岡
忠
美
「
沈
淪
の
う
た
」（『
平
安
和
歌
史

論
三
代
集
時
代
の
基
調
』
桜
楓
社
一
九
六
六
）。
山
口
博
「
第
三
章
藤
原
師
氏
と
海

人
手
子
良
」（『
王
朝
歌
壇
の
研
究
』
桜
楓
社
一
九
六
七
）。
北
村
杏
子
「
藤
原
師
氏
瞥
見
」

（『
解
釈
』
一
九
八
四
・
一
一
）。
三
木
麻
子
「
海
人
手
古
良
集
に
つ
い
て
」（『
夙
川
学

院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
八
、
二
〇
〇
九
・
三
）。
三
木
麻
子
『
海
人
手
子
良
集
』

解
説
（『
海
人
手
子
良
集
本
院
侍
従
集
義
孝
集
新
注
』（
片
桐
洋
一
他
著
、
青

社

二
〇
一
〇
、『
新
注
』
と
略
称
）。

（
２

）
曽
根
誠
一
「『
海
人
手
子
良
集
』
試
注
」（
花
園
大
学
国
文
学
論
究
一
九
、
二
一
〜
二

九
、
一
九
九
一
、
一
九
九
三
〜
二
〇
〇
一
）。『
試
注
』
と
略
称
。
注
釈
書
は
注（
1
）の

『
新
注
』
が
あ
る
。

（
３

）
諸
本
の
多
く
は
定
家
本
系
統
で
あ
る
。
底
本
書
陵
部
本
の
書
写
年
代
は
「
天
明
二
年

（
一
七
八
二
）
か
、
そ
の
後
（
山
口
博
執
筆
「
海
人
手
古
良
集
（
師
氏
）
解
題
」、『
新

編
国
歌
大
観
』、
日
本
文
学W

eb

図
書
館
。
以
下
、『
新
編
国
歌
大
観
』
は
同
書
に
拠
る
）。

主
な
諸
本
と
本
文
中
の
略
称
を
挙
げ
る
。『
海
人
手
子
良
集
唐
紙
本
』、
唐
紙
本
（
冷

泉
家
時
雨
亭
叢
書
20
『
平
安
私
家
集
七
』
所
収
、
朝
日
新
聞
社
一
九
九
九
）。
書
陵
部

御
所
本
（
五
〇
一
・
三
九
二
）、
御
所
本
（
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。
慶

應
義
塾
大
学
図
書
館
本
、
慶
応
本
（
北
村
杏
子
「
海
人
手
古
良
集
の
題
名
及
び
諸
本
、

付
校
本
」、『
寝
覚
物
語
対
校
・
平
安
文
学
論
集
』
所
収
、
風
間
書
房
一
九
七
五
）。
内

閣
文
庫
蔵
本
（
二
一
七
・
一
一
）、
内
閣
本
（
佐
藤
高
明
『
天
暦
歌
人
の
資
料
と
研
究

本
文
資
料
篇
』
ひ
た
く
書
房
一
九
八
五
）。
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本
、
中
之
島
本

（
田
中
仁
「
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
海
人
手
子
良
集
」『
古
代
文
学
研
究
』
二
、

一
九
七
七
）。

（
４

）
清
輔
の
『
奥
義
抄
』
序
に
「
海
（
マ
マ
）
手
古
良
〈
師
氏
大
／
納
言
集
〉」（『
日
本
歌



『海人手古良集』考

（151）960

学
大
系
』
第
一
巻
所
収
、
風
間
書
房
一
九
五
八
）。
定
家
の
『
集
目
録
』
に
「
あ
ま
の

て
こ
□
」「
枇
杷
大
納
□
」（
□
は
剥
落
）
と
見
え
る
（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
14
『
平
安

私
家
集
一
』
所
収
、
朝
日
新
聞
社
一
九
九
三
）。

（
５

）
山
口
博
執
筆
「
海
人
手
古
良
集
（
師
氏
）
解
題
」（
注（
3
）参
照
）。『
新
注
』
94
番

歌
補
説
に
、
95
は
『
新
古
今
集
』
雑
中
・
一
六
二
六
か
ら
の
増
補
と
あ
る
。

（
６

）
増
田
繁
夫
執
筆
「
歌
枕
」
項
（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』、
日
本
文
学W

eb

図
書
館
）。

（
７

）
久
保
木
寿
子
は
「
結
果
的
に
初
期
百
首
受
容
の
過
程
で
様
々
に
形
態
を
変
え
る
の
が
、

こ
の
『
雑
』
相
当
部
分
」
と
い
う
（『
和
泉
式
部
の
方
法
試
論
』
新
典
社
二
〇
二
〇
）。

（
８

）
鈴
木
宏
子
『「
古
今
和
歌
集
」
の
想
像
力
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
二
〇
一
八
）。

（
９

）
『
躬
恒
集
』（
Ⅴ
）
は
、
正
保
版
歌
仙
家
集
本
に
拠
る
（『
新
編
私
家
集
大
成
』、
日
本

文
学W

eb

図
書
館
）。

（
10
）
例
え
ば
「
不
会
恋
」
二
五
は
、『
拾
遺
集
』
恋
五
・
九
八
八
「
題
し
ら
ず
・
よ
み
人

し
ら
ず
」、
三
四
は
、『
続
千
載
集
』
恋
四
・
一
五
三
七
「
平
貞
文
家
歌
合
に
、
会
後
恋
」

「
貫
之
」
と
入
集
。
が
、
三
四
は
家
集
に
見
え
な
い
。

（
11
）
片
桐
洋
一
・
中
周
子
執
筆
「
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
解
題
」（『
新
編
国
歌
大
観
』）。

（
12
）
『
麗
景
殿
女
御
歌
合
』
は
歌
題
の
み
を
取
り
上
げ
た
。

（
13
）
本
集
か
ら
勅
撰
集
に
九
首
入
集
。
８

、
21
、
24
、
39
：『
新
勅
撰
集
』。
42
：『
新
続

古
今
集
』。
60
、
71
：『
続
後
拾
遺
集
』。
70
：『
続
千
載
集
』。
95
：『
新
古
今
集
』。

（
14
）
『
更
級
日
記
』（『
更
級
日
記
』
は
吉
岡
曠
校
注
、『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
紫
式
部
日

記
更
級
日
記
』、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
24
、
岩
波
書
店
一
九
八
九
）。

（
15
）
『
蜻
蛉
日
記
』（
今
西
祐
一
郎
校
注
、
注（
14
）参
照
）。

（
16
）
久
保
田
淳
執
筆
「
諏
訪
の
海
」
項
（『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』、
日
本
文
学W

eb

図
書
館
。
以
下
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
は
同
書
に
拠
る
）。

（
17
）
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
上
）』
三
八
番
歌
語
釈
（
片
桐
洋
一
、
講
談
社
学
術
文
庫
二

〇
一
九
）。

（
18
）
思
ふ
と
も
こ
ふ
と
も
あ
は
む
物
な
れ
や
ゆ
ふ
て
も
た
ゆ
く
と
く
る
し
た
ひ
も
（『
古

今
集
』
恋
一
・
五
〇
七
・
よ
み
人
し
ら
ず
）。

（
19
）
曽
根
誠
一
「『
海
人
手
子
良
集
』
の
和
歌
欠
脱
箇
所
に
つ
い
て
」（『
花
園
大
学
国
文

学
論
究
』
二
一
、
一
九
九
三
・
一
一
）。

（
20
）
『
新
注
』
58
番
歌
補
説
。

（
21
）
久
保
木
寿
子
「
第
二
章
初
期
定
数
歌
の
成
立
と
展
開
」
の
「
第
一
節
初
期
百
首
と

私
家
集
│
『
好
忠
百
首
』
を
中
心
に
│
」（
注（
7
）参
照
）。

（
22
）
兼
築
信
行
「
藤
原
定
家
（
明
静
）
の
嘉
禎
三
年
」（『
國
語
と
國
文
学
』
二
〇
一
九
・

一
二
）。

（
23
）
島
田
良
二
「『
好
忠
集
』
に
お
け
る
歌
枕
の
技
巧
に
つ
い
て
」「『
好
忠
集
』
に
お
け

る
歌
枕
に
つ
い
て
」（『
王
朝
和
歌
論
考
』
風
間
書
房
一
九
九
九
）。

（
24
）
紙
宏
行
執
筆
「
松
島
」
項
。
柏
木
由
夫
執
筆
「
御
裳
濯
川
」
項
（『
歌
こ
と
ば
歌
枕

大
辞
典
』）。

（
25
）
金
沢
文
庫
本
は
「
秋
燈
挑
盡
未
能
眠
」（『
金
沢
文
庫
本
白
氏
文
集
（
一
）』、
川
瀬

一
馬
監
修
、
大
東
急
記
念
文
庫
一
九
八
三
）。
中
之
島
本
は
、
３

、
６

、
36
、
68
番
歌

も
『
白
氏
文
集
』
を
典
拠
と
す
る
。

（
26
）
『
韓
非
子
』
説
林
上
「
管
仲
曰
、『
老
馬
之
智
可
用
也
』
乃
放
老
馬
而
隨
之
、
遂
得
道
」

（
台
湾
師
大
図
書
館
【
寒
泉
】
古
典
文
献
全
文
検
索
資
料
庫http://skqs.lib.ntnu.

edu.tw
/dragon/

）。

※
和
歌
の
引
用
・
歌
番
号
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』『
新
編
私
家
集

大
成
』
に
拠
り
、
家
集
な
ど
の
成
立
年
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
。

※
地
名
に
つ
い
て
は
、
吉
原
栄
徳
著
『
和
歌
の
歌
枕
・
地
名
大
辞
典
』（
お
う
ふ
う
二
〇

〇
八
）
も
参
看
し
た
。

【
付
記
】
本
稿
は
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
大
会
に
お
け
る
口
頭

発
表
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。




