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玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
長
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る

　

―
古
典
和
歌
の
探
究
・
研
究
が
持
続
可
能
に
な
る
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
―

江　

戸　

英　

雄

要　

旨　

　

拙
論
は
中
高
大
の
教
育
を
連
結
す
る
ブ
リ
ッ
ジ
を
考
え
な
が
ら
古
典
和
歌
の
探
究
と
研
究
が
持
続
可
能
に
な
る
よ
う
に
教
授
法
を
リ
ノ
ベ
し
て

み
た
事
例
的
研
究
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
式
子
内
親
王
の
「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
長
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
」
と
い
う
歌

を
中
心
に
、
儀
同
三
司
母
の
小
倉
百
人
一
首
の
歌
や
式
子
内
親
王
の
家
集
の
歌
等
を
取
り
あ
げ
た
。
背
景
の
伝
記
的
な
事
柄
よ
り
題
詠
歌
で
あ
る

こ
と
を
先
ず
き
ち
ん
と
押
さ
え
る
べ
き
だ
と
の
考
え
に
基
づ
き
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
と
し
て
の
特
色
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
題
詠
歌
で
は
恋
愛

初
期
の
、
表
面
上
は
恋
し
て
い
な
い
が
胸
の
内
で
は
恋
愛
の
葛
藤
が
抑
え
が
た
く
生
じ
た
と
い
う
構
造
の
歌
が
基
本
だ
が
、
式
子
内
親
王
は
恋
愛

の
初
期
の
一
点
よ
り
そ
の
全
て
に
わ
た
る
比
重
を
取
る
よ
う
に
詠
む
。
そ
の
型
破
り
な
特
色
を
、
俊
成
卿
女
の
同
題
の
歌
と
比
較
し
た
り
伊
勢
物

語
・
源
氏
物
語
等
の
歌
を
押
さ
え
た
り
し
て
確
認
し
た
。
末
尾
に
、
謡
曲
定
家
が
題
詠
歌
と
し
て
の
特
色
を
押
さ
え
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
や
、

八
代
抄
に
よ
り
定
家
の
「
玉
の
緒
」
の
理
解
が
通
解
と
異
な
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
小
倉
百
人
一
首
（
八
九
）
で
有
名
な
式
子
内
親
王
の
歌
を
取
り
あ
げ
る
。

 
 
 
 

玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
長
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る

　

こ
の
和
歌
教
材

（
１
）

は
、
初
句
が
呼
び
か
け
の
独
立
語
で
、
第
二
句
も
命
令
形
で
句
切
れ
に
な
る
と
い
う
、
「
他
者
」
を
意
識
し
た
よ
う
な

表
現
を
持
つ
。
だ
か
ら
、
も
し
も
何
の
予
備
知
識
も
前
提
も
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
、
あ
な
た
に
会
え
る
な
ら
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
言
っ

て
き
た
男
に
、
今
に
も
心
中
し
か
ね
な
い
く
ら
い
の
激
し
い
気
持
ち
の
歌
を
切
り
返
し
た
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら

の
生
き
な
が
ら
え
る
命
の
大
事
さ
よ
り
も
刹
那
的
な
恋
愛
の
情
念
の
ほ
う
に
重
き
を
置
く
、
極
端
に
恋
愛
至
上
主
義
的
な
秘
め
恋
（
「
忍

ぶ
る
恋
」
）
の
歌
だ
と
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
実
際
に
男
と
恋
愛
し
て
詠
ん
だ
歌
で
は
な
い
。
新
古
今
和
歌
集
巻
十
一
恋
一
の
歌
（
一
〇
三
四

（
２
）

）
の
詞
書
に
は
「
百

首
の
歌
の
中
に
、
忍
ぶ
る
恋

（
３
）

を
」
と
あ
り
、
歌
を
百
首
詠
め
と
い
う
課
題
の
中
で
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

従
来
、
こ
の
歌
は
二
つ
の
方
向
よ
り
取
り
上
げ
て
き
た
。
適
齢
期
に
恋
愛
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
作
者
の
境
遇
・
人
生
を
踏
ま
え
て
「
忍

ぶ
る
恋
」
の
真
実
ら
し
さ
を
鑑
賞
す
る
の
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
題
詠
歌
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
主
に
後
者
の
教
授
法
に
つ
い
て
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　

題
詠
歌
と
は
題
を
課
し
て
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
無
名
抄

（
４
）

に
「
歌
は
題
の
心
を
よ
く
心
得
べ
き
な
り
」
と
あ
る
と
お
り
、
作
歌
に
あ
た
っ

て
は
第
一
に
題
の
意
を
外
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
そ
の
際
、
題
の
文
字
す
べ
て
を
歌
に
入
れ
な
く
て
よ
い
。
そ
し
て
「
恋
に
は
わ
り

な
く
浅
か
ら
ぬ
よ
し
」
を
詠
む
な
ど
「
必
ず
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
詠
む
」
よ
う
に
す
る
。
そ
の
題
の
意
を
表
現
し
た
先
例
が
あ
れ
ば
参
考
に
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す
る
な
ど
し
て
構
想
を
練
る
。
「
よ
く
古
歌
な
ど
を
も
思
ひ
と
き
て
、
歌
の
ほ
ど
に
し
た
が
ひ
て
計
ら
ふ
べ
き
事
な
り
」
と
さ
れ
る
。
と

り
あ
え
ず
決
ま
り
は
以
上
。
現
代
の
課
題
作
文
で
は
個
人
的
な
体
験
を
入
れ
る
と
よ
い
と
い
う
指
導
も
あ
る
が
、
題
詠
歌
は
そ
う
し
た
決

ま
り
が
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

 
 

そ
こ
で
、
実
人
生
云
々
の
見
方
は
脇
に
置
き
、
こ
の
題
詠
歌
の
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
あ
え
て
一
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

例
え
ば
、
題
知
ら
ず
で
あ
る
が
、
詞
花
和
歌
集
巻
八
恋
下
に
平
公
誠
の
次
の
歌
（
二
五
〇
）
が
あ
る
。

 
 
 
 

逢
ふ
こ
と
や
涙
の
玉
の
緒
な
る
ら
む
し
ば
し
絶
ゆ
れ
ば
落
ち
て
乱
る
る

こ
れ
は
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
で
な
く
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
「
玉
の
緒
」
の
意
が
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
の
通
解
の

命
と
は
異
な
る
。
よ
っ
て
先
例
と
す
る
に
は
見
当
外
れ
の
よ
う
だ
が
、
便
宜
的
に
こ
れ
を
秘
密
の
相
手
の
久
し
ぶ
り
の
〈
贈
歌
〉
と
仮
定

し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

〈
返
歌
〉
と
し
て
は
、
相
手
が
逢
う
こ
と
だ
と
し
た
「
緒
」
を
ま
ず
プ
ツ
リ
と
切
れ
る
に
ま
か
せ
た
。
そ
れ
も
「
し
ば
し
」
と
い
う
猶

予
す
ら
与
え
な
い
で
そ
う
決
め
た
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
玉
の
緒
と
い
う
も
の
は
長
く
な
る
と
そ
の
ぶ
ん
玉
の
重
み
に
耐
え
る
力
が
弱

く
な
り
切
れ
や
す
い
。
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
秘
密
の
恋
愛
関
係
と
い
う
の
も
、
長
く
続
け
る
と
、
浮
き
名
を
流
す
ま
い
と
が
ま
ん
し
て

秘
す
る
力
は
弱
ま
り
、
結
局
は
涙
を
流
す
破
目
に
な
る
。
そ
れ
で
、
切
れ
る
に
ま
か
せ
て
泣
く
泣
く
歌
を
返
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
こ
れ
で
、
結
局
醜
聞
に
な
る
く
ら
い
な
ら
ば
い
っ
そ
と
「
忍
ぶ
る
（
／
忍
び
ざ
る
）
」
心
を
詠
ん
だ
「
こ
こ
ろ
ざ
し
深
」
い
秘
密
の

恋
の
〈
返
歌
〉
と
言
え
よ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
歌
そ
の
も
の
は
、
実
際
に
恋
愛
を
し
た
り
歌
の
贈
答
を
し
た
り
し
て
は
い
な
い
の
で
恋
の
状
況
を
何
ら
か
に
仮
構
し
て

詠
ん
で
い
る
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
す
る
題
詠
歌
の
決
ま
り
と
異
な
る
け
れ
ど
も
、
平
公
誠
の
歌
で
あ
っ
て
も
あ
る
程
度

ま
で
参
考
に
な
る
く
ら
い
に
歌
は
自
由
で
あ
る
。
作
者
そ
の
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

（
５
）

や
題
意
、
歌
語
の
通
解
を
ご
そ
っ
と
外
し
て
み
る
と
、
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こ
う
し
た
観
念
的
な
歌
の
世
界
が
雪
割
草
の
よ
う
に
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
 

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
の
題
詠
歌
と
し
て
の
問
題
、
観
念
的
な
特
色
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
和
歌
教
材
と
の
比

較
な
ど
を
通
し
て
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
。

二
、
ブ
リ
ッ
ジ
―
中
高
大
の
接
続
―

　

ま
ず
、
比
較
検
討
の
用
と
し
て
、
同
じ
小
倉
百
人
一
首
の
中
よ
り
、
高
の
内
侍
（
儀
同
三
司
の
母
）
の
歌
（
五
四
）
「
忘
れ
じ
の
行
く

末
ま
で
は
か
た
け
れ
ば
今
日
を
限
り
の
命
と
も
が
な
」
と
い
う
一
首
を
取
り
あ
げ
た
い
。
こ
の
歌
は
、
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
と
は
詠
歌
の

事
情
が
異
な
り
、
夫
と
な
っ
た
男
に
対
し
て
詠
ん
だ
恋
の
歌
で
あ
る
。
新
古
今
和
歌
集
巻
十
三
恋
三
の
歌
（
一
一
四
九
）
の
詞
書
に
、「
中

の
関
白
通
ひ
始
め
は
べ
り
け
る
頃
」
に
詠
ん
だ
と
あ
り
、
中
の
関
白
、
枕
草
子
や
大
鏡
等
で
有
名
な
藤
原
道
隆
が
相
手
で
あ
っ
た
。

　

歌
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
作
者
の
こ
と
を
少
し
説
明
し
て
お
き
た
い
。
作
者
名
の
「
儀
同
三
司
」
と
は
、
枕
草
子
や
大
鏡
で

有
名
な
藤
原
伊
周
の
通
称
で
あ
る
。
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
に
父
の
関
白
道
隆
が
四
十
二
歳
で
急
逝
し
た
後
、
伊
周
は
叔
父
道
長
と

の
権
力
闘
争
に
敗
れ
、
翌
年
四
月
に
内
大
臣
か
ら
大
宰
権
帥
に
左
降
し
た
。
そ
の
後
、
同
三
年
に
赦
さ
れ
て
帰
京
し
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）

に
大
臣
の
下
で
大
納
言
の
上
と
い
う
地
位
が
宣
旨
に
よ
り
定
ま
り
、
准
大
臣
の
意
で
儀
同
三
司
と
称
し
た
。

　

儀
同
三
司
の
母
は
名
を
貴
子
と
い
う
。
父
の
高
階
成
忠
は
一
条
天
皇
の
東
宮
時
代
に
学
士
を
勤
め
た
儒
者
で
あ
り
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）

に
従
二
位
に
叙
し
た
人
物
で
あ
る
。
貴
子
は
若
く
し
て
父
譲
り
の
賢
才
を
評
価
さ
れ
、
円
融
天
皇
に
内
侍
と
し
て
勤
仕
し
た
の
で
「
高
の

内
侍
」
と
も
称
し
た
。
没
年
は
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
と
み
ら
れ
、
栄
花
物
語
の
浦
々
の
別
れ
の
巻
に
よ
る
と
、
四
月
に
愛
息
の
伊
周
・

隆
家
の
左
遷
が
決
ま
り

（
６
）

、
十
月
に
筑
紫
へ
向
か
う
伊
周
と
最
後
の
別
れ
を
し
、
そ
の
の
ち
程
な
く
し
て
亡
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
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り
、
儀
同
三
司
の
母
と
い
う
歌
人
名
は
、
こ
の
波
瀾
万
丈
の
全
生
涯
を
思
わ
せ
る
作
者
名
で
あ
る
の
だ
が
、
道
隆
か
ら
す
る
と
、
儀
同
三

司
の
母
と
い
う
呼
び
名
は
知
る
よ
し
も
な
い
。
こ
こ
で
は
「
高
の
内
侍
」
と
い
う
呼
称
を
便
宜
的
に
使
用
し
た
い
。

　

ま
た
、
「
忘
れ
じ
の
」
の
歌
が
作
ら
れ
た
、
「
中
の
関
白
通
ひ
始
め
は
べ
り
け
る
頃
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
二
人
の
初
め
て
の
子
伊
周

が
天
延
二
年
（
九
七
四
）
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
が
目
安
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

康
保
四
年
（
九
六
七
）
に
十
五
歳
で
加
冠
し
た
道
隆
は
、
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
に
右
衛
門
佐
に
任
じ
た
が
、
翌
年
、
摂
政
の
伯
父
伊

尹
が
薨
去
す
る
と
、
父
兼
家
と
犬
猿
の
仲
で
あ
っ
た
伯
父
の
権
中
納
言
兼
通
が
、
村
上
天
皇
の
中
宮
安
子
の
遺
言
を
盾
に
取
っ
て
兼
家
を

抜
き
、
や
が
て
関
白
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
道
隆
の
前
途
に
も
急
に
暗
雲
が
広
が
り
そ
う
に
な
っ
た
。
が
、
天
禄
四
年
に
は
従
五
位
上

に
叙
し
、
天
延
二
年
一
月
八
日
に
は
蔵
人
に
補
し
、
円
融
天
皇
に
近
侍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
高
の
内
侍
と
近
づ
き
に
な
る
機
会
が
出
来

た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
「
忘
れ
じ
の
」
の
歌
の
上
の
句
は
、
忘
れ
ま
い
と
あ
な
た
は
誓
う
け
れ
ど
も
将
来
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
懸

念
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
当
時
は
、
道
隆
の
ほ
う
が
不
意
に
自
分
を
残
し
て
亡
く
な
る
な
ど
と
は
ゆ
め
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
し

か
し
、
結
婚
相
手
と
し
て
み
る
と
、
将
来
性
に
黄
色
信
号
が
点
灯
す
る
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
道
隆
に
は
伊
周
よ
り
年
長
の
男
子
（
山
の

井
の
大
納
言
道
頼
・
内
蔵
頭
頼
親
）
、
つ
ま
り
そ
の
母
の
女
性
が
い
た
。
が
、
何
よ
り
懸
念
さ
れ
た
の
は
栄
花
物
語
の
様
々
の
よ
ろ
こ
び

の
巻
に
記
す
様
子
、
多
く
の
女
性
に
懸
想
し
て
「
よ
ろ
づ
に
た
は
れ
た
ま
ひ
け
る
」
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

 
 
 
 

や
す
ら
は
で
寝
な
ま
し
も
の
を
さ
夜
ふ
け
て
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
を
見
し
か
な

小
倉
百
人
一
首
（
五
九
）
の
赤
染
衛
門
の
作
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
拾
遺
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
に
入
集
し
た
歌
（
六
八
〇
）
で

あ
り
、
詞
書
に
よ
る
と
、
姉
妹
に
懸
想
文
を
贈
り
続
け
た
挙
句
に
、
期
待
だ
け
持
た
せ
て
結
局
通
わ
な
か
っ
た
「
少
将
」
の
道
隆
に
贈
っ

た
、
代
作
の
歌
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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道
隆
を
「
少
将
」
に
任
じ
た
の
は
天
延
二
年
十
月
十
一
日
で
あ
り
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
一
月
ま
で
在
任
し
た
が
、
少
将
に
任
じ
た

こ
ろ
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
伊
周
が
生
ま
れ
た
前
後
と
な
る
の
で
全
く
の
驚
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
綱
の
母
の
、

 
 
 
 

嘆
き
つ
つ
一
人
寝
る
夜
の
明
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知
る

（
７
）

と
い
う
小
倉
百
人
一
首
で
も
知
ら
れ
る
歌
の
状
況
が
思
い
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
蜻
蛉
日
記
の
上
巻
に
よ
る
と
、
天
暦
九
年
（
九
五
五
）

十
月
頃
に
詠
ん
だ
よ
し
だ
が
、
そ
れ
は
八
月
末
に
道
綱
を
出
産
し
て
ほ
ん
の
二
ヶ
月
足
ら
ず
後
の
こ
と
で
あ
る
。
子
の
誕
生
を
喜
び
合
っ

た
の
も
束
の
間
、
あ
ろ
う
こ
と
か
兼
家
が
妊
娠
中
に
町
の
小
路
の
女
と
交
際
し
て
い
た
こ
と
が
九
月
に
発
覚
、
そ
れ
で
、
訪
ね
て
来
た
兼

家
を
内
に
入
れ
な
い
で
追
い
返
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
朝
の
、
二
人
の
関
係
が
非
常
に
危
機
的
な
状
況
と
な
っ
た
時
に
こ
れ
を
詠
ん

で
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

赤
染
衛
門
の
姉
妹
に
は
結
局
通
わ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
道
隆
は
高
の
内
侍
を
道
綱
の
母
と
同
じ
よ
う
に
は
悲
し
ま
せ
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
伊
周
の
出
産
は
あ
っ
て
も
二
人
の
関
係
は
盤
石
で
な
く
、
「
忘
れ
じ
」
の
歌
も
道
綱
の
母
と
同
じ
く
危
機
よ
り
脱

す
る
た
め
に
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
と
よ
り
男
女
の
仲
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
深
く
な
っ
て
も
す
れ
違
っ
た
り
飽
き
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
長
く
続
く
と

は
か
ぎ
ら
な
い
。
例
え
ば
、
小
倉
百
人
一
首
に
梨
壺
の
五
人
の
一
人
清
原
元
輔
が
詠
ん
だ
一
首
が
あ
る
。

 
 
 
 

契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
絞
り
つ
つ
末
の
松
山
波
越
さ
じ
と
は

こ
れ
は
、
古
今
和
歌
集
巻
二
十
の
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
我
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
」
と
い
う
有
名
な
東
歌
（
一
〇
九
三
）

を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
作
で
あ
る
。
古
歌
に
よ
り
皮
肉
を
ま
ぜ
た
歌
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
が
、
後
拾
遺
和
歌
集
巻
十
四
恋
四
の
詞
書
（
七
七
〇
）

に
は
「
心
変
は
り
侍
り
け
る
女
に
、
人
に
代
は
り
て
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
心
変
わ
り
し
た
の
が
女
の
場
合
で
あ
る
。

　

合
わ
せ
て
、
男
が
心
変
わ
り
し
た
場
合
も
挙
げ
て
お
こ
う
。
後
撰
和
歌
集
巻
十
一
恋
三
に
贈
太
政
大
臣
（
藤
原
時
平
）
が
他
の
女
性
へ



－ 8 －－ 9 －

玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば忍ぶることの弱りもぞする（江戸）

情
が
移
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
詠
ん
だ
歌
（
七
五
五
）
が
あ
る
。

 
 
 
 

松
山
に
つ
ら
き
な
が
ら
も
波
越
さ
む
こ
と
は
さ
す
が
に
悲
し
き
も
の
を

こ
れ
も
や
は
り
前
引
の
東
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
の
別
れ
の
知
ら
せ
を
受
け
と
っ
た
の
は
、
三
代
集
を
代
表
す
る
女
性
歌
人

の
伊
勢
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
意
に
合
わ
な
い
別
れ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
永
遠
の
愛
を
誓
う
古
歌
を
利
用
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
そ
れ
が
恋

愛
の
あ
や
な
の
だ
か
ら
、
た
だ
「
忘
れ
じ
」
と
言
わ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、
将
来
も
そ
の
誓
い
が
守
ら
れ
る
と
は
、
さ
す
が
に
素
直

に
は
思
い
か
ね
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ど
だ
い
当
時
の
結
婚
形
態
は
通
い
婚
で
あ
る
。
そ
の
う
え
道
隆
は
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
る
で
あ
て
に
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
道
隆
と
し
て
も
た
だ
そ
の
場
か
ぎ
り
の
言
葉
と
受
け
と
ら
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
程
度
の
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
古
今
和
歌
集
巻
十
四
恋
四
に
次
の
よ
う
な
詠
み
人
知
ら
ず
の
和
歌
教
材
の
歌
（
六
八
七
）
が
あ
る
。

 
 
 
 

飛
鳥
川
淵
は
瀬
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
人
は
忘
れ
じ

前
途
多
難
の
時
期
で
あ
る
の
で
、
相
手
に
思
い
が
届
く
か
を
試
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、「
忘
れ
じ
」
と
い
っ
た
約
束
の
言
葉
を
「
行
く
末
ま
で
は
か
た
け
れ
ば
」
と
受
け
と
め
る
こ
と
は
、
男
女
ど
ち
ら
の
立
場
に
よ
っ

て
も
正
鵠
を
失
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
高
の
内
侍
は
「
忘
れ
じ
」
と
い
う
言
葉
の
空
手
形
め
い
た
偽
装
を
瞬
時
に
解
い
た
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
言
葉
を

自
分
の
歌
の
中
に
引
き
取
り
、
二
人
の
関
係
が
続
い
て
い
る
今
日
こ
の
時
こ
の
場
を
永
遠
の
瞬
間
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
道
隆
の
言
葉
の
真
意
を
古
歌
よ
り
導
け
ば
こ
そ
出
来
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
古
今
和
歌
集
巻
十
八
雑
下
に
次
の
和
歌
教
材
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の
歌
（
九
三
三
）
も
あ
る
。

 
 
 
 

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

こ
の
古
歌
で
切
り
返
し
た
、
明
日
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
「
今
日
」
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
高
の
内
侍
は
道
隆
と
、
変
わ
り

や
す
い
淵
を
も
瀬
を
も
と
も
に
渡
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
結
婚
生
活
が
始
ま
り
、
高
の
内
侍
は
や
が
て
「
殿
の
上
」
（
枕
草
子
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
道
隆
は
こ

の
機
転
が
利
い
た
言
葉
の
力
、
真
剣
で
柔
軟
な
対
応
力
、
自
己
実
現
の
た
め
の
行
動
力
は
格
別
だ
と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
結
婚
の
扉
を
開
い
た
高
の
内
侍
の
歌
を
比
較
検
討
の
材
料
と
し
て
、
式
子
内
親
王
の
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
の

観
念
性
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
点
は
、
対
他
性
に
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
が
題
詠
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
忘
れ
じ
の
」
の
歌
に

は
藤
原
道
隆
と
い
う
相
手
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
誓
い
の
言
葉
を
初
句
に
引
い
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
誰
あ
っ
て
の

命
か
と
い
う
こ
と
が
高
の
内
侍
の
歌
で
は
明
確
で
あ
る
。

 
 

第
二
点
は
、
「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
で
あ
れ
、
「
今
日
を
限
り
の
命
と
も
が
な
」
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
捨
て
身
の
姿
勢
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
前
者
は
そ
の
こ
と
を
い
っ
そ
放
任
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
こ
と
を
い
っ
そ
希
望
す

る
と
い
う
態
度
の
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
命
や
運
命
的
な
も
の
へ
の
考
え
の
違
い
、
無
常
感
の
差
と
も
い
え
よ
う
。
な
く
な
る
の
な
ら

ば
そ
れ
で
よ
し
、
そ
の
定
め
に
任
せ
よ
う
と
す
る
の
が
前
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
た
と
え
あ
っ
け
な
く
て
も
未
来
は
自
分
が
願
い
叶
え

る
も
の
だ
と
い
う
覚
悟
、
腹
が
据
わ
っ
て
い
る
の
が
後
者
だ
と
思
わ
れ
る
。

 
 

こ
の
ほ
か
、
縁
語
の
有
無
に
注
意
を
向
け
れ
ば
、
技
巧
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
直
言
的
、
ま
た
、
観
念
的
・
抽
象
的
で
あ
る
の
に
対
し

て
具
体
的
・
現
実
的
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
も
い
え
、
さ
ら
に
は
、
両
歌
が
新
古
今
和
歌
集
に
と
も
に
入
集
し
て
い
る
点
に
も
注
意
を
向
け
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る
と
、
新
古
今
ら
し
さ
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
理
解
を
及
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

新
古
今
和
歌
集
の
歌
風
の
第
一
は
、
余
情
の
美
で
あ
る
。
ま
た
、
絵
画
的
・
象
徴
的
・
物
語
的
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
と
も
教
え
る
。

代
表
作
と
し
て
、
巻
四
秋
上
の
三
夕
の
歌
と
呼
ぶ
和
歌
教
材
の
三
首
よ
り
、
須
磨
・
明
石
の
巻
を
念
頭
に
置
い
た
か
と
み
ら
れ
る
藤
原
定

家
の
歌
（
三
六
三
）
を
挙
げ
て
お
く
。

 
 
 
 

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

こ
の
源
氏
物
語
取
り
の
歌
の
ほ
か
、
伊
勢
物
語
の
物
語
教
材
で
あ
る
初
冠
の
段
・
東
下
り
の
段
・
筒
井
筒
の
段
等
の
歌
や
、
後
引
の
よ
う

な
伊
勢
物
語
取
り
の
歌
も
、
新
古
今
和
歌
集
に
入
集
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
新
古
今
ら
し
さ
の
う
ち
、
「
忘
れ
じ
」
の
歌
と
の
相
違
を
明
ら
め
る
象
徴
的
・
物
語
的
と
言
え
る
点
に
つ
い
て
「
玉
の
緒
よ
」

の
歌
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

万
葉
集
巻
七
の
譬
喩
歌
に
「
世
の
中
は
常
か
く
の
み
か
結
び
て
し
白
玉
の
緒
の
絶
ゆ
ら
く
思
へ
ば
」
と
い
う
、
思
い
を
寄
せ
合
っ
て
い

た
美
し
い
恋
人
と
の
仲
が
途
切
れ
た
こ
と
を
嘆
じ
た
歌
（
一
三
二
一
）
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
玉
の
緒
」
は
「
白
玉
の
緒
」
で
あ
る
の

で
、
つ
い
て
は
物
語
教
材
で
知
ら
れ
る
、
新
古
今
和
歌
集
巻
八
哀
傷
の
在
原
業
平
の
「
白
玉
」
の
歌
（
八
五
一
）
を
参
考
に
供
し
た
い
。

 
 
 
 

白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
こ
た
へ
て
消
な
ま
し
も
の
を

　

こ
の
歌
の
ポ
イ
ン
ト
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
と
反
実
仮
想
の
助
動
詞
「
ま
し
」
で
あ
る
。
こ
の
文
法
事
項
の
確
認
を
通
じ
て
、
上
の

句
か
ら
下
の
句
に
か
け
て
、
現
実
の
体
験
が
物
語
の
理
想
に
転
じ
る
脈
絡
を
認
め
、
愛
す
る
女
と
生
き
る
希
望
を
失
っ
た
男
の
悲
嘆
、
や

る
せ
な
さ
を
読
み
取
る
。
現
実
の
体
験
と
は
い
っ
て
も
、
も
と
よ
り
歌
物
語
の
、
深
窓
の
女
と
の
逃
避
行
の
さ
な
か
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
歌
以
外
の
物
語
の
文
章
、
つ
ま
り
地
の
文
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
未
来
が
男
の
目
に
は
も
う
す
ぐ
そ
こ
に
見
え
て
い
た
、
さ
も
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
作
用
が
あ
る
と
と
も
に
、
独
詠
歌
で
あ
る
ほ
か
な
い
事
情
を
過
不
足
な
く
語
っ
て
い
る
。
あ
の
時
に
い
っ
そ
女
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と
死
ん
で
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
悔
恨
の
念
、
孤
独
感
が
際
立
つ
の
は
、
「
白
玉
」
「
露
」
と
い
う
言
葉
が
女
と
見
た
希
望
、
恋
愛
の

理
想
化
し
た
極
致
、
短
い
生
涯
を
象
徴
的
に
表
す
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
式
子
内
親
王
の
歌
の
「
玉
の
緒
」
に
も
、
理
想
化
し

た
恋
愛
に
生
き
る
魂
の
意
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
「
露
」
と
い
え
ば
、
源
氏
物
語
の
御
法
の
巻
に
紫
の
上
が
「
萩
の
上
露
」
を
詠
む
物
語
教
材
も
あ
る
が
、
そ
の
前
に
思
い
出
し

て
お
き
た
い
の
は
若
菜
の
上
巻
の
物
語
教
材
で
あ
る
。
女
三
の
宮
と
の
婚
儀
三
日
目
、
紫
の
上
が
「
目
に
近
く
う
つ
れ
ば
変
は
る
世
の
中

を
行
く
末
遠
く
頼
み
け
る
か
な
」
な
ど
と
書
い
た
横
に
光
源
氏
が
「
命
こ
そ
絶
ゆ
と
も
絶
え
め
定
め
な
き
世
の
常
な
ら
ぬ
仲
の
契
り
を
」

と
書
い
て
い
た
。
背
景
に
こ
の
光
源
氏
の
歌
を
置
く
と
、
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
は
、
こ
う
し
た
恋
愛
観
へ
の
高
ら
か
な
共
鳴
で
あ
る
と
も

み
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
恋
愛
の
理
想
化
と
い
う
物
語
的
な
面
を
、
典
型
的
な
新
古
今
ら
し
さ
の
一
つ
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

三
、
基
本
事
項
の
確
認
―
題
詠
歌
と
い
う
こ
と

 
 

三
代
集
の
時
代
の
歌
人
が
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
意
の
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
を
歌
題
と
し
て
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の

は
平
安
時
代
の
院
政
期
の
こ
と
で
あ
る
。

　

百
首
歌
の
嚆
矢
で
あ
る
堀
河
百
首
の
恋
の
題
に
は
ま
だ
見
え
な
い
が
、
永
久
百
首
の
恋
十
首
の
初
め
の
題
と
し
て
あ
り
、
神
祇
伯
源
顕

仲
の
次
の
歌
（
四
二
二
）
に
始
ま
る
計
七
首
が
確
認
で
き
る
。

 
 
 
 

も
の
思
ふ
と
言
は
ぬ
ば
か
り
は
忍
ぶ
れ
ど
い
か
が
は
す
べ
き
袖
の
し
づ
く
を

こ
の
顕
仲
の
歌
は
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
を
詠
む
時
の
お
手
本
を
平
兼
盛
の
小
倉
百
人
一
首
の
歌

（
８
）

「
忍
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
わ
が
恋

は
も
の
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で
」
に
求
め
、
下
敷
き
に
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
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永
久
百
首
の
他
の
六
首
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
仲
実

 
 
 
 

思
ひ
出
は
心
ば
か
り
に
通
は
し
て
衣
の
領く

び

に
こ
と
な
洩
ら
し
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
俊
頼

 
 
 
 

奥
山
の
く
き
が
く
れ
な
る
畑
つ
守
知
ら
れ
ぬ
恋
に
通
ふ
こ
ろ
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
忠
房

 
 
 
 

包
み
か
ね
袖
よ
り
玉
の
散
る
時
は
忍
ぶ
思
ひ
や
人
は
見
る
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
兼
昌

 
 
 
 

忍
ぶ
と
も
か
か
る
涙
に
か
ら
衣
あ
ら
は
れ
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常
陸

 
 
 
 

知
ら
じ
か
し
言
ひ
し
出
で
ね
ば
か
く
ば
か
り
忍
ぶ
る
恋
に
身
を
焦
が
す
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
進

 
 
 
 

人
知
れ
ず
晴
れ
く
る
か
た
も
な
き
も
の
は
忍
ぶ
る
恋
の
け
ぶ
り
な
り
け
り

　

こ
れ
ら
の
永
久
百
首
の
歌
か
ら
ま
と
め
る
と
、
そ
も
そ
も
「
忍
ぶ
る
恋
」
と
は
、
決
し
て
口
外
し
な
い
も
の
で
、
深
山
の
洞
窟
に
住
む

畑
の
番
人
が
里
の
女
性
を
見
初
め
で
も
す
る
よ
う
に
胸
の
奥
底
に
秘
め
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
恋
の
思
い
と
い
う
も

の
は
胸
の
中
で
い
っ
た
ん
火
が
付
い
た
ら
制
限
で
き
な
い
。
涙
に
な
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
に
体
の
外
へ
洩
れ
出
て
し
ま
う
。「
な
洩
ら
し
そ
」

と
語
気
を
強
め
て
言
い
聞
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
思
い
は
募
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恋
の
始
発
期
の
心
、
と
き
め
き
だ
っ
た
り

た
め
ら
い
だ
っ
た
り
す
る
気
持
ち
で
あ
り
、
誰
に
も
止
め
ら
れ
な
い
。
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同
じ
よ
う
な
こ
と
は
六
百
番
歌
合
で
も
確
認
で
き
る
。
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
久
保
田
淳
校
注
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
の

で
閲
す
る
と
、
こ
の
歌
合
で
は
恋
一
の
初
恋
の
次
に
「
忍
ぶ
る
恋
」
と
い
う
題
を
置
く
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

次
の
七
番
左
の
女
房
（
藤
原
良
経
）
の
歌
（
六
一
三
）
は
、
恋
愛
当
初
の
涙
を
初
時
雨
の
隠
喩
で
表
現
し
て
い
る
。

 
 
 
 

洩
ら
す
な
よ
雲
ゐ
る
峰
の
初
時
雨
木
の
葉
は
下
に
色
変
は
る
と
も

初
時
雨
が
木
の
葉
に
降
り
そ
そ
い
で
紅
葉
す
る
の
は
仕
方
が
な
い
に
し
て
も
、
涙
で
恋
心
が
洩
れ
て
は
い
け
な
い
と
強
く
詠
ん
で
い
る
。

　

こ
の
他
に
は
寂
蓮
の
「
思
ひ
堰
く
心
の
底
の
夢
な
ら
ば
覚
め
て
の
の
ち
も
人
に
語
ら
じ
」
と
い
う
十
番
の
右
の
歌
（
六
二
〇
）
、
藤
原

定
家
の
「
氷
ゐ
る
み
る
め
な
ぎ
さ
の
た
ぐ
ひ
か
な
上
堰
く
袖
の
下
の
さ
ざ
波
」
と
い
う
十
一
番
の
左
の
歌
（
六
二
一
）
な
ど
が
あ
り
、
や

は
り
心
中
の
恋
愛
感
情
を
堰
き
止
め
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。

 
 

そ
も
そ
も
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
そ
れ
自
体
は
後
撰
和
歌
集
巻
九
恋
一
に
、

 
 
 
 

世
の
中
に
忍
ぶ
る
恋
の
わ
び
し
き
は
逢
ひ
て
の
の
ち
の
逢
は
ぬ
な
り
け
り

と
い
う
題
知
ら
ず
の
歌
（
五
六
四
）
が
あ
る
と
お
り
で
、
恋
愛
の
始
発
期
に
限
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
恋
の
題
を
そ
の
進
展
に
よ
り
細
分

す
る
に
あ
た
っ
て
始
発
期
の
こ
と
と
さ
れ
、
前
に
み
た
よ
う
な
、
表
面
上
は
恋
し
て
い
る
と
見
せ
な
い
が
、
胸
の
内
で
は
恋
愛
の
葛
藤
が

抑
え
が
た
く
生
じ
た
と
い
う
構
造
の
歌
を
詠
む
の
が
基
本
に
な
っ
た
。
次
の
六
百
番
歌
合
九
番
左
の
顕
昭
の
歌
（
六
一
七
）
は
「
言
は
で

後
悔
も
ぞ
あ
る
と
い
へ
り
。
い
さ
さ
か
心
賢
き
に
つ
き
て
」
勝
ち
と
さ
れ
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
基
本
の
キ
を
押
さ
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。

 
 
 
 

憂
き
身
と
て
さ
の
み
は
い
か
が
つ
つ
む
べ
き
言
は
で
悔
し
き
こ
と
も
こ
そ
あ
れ

十
二
番
左
の
藤
原
有
家
の
歌
（
六
二
三
）
の
次
の
歌
も
同
様
で
あ
る
。

 
 
 
 

忍
び
つ
つ
こ
の
世
尽
き
な
ば
思
ふ
こ
と
苔
の
下
に
や
と
も
に
朽
ち
な
む

こ
れ
も
「
苔
の
下
に
や
な
ど
と
い
へ
る
、
心
深
き
に
似
た
る
べ
し
」
と
判
ぜ
ら
れ
勝
ち
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
基
本
構
造
に
則
し
た
歌
は
、
「
恋
に
は
わ
り
な
く
浅
か
ら
ぬ
よ
し
」
を
詠
む
べ
し
と
い
う
題
詠
歌
に
対

す
る
評
価
の
観
点
か
ら
、
好
評
価
が
受
け
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

 
 

さ
て
、
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
に
つ
い
て
も
「
忍
ぶ
る
恋
」
と
い
う
題
を
詠
ん
だ
、
こ
れ
ら
の
先
行
歌
と
共
通
す
る
点
が
確
認
で
き
る
。

恋
愛
の
始
発
期
で
あ
る
こ
と
を
示
す
第
三
句
の
「
長
ら
へ
ば
」
と
い
う
仮
定
の
条
件
句
、
そ
し
て
初
句
と
二
句
の
強
い
調
子
そ
れ
自
体
も
、

ま
さ
に
こ
の
題
の
題
詠
歌
ら
し
い
表
現
と
言
え
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
う
し
て
先
行
の
題
詠
歌
を
見
て
く
る
と
、
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
に
は
、
他
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
白
で

あ
る
。
特
に
第
二
句
の
「
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
さ
れ
た
い
。
こ
れ
は
「
こ
と
な
洩
ら
し
そ
」「
洩
ら
す
な
よ
」
と
い
っ

た
禁
句
と
は
明
ら
か
に
位
相
が
異
な
り
、
自
動
詞
の
命
令
形
の
放
任
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
当
に
禁
じ
る
意
志
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を

疑
わ
せ
か
ね
な
い
く
ら
い
の
、
非
常
に
危
う
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
恋
愛
始
発
期
と
い
う
題
の
約
束
事
に
つ
い
て
も
、
第

二
句
に
「
な
ば
」
、
第
三
句
に
「
長
ら
へ
ば
」
と
、
二
つ
の
仮
定
条
件
の
表
現
を
続
け
て
そ
の
期
間
を
揺
り
動
か
し
て
い
る
。
「
未
だ
見
ざ

る
恋
」
か
ら
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
な
ど
と
い
っ
た
、
恋
愛
の
先
々
の
段
階
に
ま
で
い
っ
き
に
思
念
を
広
げ
る
よ
う
な
構
え
を
見
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
恋
の
他
の
題
の
状
況
に
も
割
り
込
ん
で
い
き
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
題
詠
歌
な
ら
で
は
の
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な

行
為
、
型
破
り
な
と
こ
ろ
と
先
ず
認
め
た
い
。
初
句
の
「
玉
の
緒
」
と
い
う
歌
語
す
ら
も
が
、
恋
愛
を
終
わ
り
ま
で
取
り
上
げ
る
の
か
と

思
わ
せ
る
よ
う
な
破
天
荒
ぶ
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
こ
れ
が
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
詠
歌
と
し
て
か
ろ
う
じ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
第
二
句
の
「
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
と
い
う

言
葉
に
よ
る
。
「
玉
の
緒
」
「
玉
」
と
い
う
歌
語
そ
れ
自
体
に
あ
っ
け
な
く
な
る
も
の
と
い
う
想
念
が
染
み
つ
い
て
い
る
こ
と
と
、
第
三
句

以
下
が
特
に
そ
の
歌
語
的
な
意
味
合
い
を
十
分
に
補
う
こ
と
と
に
よ
り
、
「
玉
の
緒
」
と
い
う
歌
語
を
中
心
に
そ
の
物
語
的
・
象
徴
的
な

想
念
を
掻
き
立
て
る
文
が
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
禁
句
と
し
て
は
そ
れ
自
体
危
う
い
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
転
、
必
然
的
な
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消
滅
に
任
せ
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
、
放
任
と
抑
圧
の
葛
藤
の
激
し
い
情
念
を
表
し
、
恋
愛
始
発
期
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
題
詠
歌
と
し
て
の
基
本
を
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
が
型
破
り
な
題
詠
歌
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
特
に
、

恋
愛
の
段
階
を
定
め
た
恋
の
題
の
約
束
事
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

四
、
発
展
―
家
集
の
検
討

 
 

で
は
次
に
、
式
子
内
親
王
の
家
集
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

　

式
子
内
親
王
は
、
歌
人
と
し
て
は
、
新
古
今
時
代
の
三
才
女
の
一
人
と
し
て
古
典
文
学
史
上
に
そ
の
名
を
記
す
が
、
新
古
今
和
歌
集
で

は
、
宮
内
卿
、
俊
成
卿
女
よ
り
も
多
い
四
十
九
首
が
入
集
し
、
女
性
歌
人
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。

　

家
集
に
は
、
正
治
初
度
百
首
を
含
む
三
つ
の
百
首
歌
と
「
勅
撰
に
入
る
と
雖
も
家
集
に
見
え
ざ
る
歌
」
か
ら
な
る
式
子
内
親
王
集
が
あ

り
、
新
編
国
歌
大
観
所
収
の
家
集
（
底
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
萱
斎
院
御
集
）
に
は
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
（
三
一
九
）
を
含
む

三
百
七
十
四
首
を
収
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
の
平
安
鎌
倉
私
家
集
に
久
松
潜
一
・
國
島
章
江
校
注
の

テ
キ
ス
ト
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
番
号
を
示
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
 

さ
て
、
家
集
よ
り
次
の
和
歌
教
材
の
一
首
（
三
一
九
）
を
ま
ず
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

 
 
 
 

忘
れ
て
は
う
ち
嘆
か
る
る
夕
べ
か
な
我
の
み
知
り
て
過
ぐ
る
月
日
を

新
古
今
和
歌
集
の
巻
十
一
で
は
式
子
内
親
王
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
が
三
首
続
く
が
、
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
の
次
に
こ
の
「
忘
れ
て
は
」

の
歌
（
一
〇
三
五
）
が
あ
る
。
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「
忘
れ
て
は
」
の
歌
は
三
句
切
れ
で
倒
置
法
を
用
い
て
い
る
の
で
、「
我
の
み
知
り
て
過
ぐ
る
月
日
」
が
「
忘
れ
」
る
事
柄
で
あ
る
。
「
忍

ぶ
る
恋
」
の
題
意
は
、
副
助
詞
「
の
み
」
が
表
し
、
恋
人
に
逢
い
た
い
と
い
う
思
い
を
自
分
一
人
の
胸
に
仕
舞
い
込
ん
で
き
た
と
詠
ん
で

い
る
。
胸
に
秘
め
た
ま
ま
も
う
長
い
間
辛
抱
し
て
き
た
と
い
う
の
に
、ふ
つ
う
な
ら
ば
こ
れ
か
ら
逢
瀬
の
時
間
だ
と
い
う
夕
方
に
な
る
と
、

逢
う
こ
と
な
ど
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
つ
い
秘
め
事
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
。
そ
し
て
、
今
日
も
ま
た
逢
い
た
い
の
に
逢

え
な
い
と
寂
し
く
思
っ
て
は
ふ
と
嘆
き
の
た
め
息
を
漏
ら
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
意
の
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
「
我
の
み
知
り
て
」
と
い
う
表
現
に
は
本
に
な
っ
た
歌
と
し
て
古
今
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
の
紀
貫
之
の
歌
（
六
〇
六
）
が
あ
る
。

 
 
 
 

人
知
れ
ぬ
思
ひ
の
み
こ
そ
わ
び
し
け
れ
我
が
嘆
き
を
ば
我
の
み
ぞ
知
る

貫
之
の
歌
は
、
恋
し
く
て
な
ら
な
い
意
中
の
人
に
自
分
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
秘
め
恋
の
気
持
ち
ほ
ど
慰
め
も
な
く
苦
し
い

も
の
は
な
い
、
胸
中
の
恋
慕
の
情
の
や
り
き
れ
な
さ
、
そ
れ
を
た
だ
私
だ
け
が
知
っ
て
い
る
ほ
か
な
い
孤
独
感
、
つ
ら
さ
は
た
ま
ら
な
い

と
い
っ
た
意
。
こ
の
歌
を
踏
ま
え
、
宵
闇
に
沈
ん
で
ゆ
く
夕
べ
と
い
う
時
間
に
限
っ
て
そ
の
つ
ら
さ
を
際
立
た
せ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
男
女
が
逢
う
時
間
の
始
ま
り
が
夕
べ
で
あ
る
こ
と
、
女
を
訪
ね
る
男
の
立
場
で
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
理
解
し
た
い
。

　

新
古
今
和
歌
集
で
は
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
題
と
し
て
「
玉
の
緒
よ
」
と
「
忘
れ
て
は
」
の
二
首
が
並
ぶ
の
で
、
恋
心
を
秘
め
る
力
の
緊

張
と
弛
緩
と
が
き
わ
や
か
に
対
照
さ
せ
ら
れ
る
。
後
者
の
経
験
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
前
者
の
弱
る
と
い
う
予
断
に
説
得
力
が
加
わ
る
と
い

え
、
ま
た
、
前
者
の
抑
圧
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
後
者
の
執
心
が
強
調
さ
れ
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
、
互
い
の
意
を
深
め
合
う
相
補
的
な

配
列
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
二
首
が
も
と
も
と
連
作
と
し
て
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
家
集
で
は
「
勅
撰
に
入
る
と
雖
も
家
集

に
見
え
ざ
る
歌
」
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
校
注
者
の
整
理
に
い
う
「
Ｄ
歌
群
」
の
歌
に
該
当
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

さ
て
次
に
、
こ
れ
も
「
勅
撰
に
入
る
と
雖
も
家
集
に
見
え
ざ
る
歌
」
よ
り
続
後
撰
和
歌
集
所
収
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
（
三
三
六
）
を

取
り
上
げ
た
い
。
巻
十
一
恋
一
の
一
首
（
六
六
八
）
で
、
勅
撰
集
は
こ
れ
に
直
接
の
詞
書
を
持
た
な
い
が
、
前
の
歌
（
六
六
四
）
の
詞
書
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に
「
同
じ
心
を
」
、
そ
の
前
の
歌
（
六
六
三
）
の
詞
書
に
「
洞
院
摂
政
家
の
百
首
の
歌
に
忍
ぶ
る
恋
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
忍
ぶ
る

恋
」
を
詠
ん
だ
と
み
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。

 
 
 
 

君
ゆ
ゑ
と
い
ふ
名
は
立
て
じ
消
え
果
て
む
夜
半
の
煙
の
末
ま
で
も
見
よ

「
忍
ぶ
る
恋
」
の
意
を
、
二
句
切
れ
で
、
命
令
形
も
用
い
た
強
い
調
子
で
詠
む
と
こ
ろ
は
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
と
相
通
ず
る
作
で
あ
る
。

歌
意
は
、
あ
な
た
の
た
め
だ
と
い
う
噂
は
立
て
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
消
え
て
な
く
な
ろ
う
と
す
る
夜
空
の
煙
は
、
私
が
あ
な
た
を
火
の
よ

う
に
恋
い
こ
が
れ
て
立
て
た
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
だ
け
は
最
後
ま
で
見
ら
れ
る
も
の
な
ら
見
る
が
よ
い
。
こ
の
煙
の
比
喩
は
永
久
百
首
の

大
進
の
歌
に
も
あ
っ
た
が
、
新
古
今
和
歌
集
巻
十
羈
旅
の
業
平
の
歌
（
九
〇
三
）
で
、
伊
勢
物
語
の
物
語
教
材
と
し
て
も
知
ら
れ
る
「
信

濃
な
る
浅
間
の
岳
に
立
つ
煙
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は
咎
め
む
」
と
い
う
一
首
な
ど
に
も
確
か
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
同
じ
く
思
い
の
火

の
激
し
さ
を
い
う
「
煙
」
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
夜
半
の
」
煙
と
す
る
こ
と
で
人
目
を
避
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

 
 

家
集
に
確
認
で
き
る
「
忍
ぶ
る
恋
」
と
題
に
あ
る
歌
は
以
上
の
三
首
で
あ
る
。
家
集
に
は
恋
の
歌
が
五
十
一
首
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
の
中

に
は
題
に
恋
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
も
、
内
容
的
に
は
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
類
に
入
る
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
る
。

 
 
 
 

我
が
恋
は
知
る
人
も
な
し
堰
く
床
の
涙
も
ら
す
な
つ
げ
の
小を

枕

　

こ
れ
は
、
正
治
初
度
百
首
の
恋
の
題
の
一
首
（
二
七
四
）
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
明
ら
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
作
で
あ
り
、
新
古
今
和
歌

集
巻
十
一
に
、
前
掲
の
「
忘
れ
て
は
」
の
次
に
挙
が
る
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
三
首
目
（
一
〇
三
六
）
で
あ
る
。

　

一
方
、
「
恋
ひ
恋
ひ
て
そ
な
た
に
な
び
く
煙
あ
ら
ば
い
ひ
し
契
り
の
果
て
と
な
が
め
よ
」
と
い
う
恋
の
歌
（
八
五
）
は
、
過
去
の
助
動

詞
に
よ
り
、
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
、
待
っ
た
恨
み
を
表
し
た
作
と
み
ら
れ
る
が
、
前
掲
の
「
君
ゆ
ゑ
と
」
の
歌
と
同
じ
く
煙
を
詠

ん
で
も
い
る
の
で
、
こ
れ
は
前
掲
の
「
忍
ぶ
る
恋
の
わ
び
し
き
」
を
詠
ん
だ
後
撰
和
歌
集
の
歌
に
近
い
。
新
古
今
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
を

み
る
と
、
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
で
も
「
忍
ぶ
る
恋
」
で
も
あ
る
歌
が
数
首
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
し
た
一
首
と
考
え
ら
れ
る
。
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で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
家
集
よ
り
さ
ら
に
五
首
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

 
 
 
 

入
り
し
よ
り
身
を
こ
そ
砕
け
浅
か
ら
ず
し
の
ぶ
の
山
の
岩
の
か
げ
道

　

一
首
目
は
、
古
今
和
歌
六
帖
第
二
の
「
山
」
に
「
し
の
ぶ
山
忍
び
に
越
え
む
道
も
が
な
人
の
心
の
奥
も
見
る
べ
く
」
と
あ
る
歌
（
八
六
六
）

な
ど
に
よ
り
知
ら
れ
る
陸
奥
国
の
歌
枕
を
詠
ん
だ
、
百
首
歌
の
恋
の
一
首
（
一
八
一
）
で
あ
る
。

　

古
今
和
歌
六
帖
の
し
の
ぶ
山
の
歌
は
、
新
勅
撰
和
歌
集
巻
十
五
恋
五
に
在
原
業
平
の
作
（
九
四
五
）
と
し
て
入
集
し
、
伊
勢
物
語
の

十
五
段
で
は
、
不
義
の
仲
と
な
っ
た
東
国
の
女
に
、
そ
の
誠
意
を
見
る
た
め
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
」
恋

の
「
忍
ぶ
」
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

一
方
、
式
子
内
親
王
の
「
し
の
ぶ
の
山
」
の
歌
は
、
入
山
す
る
や
い
な
や
身
を
粉
砕
し
、
「
言
は
（
ま
ほ
し
き
）
」
恋
の
思
い
も
「
言
は

（
ず
）
」
に
終
わ
る
、
恋
愛
始
発
期
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
と
同
じ
く
、
命
令
形
の
放
任
法
を
用
い

た
二
句
切
れ
で
あ
り
、
「
浅
か
ら
ず
」
と
見
透
か
す
全
知
的
な
視
点
も
型
破
り
で
あ
る
が
、
「
岩
」
に
掛
け
た
「
言
は
」
の
掛
詞
が
効
果
的

に
働
き
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
詠
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
伊
勢
物
語
の
歌
を
本
歌
と
し
て
し
の
ぶ
山
の
奥
の
道
を
取
り
、
人
の
心
で

は
な
く
身
の
こ
と
に
変
え
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
詠
歌
と
し
て
詠
ん
だ
作
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 

ほ
の
か
に
も
あ
は
れ
は
か
け
よ
思
ひ
草
下
葉
に
ま
が
ふ
つ
ゆ
も
洩
ら
さ
じ

　

こ
の
二
首
目
（
七
二
）
は
「
つ
ゆ
も
漏
ら
さ
じ
」
と
誓
う
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
取
り
の
歌
で
、
本
歌
は

帚
木
の
巻
の
「
山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
折
々
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の
露
」
と
い
う
一
首
で
あ
る
。
こ
の
本
歌
は
、
勢
威
盛
ん
な
右

大
臣
家
は
怖
い
の
で
、
人
に
見
聞
き
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
避
け
た
い
と
は
思
う
も
の
の
、
や
は
り
頭
中
将
に
は
父
と
し
て
の
愛
情
を
撫

子
（
＝
玉
鬘
）
に
少
し
で
も
分
け
て
ほ
し
い
と
い
う
、
夕
顔
の
母
心
を
表
し
た
一
首
で
あ
る
。
本
歌
取
り
に
あ
た
っ
て
は
、「
撫
子
」
を
「
思

ひ
草
」
に
変
え
て
い
る
が
、
こ
の
「
思
ひ
草
」
は
、
女
郎
花
で
は
な
く
、「
道
の
辺
の
尾
花
が
下
の
思
ひ
草
い
ま
さ
ら
に
何な

ど

も
の
か
思
は
む
」
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と
い
う
万
葉
集
巻
十
の
歌
（
二
二
七
〇
）
に
詠
ま
れ
た
そ
れ
で
あ
る
。
尾
花
、
花
薄
を
袖
に
見
立
て
る
常
套
を
踏
ま
え
て
の
工
夫
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
思
ひ
草
」
以
下
は
袖
で
涙
を
し
っ
か
り
と
包
み
隠
し
て
決
し
て
洩
ら
さ
な
い
つ
も
り
だ
と
い
う
意
。
こ
の
意
に
よ
っ

て
命
令
形
の
放
任
法
が
成
立
し
、
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
本
歌
よ
り
離
れ
た
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
で
あ
る
。

 
 
 
 

か
く
と
だ
に
岩
垣
沼
の
澪
標
知
る
人
な
み
に
く
づ
る
袖
か
な

　

こ
の
三
首
目
（
二
七
二
）
は
、
晩
年
の
正
治
初
度
百
首
の
恋
の
歌
で
あ
る
。
「
か
く
と
だ
に
い
は
」
で
始
ま
る
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
に
は
、

詞
花
和
歌
集
巻
七
恋
上
の
隆
恵
法
師
の
歌
「
か
く
と
だ
に
い
は
で
は
か
な
く
恋
ひ
死
な
ば
や
が
て
知
ら
れ
ぬ
身
と
や
な
り
な
む
」
と
い
う

歌
（
一
八
九
）
や
、
久
安
百
首
の
待
賢
門
院
堀
河
の
歌
「
か
く
と
だ
に
い
は
ぬ
に
し
げ
き
乱
れ
蘆
の
い
か
な
る
節
に
知
ら
せ
そ
め
ま
し
」

と
い
う
歌
（
一
〇
六
二
）
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
初
句
を
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
指
示
語
の
「
し
か
」
と
「
か
く
」
の
違
い
に
ま
ず
留
意

し
て
、
近
づ
き
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
い
が
、
岩
で
囲
ま
れ
た
沼
の
澪
標
は
、
「
知
る
」
を
導
く
序
詞

で
あ
る
と
と
も
に
「
言
は
」
な
い
で
思
い
を
胸
に
秘
め
、
身
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
様
を
暗
に
表
し
て
い
る
。
な
お
、

新
古
今
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
に
は
後
徳
大
寺
実
定
の
「
か
く
と
だ
に
思
ふ
心
を
岩
瀬
山
下
ゆ
く
水
の
草
が
く
れ
つ
つ
」
と
い
う
歌

（
一
〇
八
八
）
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
そ
れ
で
あ
る
。

 
 
 
 

逢
ふ
こ
と
は
遠
つ
の
浜
の
岩
躑
躅
い
は
で
や
朽
ち
む
そ
む
る
心
を

　

こ
の
四
首
目
（
二
七
七
）
は
、
正
治
初
度
百
首
の
恋
の
一
首
で
、
「
遠
つ
の
浜
」
は
、
歌
枕
で
あ
る
ら
し
い
が
、
ど
こ
の
国
に
あ
る
か

は
不
明
で
あ
る
。
序
詞
は
古
今
和
歌
六
帖
第
六
「
岩
躑
躅
」
の
「
山
越
え
て
と
ほ
つ
の
浜
の
岩
躑
躅
我
が
く
る
ま
で
に
ふ
ふ
み
て
あ
り
ま

て
」
と
い
う
歌
（
四
三
一
一
）
よ
り
借
用
し
て
い
る
。
こ
の
本
歌
は
万
葉
歌
（
一
一
八
八
）
で
も
あ
っ
て
、
「
ふ
ふ
み
て
あ
り
ま
て
」
は
、

咲
く
の
は
恋
人
が
来
て
か
ら
に
し
て
そ
れ
ま
で
は
蕾
の
ま
ま
で
待
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
い
う
意
。
本
歌
取
り
に
あ
た
り
、
「
逢
ふ
こ
と
」

が
「
遠
」
い
と
し
、
ま
た
、
躑
躅
の
色
の
縁
語
「
染
む
る
」
に
思
い
そ
め
る
意
の
「
初
む
る
」
を
掛
け
た
掛
詞
も
用
い
る
こ
と
で
、
「
忍
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ぶ
る
恋
」
の
歌
と
し
て
い
る
。

 
 
 
 

袖
の
色
は
人
の
問
ふ
ま
で
な
り
も
せ
よ
深
き
思
ひ
を
君
し
頼
ま
ば 

 
　

五
首
目
（
三
〇
六
）
は
、
千
載
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
の
歌
（
七
四
五
）
で
、
例
の
平
兼
盛
の
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
一
首
。
三
句
切
れ

の
倒
置
法
で
仮
定
の
条
件
を
最
後
に
示
し
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
と
し
て
い
る
。
作
者
に
は
「
深
き
思
」
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
袖
に
緋

色
（
血
の
涙
の
色
）
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
も
し
も
「
君
」
が
そ
れ
に
気
付
い
て
誠
意
を
寄
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
っ

そ
の
こ
と
、
そ
の
袖
の
色
は
「
も
の
や
思
ふ
」
と
人
が
尋
ね
る
く
ら
い
に
ま
で
濃
く
な
れ
ば
よ
い
と
思
う
が
、
こ
れ
は
仮
定
の
上
で
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
決
し
て
す
ま
い
と
い
う
の
で
あ
る
。ふ
つ
う
な
ら
ば
恐
れ
て
避
け
る
こ
と
な
の
に
い
き
な
り
居
直
っ

て
い
る
ポ
ー
ズ
に
驚
か
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
型
破
り
な
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
で
あ
る
。

 
 

こ
の
他
に
、
源
氏
物
語
取
り
の
諧
謔
の
歌
で
、
包
み
隠
そ
う
と
し
て
も
つ
い
漏
れ
て
し
ま
う
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
詠
ん
だ
「
我
が
袖
は
濡

る
る
ば
か
り
は
包
み
し
に
末
摘
花
は
い
か
さ
ま
に
せ
む
」
と
い
う
歌
（
一
八
〇
）
等
も
あ
る
が
、
以
上
に
止
め
て
お
き
た
い
。

 
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
式
子
内
親
王
の
家
集
の
恋
の
歌
の
中
に
は
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
が
比
較
的
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は

式
子
内
親
王
の
恋
歌
の
傾
向
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
か
ま
わ
な
い
。
恋
の
歌
の
ほ
と
ん
ど
は
百
首
歌
の
中
の
恋
の
題
詠
歌
で
あ
り
、
恋

の
題
に
は
他
の
題
も
あ
る
の
に
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
が
多
い
点
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
傾
向
の
一
つ
と
言
え
る
。

　

前
記
し
た
と
お
り
、
恋
の
題
の
一
つ
で
あ
る
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
詠
ん
だ
歌
に
は
、
恋
愛
始
発
期
の
そ
れ
を
詠
む
歌
と
、
後
撰
和
歌
集
の

「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
の
よ
う
な
、
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
そ
れ
を
詠
む
歌
と
が
あ
る
が
、
式
子
内
親
王
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
詠
ん
だ
歌

に
は
、
前
者
と
も
後
者
と
も
考
え
ら
れ
る
歌
が
あ
る
。
表
現
に
は
禁
句
的
な
言
葉
や
命
令
形
の
放
任
法
が
目
立
ち
、「
し
の
ぶ
の
山
」
や
「
玉

の
緒
よ
」
の
歌
が
典
型
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
詠
歌
と
し
て
は
型
破
り
で
あ
り
、
意
表
を
突
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。

歌
語
と
し
て
培
わ
れ
て
き
た
想
念
を
膨
ら
ま
せ
つ
つ
も
、
抑
制
す
る
力
が
非
常
に
強
く
、
ま
た
、
瞬
間
的
で
あ
り
、
破
滅
的
で
あ
る
。
こ
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れ
は
、
理
屈
を
言
え
ば
、
内
に
秘
め
た
思
い
が
大
き
い
と
、
そ
れ
を
抑
え
て
い
ら
れ
る
時
間
が
そ
の
ぶ
ん
短
く
な
り
、
浮
き
名
を
流
す
リ

ス
ク
が
高
ま
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
歌
人
の
式
子
内
親
王
は
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
意
を
時
間
に
つ
れ
て

上
が
り
下
が
り
す
る
恋
愛
の
熱
量
曲
線
を
積
分
し
て
一
気
に
そ
の
総
和
量
を
取
る
こ
と
だ
と
直
観
的
に
理
解
し
て
い
る
の
で
、
歌
の
表
現

に
そ
の
形
跡
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
新
古
今
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
に
、
式
子
内
親
王
の
和
歌
の
師
で
あ
る
藤
原
俊
成
が
詠
ん
だ
、

 
 
 
 

思
ひ
あ
ま
り
そ
な
た
の
空
を
な
が
む
れ
ば
霞
を
分
け
て
春
雨
ぞ
降
る

と
い
う
歌
（
一
一
〇
七
）
が
あ
る
。
こ
の
和
歌
教
材
の
一
首
は
、
新
古
今
和
歌
集
の
詞
書
に
は
「
雨
の
降
る
日
、
女
に
遣
は
し
け
る
」
と

あ
る
が
、
俊
成
の
家
集
長
秋
詠
藻
の
詞
書
に
は
「
春
の
こ
ろ
、
忍
ぶ
る
こ
と
あ
る
女
の
も
と
に
遣
は
し
け
る
」
と
あ
る
の
で
取
り
上
げ
て

み
た
い
。

　

こ
の
歌
に
は
本
歌
が
あ
り
、
詞
花
和
歌
集
巻
十
雑
下
の
藤
原
忠
通
の
「
思
ひ
か
ね
そ
な
た
の
空
を
な
が
む
れ
ば
た
だ
山
の
端
に
か
か
る

白
雲
」
と
い
う
一
首
（
三
八
一
）
よ
り
上
の
句
を
取
り
、
白
雲
を
春
霞
に
変
え
て
下
の
句
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
が
「
忍
ぶ
る
こ
と
の

あ
る
女
」
へ
の
贈
歌
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
和
歌
で
は
一
般
に
霞
が
隔
て
る
も
の
、
隠
す
も
の
を
表
す
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

「
霞
」
は
「
忍
ぶ
る
こ
と
の
あ
る
女
」
の
思
い
の
火
が
発
し
た
煙
霞
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
出
の
「
君
ゆ
ゑ
と

言
ふ
名
は
立
て
じ
消
え
果
て
む
夜
半
の
煙
の
末
ま
で
も
見
よ
」
と
い
う
式
子
内
親
王
の
歌
、
ま
た
特
に
題
詠
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
に
先

鞭
を
つ
け
た
永
久
百
首
の
「
人
知
れ
ず
晴
れ
く
る
か
た
の
な
き
も
の
は
忍
ぶ
る
恋
の
煙
な
り
け
り
」
と
い
う
大
進
の
歌
も
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
を
詠
む
女
性
を
思
っ
て
詠
ん
だ
の
が
俊
成
の
こ
の
歌
で
あ
る
。

　

俊
成
の
歌
は
、
逢
い
た
い
と
い
う
思
い
が
募
り
に
募
り
、
や
り
き
れ
な
く
な
っ
て
あ
な
た
の
住
ん
で
い
る
家
の
方
角
の
空
を
仰
ぎ
見
た

と
こ
ろ
、
春
霞
の
か
か
っ
た
空
よ
り
春
雨
が
降
り
出
し
た
よ
う
に
、
私
の
目
は
あ
な
た
を
思
う
涙
で
か
き
曇
っ
た
の
だ
っ
た
と
い
っ
た
意
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で
あ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
春
霞
を
「
分
け
て
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
春
霞
を
涙
の
瞬
間
で
微
分
し
て
そ
の

時
の
最
大
値
を
春
雨
に
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
す
が
は
式
子
内
親
王
の
和
歌
の
師
だ
と
思
わ
せ
る
一
首
で
あ
る
。

五
、
更
な
る
発
展
―
他
の
歌
人
の
同
題
の
歌
と
の
比
較

 
 

と
こ
ろ
で
、
新
古
今
和
歌
集
の
三
才
女
の
一
人
で
あ
る
俊
成
卿
女
は
、
新
古
今
和
歌
集
の
撰
者
の
一
人
で
あ
る
大
納
言
源
通
具
の
室
と

な
り
、
具
定
を
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
に
生
ん
だ
の
で
、
洞
院
摂
政
家
の
百
首
に
は
「
三
位
の
侍
従
の
母
」
の
名
で
歌
を
詠
進
し
て
い

る
。
こ
の
百
首
歌
は
洞
院
摂
政
藤
原
教
実
が
「
関
白
左
大
臣
」
で
あ
っ
た
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
七
月
よ
り
翌
年
の
貞
永
元
年
十
月
ま

で
に
成
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
歌
が
五
首
（
一
〇
七
四
～
八
）
あ
り
、
さ
ら
に
家
集
に

は
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
の
影
供
歌
合
で
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
題
と
し
て
詠
ん
だ
一
首
（
二
三
四
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
六
首
は
、
前

節
の
式
子
内
親
王
の
家
集
よ
り
取
り
あ
げ
た
歌
と
比
べ
て
み
る
と
、
作
風
の
違
い
が
歴
然
と
す
る
。
つ
い
て
は
こ
れ
も
、
岩
波
書
店
の
日

本
古
典
文
学
大
系
の
平
安
鎌
倉
私
家
集
に
久
松
潜
一
校
注
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
番
号
を
付
す
。

 
 
 
 

は
か
な
し
や
し
の
ぶ
の
山
の
夕
煙
消
え
な
む
空
の
あ
と
の
白
雲

 
 

こ
の
一
首
（
一
三
四
）
は
、
前
記
の
歌
枕
し
の
ぶ
山
を
詠
ん
だ
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
で
、
「
夕
煙
」
を
詠
ん
だ
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。

夕
煙
は
夕
方
に
あ
が
る
煮
炊
き
の
煙
の
こ
と
も
い
う
が
、
こ
れ
を
伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
の
よ
う
に
思
う
と
見
当
違
い
に
な
る
。
恋
に
身

を
焦
が
す
女
の
思
い
の
火
が
空
に
真
っ
赤
に
燃
え
映
っ
た
夕
焼
け
の
空
で
あ
り
、
そ
れ
が
消
え
る
と
や
が
て
夜
空
の
月
を
隠
す
白
雲
に
な

る
と
い
う
情
景
は
妖
艶
で
あ
る
。
対
照
法
を
引
き
立
て
る
「
消
え
な
む
」
と
い
う
表
現
も
初
句
の
詠
嘆
と
響
き
合
っ
て
い
る
。

　

俊
成
卿
女
は
建
仁
二
年
の
影
供
歌
合
で
も
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
で
「
し
の
ぶ
の
山
」
を
取
り
上
げ
、
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人
知
れ
ず
思
ひ
し
の
ぶ
の
山
風
に
時
ぞ
と
も
な
き
露
ぞ
こ
ぼ
る
る

と
詠
ん
だ
が
、
こ
れ
（
二
四
〇
）
は
嵐
の
よ
う
な
激
し
い
感
情
に
耐
え
ら
れ
ず
に
涙
す
る
様
子
で
あ
る
。

　

こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
「
入
り
し
よ
り
身
を
こ
そ
砕
け
」
と
詠
ん
だ
式
子
内
親
王
の
歌
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

 
 
 
 

い
か
に
せ
む
時
雨
る
る
野空

イ

辺
の
思
ひ
草
下
葉
に
む
す
ぶ
露
の
乱
れ
を

　

「
思
ひ
草
」
を
詠
ん
だ
こ
の
歌
（
一
三
五
）
も
、
前
の
式
子
内
親
王
の
歌
と
は
詠
み
か
た
が
異
な
り
、
途
方
に
暮
れ
る
ほ
か
な
い
「
忍

ぶ
る
恋
」
の
嘆
き
の
涙
を
詠
ん
で
い
る
。

 
 
 
 

う
ら
も
な
く
か
げ
も
宿
さ
じ
堰
く
袖
の
涙
の
色
を
月
も
こ
そ
問
へ

 
 

「
堰
く
袖
」
を
詠
ん
だ
一
首
（
一
三
六
）
は
、
あ
の
兼
盛
の
歌
の
類
型
に
属
す
る
詠
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
「
袖
の
色
は
人
の
問
ふ
ま
で

な
り
も
せ
よ
」
と
詠
ん
だ
式
子
内
親
王
の
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
初
句
は
形
容
詞
「
う
ら
な
し
」
の
連
用
形
の
語
幹
と
活
用
語
尾
の
間
に
強

意
の
助
詞
「
も
」
が
入
っ
た
表
現
で
、
心
内
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
隠
せ
な
い
と
い
う
意
で
あ
る
。
そ
の
「
う
ら
」
に
「
袖
」
の
縁
語
の

「
裏
」
を
掛
け
、
も
う
心
の
内
を
隠
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
い
っ
そ
裏
地
も
な
く
な
り
涙
を
た
め
て
月
影
を
映
す
こ
と
も
で
き
な
い
く
ら

い
に
泣
こ
う
、
袖
が
涙
を
堰
き
止
め
て
血
の
色
と
な
る
の
を
、
月
だ
け
で
な
く
人
も
問
い
た
だ
す
と
困
る
こ
と
に
な
る
の
で
と
い
っ
た
意

を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
情
況
で
思
い
の
深
さ
を
表
す
が
、
相
対
的
に
止
め
よ
う
と
す
る
力
が
弱
い
。

 
 
 
 

し
き
し
の
び
朽
ち
な
む
床
の
跡
ま
で
も
ぬ
れ
し
枕
の
露
も
漏
ら
す
な

 
 

「
枕
」
を
詠
ん
だ
こ
の
歌
（
一
三
七
）
は
、
久
安
百
首
で
俊
成
が
詠
ん
だ
「
し
き
し
の
ぶ
床
だ
に
絶
え
ぬ
涙
に
も
恋
は
朽
ち
せ
ぬ
も
の

に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
恋
の
歌
（
八
八
〇
）
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
「
し
き
し
の
ぶ
」
と
い
う
語
は
、
源
俊
頼
の
散
木
奇
歌
集
の
釈

教
歌
「
風
ふ
け
ば
み
だ
の
み
ぎ
り
に
ち
る
花
を
の
り
の
む
し
ろ
と
し
き
し
の
ぶ
か
な
」
と
い
う
一
首
（
八
六
九
）
に
み
え
る
が
、
そ
れ
以

前
は
使
わ
れ
て
い
な
い
比
較
的
珍
し
い
語
で
、
し
き
り
に
懐
か
し
ん
で
思
い
を
寄
せ
る
と
い
っ
た
意
で
あ
る
が
、
俊
成
卿
女
の
歌
で
も
「
床
」
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の
縁
語
で
「
敷
く
」
を
掛
け
て
い
る
。
勿
論
「
枕
」
は
式
子
内
親
王
も
詠
ん
だ
「
つ
げ
の
小
枕
」
で
あ
る
。
俊
成
卿
女
の
歌
は
、
恋
い
忍

ん
で
は
流
す
涙
で
朽
ち
る
床
の
痕
跡
す
ら
も
、
濡
れ
た
枕
が
決
し
て
人
に
洩
ら
し
告
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
の
「
忍

ぶ
る
恋
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
式
子
内
親
王
の
「
堰
く
床
の
涙
」
の
歌
よ
り
も
床
の
べ
の
情
況
が
細
か
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

 
 
 
 

わ
き
か
へ
り
下
に
ぞ
む
せ
ぶ
名
取
川
瀬
々
の
岩
間
の
水
の
白
波

 
 

こ
の
歌
（
一
三
八
）
が
詠
ん
だ
陸
奥
国
の
「
名
取
川
」
は
有
名
に
な
る
、噂
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
詠
む
の
が
ふ
つ
う
で
、「
忍
ぶ
る
恋
」

の
歌
に
詠
む
の
は
意
外
性
が
あ
る
。
「
名
取
川
瀬
々
の
」
と
あ
る
の
は
「
名
取
川
瀬
々
の
埋
も
れ
木
あ
ら
は
れ
ば
い
か
に
せ
む
と
か
逢
ひ

見
初
め
け
む
」
と
い
う
古
今
和
歌
集
巻
十
三
恋
三
の
歌
（
六
五
〇
）
を
本
歌
取
り
し
た
の
だ
が
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
に
合
わ
せ
て
「
言

は
ず
」
「
知
ら
ず
」
と
い
う
語
が
響
く
よ
う
に
言
葉
を
選
ん
で
い
る
。
全
体
が
叙
景
歌
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
守
秘
の
態
度
と
反
発
、

欲
望
を
表
す
掛
詞
の
「
言
は
（
ず
／
む
）
」
「
見
（
ず
／
む
）
」
「
知
ら
（
ず
／
む
）
」
を
導
く
と
い
う
技
巧
を
用
い
る
。
岩
に
ぶ
つ
か
り
波

飛
沫
を
あ
げ
て
は
川
底
に
音
を
轟
か
せ
て
も
ぐ
り
こ
み
、
岩
と
岩
の
間
を
白
波
立
て
て
勢
い
よ
く
流
れ
て
行
く
川
の
水
の
よ
う
な
、
理
性

と
欲
望
と
が
荒
れ
狂
う
煩
悶
の
隠
喩
で
あ
る
。
こ
の
絵
画
的
な
表
現
は
前
の
式
子
内
親
王
の
歌
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
 

以
上
、
俊
成
卿
女
の
家
集
よ
り
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
詠
歌
を
引
き
、
式
子
内
親
王
の
歌
と
比
較
検
討
し
て
各
各
の
作
風
を
確
か
め
た
。

　

俊
成
卿
女
の
歌
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
新
古
今
和
歌
集
巻
三
夏
の
歌
（
二
四
五
）
で
、

 
 
 
 

橘
の
匂
ふ
あ
た
り
の
う
た
た
ね
は
夢
も
昔
の
袖
の
香
ぞ
す
る

と
い
う
和
歌
教
材
の
一
首
で
あ
る
。
こ
れ
は
伊
勢
物
語
の
歌
で
も
あ
る
古
今
和
歌
集
巻
三
夏
の
「
五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人

の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
と
い
う
和
歌
教
材
の
歌
（
一
三
九
）
を
本
歌
取
り
し
た
作
で
、
あ
で
や
か
で
あ
り
、
物
語
的
で
も
あ
る
。
俊
成
卿
女

の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
に
も
こ
れ
と
同
様
の
特
色
が
見
え
る
。
ま
た
、
式
子
内
親
王
の
歌
と
比
較
検
討
す
る
と
、
特
色
の
第
一
が
絵
画
的

で
あ
る
と
わ
か
る
。
名
取
川
の
歌
は
そ
の
特
色
が
典
型
的
に
現
れ
た
作
で
あ
る
。
白
雲
が
か
か
り
嵐
が
吹
く
し
の
ぶ
山
の
歌
は
同
じ
歌
枕
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を
「
入
り
し
よ
り
身
を
こ
そ
砕
け
」
と
詠
ん
だ
式
子
内
親
王
の
歌
と
こ
の
点
で
も
顕
著
な
異
な
り
が
あ
っ
た
。

　

特
色
の
第
二
は
情
況
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
で
あ
る
。
夕
煙
よ
り
白
雲
へ
空
の
景
物
が
移
り
変
わ
っ
た
し
の
ぶ
山
の
歌
も
そ
う
で
あ
る
が
、

事
態
の
推
移
を
観
察
し
て
細
か
く
描
き
取
る
こ
と
で
深
さ
を
出
す
傾
向
が
あ
る
。
袖
に
包
ん
で
隠
す
思
い
の
隠
喩
で
あ
る
「
思
ひ
草
」
を

詠
ん
だ
歌
も
、
式
子
内
親
王
の
歌
と
は
異
な
り
、
草
に
露
が
置
く
情
況
の
ほ
う
を
よ
り
細
か
く
描
き
取
っ
て
い
た
。
ま
た
、
詠
み
ふ
る
さ

れ
て
き
た
、
兼
盛
の
「
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
」
の
歌
の
類
型
に
属
す
る
作
で
も
、
「
袖
の
色
は
人
の
問
ふ
ま
で
な
り
も
せ
よ
」

と
詠
ん
だ
式
子
内
親
王
の
放
任
ぶ
り
と
は
異
な
り
、
紅
涙
で
袖
の
「
う
ら
」
も
な
く
な
る
ま
で
の
情
況
を
細
か
く
詠
ん
で
い
る
。

 
 

特
色
の
第
三
は
題
意
の
詠
み
方
で
あ
る
。
洞
院
摂
政
家
百
首
で
も
恋
の
題
の
初
め
に
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
が
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
は
も

う
恋
愛
の
始
発
期
の
題
で
あ
る
と
か
、
ま
だ
誰
も
恋
心
に
気
付
い
て
い
な
い
な
ど
と
い
っ
た
題
意
は
勿
論
歌
人
た
ち
の
了
解
事
項
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
俊
成
卿
女
は
す
で
に
ベ
テ
ラ
ン
の
歌
人
で
あ
り
、
題
詠
歌
を
詠
む
練
度
も
上
が
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
し
の
ぶ
山
の
二

首
を
比
べ
る
と
よ
く
わ
か
る
。
建
仁
二
年
の
歌
に
は
「
人
知
れ
ず
思
ひ
し
の
ぶ
」
と
題
意
を
繰
り
返
す
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
洞
院
摂
政
家

百
首
で
は
「
は
か
な
し
や
」
と
い
き
な
り
詠
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
こ
の
百
首
の
三
十
年
前
に
式
子
内
親
王
が
崩
じ
て
い
る
の
で
、
前
掲
の
式
子
内
親
王
の
歌
は
先
行
歌
と
し
て
踏
ま
え
る
こ

と
も
可
能
だ
っ
た
。
「
堰
く
床
」
の
「
枕
」
を
同
じ
く
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
、
「
つ
げ
の
小
枕
」
で
あ
る
こ
と
は
当
然
わ
か
る
と
し
て
単

に
「
枕
」
と
す
る
な
ど
、
重
ね
て
略
せ
る
と
こ
ろ
は
略
し
、
そ
の
分
細
か
く
床
の
べ
を
詠
み
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
式
子
内
親

王
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
は
型
破
り
な
題
詠
歌
で
あ
っ
た
が
、
俊
成
卿
女
に
と
っ
て
そ
れ
は
も
う
学
ぶ
べ
き
歌
で
あ
っ
た
。

 
 

以
上
、
両
者
の
比
較
検
討
に
よ
り
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
古
今
和
歌
集
以
来
の
幽
玄
に
細
や
か
さ
を
加
え
て

中
世
的
な
美
を
作
り
あ
げ
た
と
さ
れ
る
京
極
派
の
歌
人
た
ち
の
作
風
に
つ
な
が
る
特
色
が
指
摘
で
き
た
と
こ
ろ
ま
で
で
一
区
切
り
と
し
て

お
き
た
い
。
式
子
内
親
王
が
亡
く
な
っ
た
の
は
源
頼
家
が
鎌
倉
幕
府
の
二
代
将
軍
に
な
る
前
年
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な
中
世
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的
な
美
の
ス
タ
イ
ル
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

六
、
応
用
―
他
の
教
授
法
の
見
直
し

　

村
上
天
皇
の
後
宮
の
斎
宮
女
御
徽
子
女
王
や
源
氏
物
語
の
冷
泉
院
の
秋
好
中
宮
の
よ
う
に
斎
宮
を
経
て
入
内
し
た
例
は
と
も
か
く
、
元

斎
宮
と
臣
下
の
恋
愛
と
な
る
と
非
常
に
厳
し
い
目
が
注
が
れ
、
ま
た
、
物
語
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
小
倉
百
人
一
首
の
左
京
大
夫
道
雅
が
詠
ん
だ
一
首
（
六
三
）
に
よ
り
知
ら
れ
る
。

 
 
 
 

今
は
た
だ
思
ひ
絶
え
な
む
と
ば
か
り
を
人
づ
て
な
ら
で
言
ふ
よ
し
も
が
な

歌
を
詠
ん
だ
事
情
は
後
拾
遺
和
歌
集
巻
十
三
恋
三
の
歌
（
七
五
〇
）
の
詞
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
 

伊
勢
の
斎

い
つ
き
の
み
や

宮
わ
た
り
よ
り
ま
か
り
の
ぼ
り
て
は
べ
り
け
る
人
に
、
忍
び
て
通
ひ
け
る
こ
と
を
、
お
ほ
や
け
も
聞
こ
し
召
し
て
、
守

り
め
な
ど
つ
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
忍
び
に
も
通
は
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
詠
み
は
べ
り
け
る

こ
の
当
子
内
親
王
の
「
密
奸
」
（
一
代
要
記
）
に
つ
い
て
は
栄
花
物
語
の
巻
十
二
玉
の
む
ら
菊
と
巻
十
三
ゆ
ふ
し
で
の
巻
に
詳
し
い
。
当

然
こ
の
こ
と
で
想
起
さ
れ
た
の
は
「
か
の
在
五
中
将
の
、
「
心
の
闇
に
惑
ひ
に
き
夢
現
と
は
世
人
定
め
よ
」
な
ど
詠
み
た
り
し
」
こ
と
、

す
な
わ
ち
伊
勢
物
語
の
物
語
教
材
、
狩
の
使
い
の
段
の
話
で
あ
る
。
在
原
業
平
が
「
か
き
く
ら
す
」
の
歌
を
詠
ん
だ
事
情
に
つ
い
て
は
、

古
今
和
歌
集
巻
十
三
恋
三
の
歌
（
六
四
五
・
六
）
の
詞
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
 

業
平
の
朝
臣
の
、
伊
勢
国
に
ま
か
り
た
り
け
る
時
、
斎
宮
な
り
け
る
人
に
、
い
と
み
そ
か
に
逢
ひ
て
、
ま
た
の
朝
に
、
人
や
る
す
べ

な
く
て
、
思
ひ
を
り
け
る
あ
ひ
だ
に
、
女
の
も
と
よ
り
お
こ
せ
た
り
け
る

業
平
は
斎
宮
の
も
と
よ
り
「
君
や
来
し
我
や
行
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
現
か
寝
て
か
覚
め
て
か
」
と
い
う
歌
が
届
い
た
の
で
返
歌
し
た
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の
で
あ
っ
た
。

　

栄
花
物
語
に
は
業
平
の
こ
れ
は
「
ま
だ
ま
こ
と
の
斎
宮
に
て
お
は
せ
し
折
の
こ
と
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
子
内
親
王
は
「
前
の
斎
宮

と
聞
こ
え
さ
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
怖
ろ
し
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
」
ず
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
将
の
道
雅
の
側
に
立
っ
た

見
方
を
あ
え
て
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
続
け
て
、
醜
聞
と
な
っ
た
こ
と
を
父
の
三
条
院
は
決
し
て
許
さ
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
道
雅

も
決
し
て
あ
き
ら
め
ず
歌
を
贈
り
続
け
た
の
で
当
子
内
親
王
は
結
局
自
ら
尼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
栄
花
物
語
は
、
そ
の
出
家
は
崩
御
の

後
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
院
が
出
家
に
つ
い
て
「
あ
へ
な
ん
、
め
ざ
ま
し
か
り
つ
る
よ
り
は
」
と
思
っ
た
と
記
し
、
噂
に
な
っ
た
後
に
三

条
院
が
娘
の
将
来
を
心
配
し
て
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

当
然
な
が
ら
式
子
内
親
王
も
こ
の
話
は
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
勿
論
恋
愛
の
醜
聞
に
な
る
こ
と
は
誰
も
み
な
決
し
て
望
ま
な
い

が
、
歌
人
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
歌
人
は
、
当
子
内
親
王
の
話
も
「
あ
は
れ
に
昔
の
物
語
に
似
た
る
御

こ
と
ど
も
な
り
」
と
思
う
よ
う
な
感
性
で
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

新
古
今
和
歌
集
巻
二
春
下
に
は
伊
勢
物
語
の
四
十
五
段
の
「
暮
れ
が
た
き
夏
の
日
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な
く
も
の
ぞ
悲
し

き
」
と
い
う
歌
を
踏
ま
え
て
季
節
を
改
め
た
、

 
 
 
 

花
は
散
り
そ
の
色
と
な
く
な
が
む
れ
ば
む
な
し
き
空
に
春
雨
ぞ
降
る

と
い
う
和
歌
教
材
の
一
首
（
一
四
九
）
が
あ
り
、
巻
三
夏
に
も
伊
勢
物
語
の
三
十
二
段
の
「
い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
繰
り
返
し
昔

を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
と
い
う
歌
を
引
い
た
、

 
 
 
 

返
り
来
ぬ
昔
を
今
と
思
ひ
寝
の
夢
の
枕
に
に
ほ
ふ
橘

と
い
う
和
歌
教
材
の
一
首
（
二
四
〇
）
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
式
子
内
親
王
の
よ
う
な
歌
人
に
と
っ
て
伊
勢
物
語
は
詠
作
上
の
ひ
ら
め

き
を
得
る
良
材
で
あ
っ
た
。
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「
玉
の
緒
よ
」
の
よ
う
な
歌
を
詠
作
す
る
の
に
必
要
な
素
養
は
、こ
の
よ
う
に
物
語
上
の
人
間
、
説
話
的
な
歌
人
の
出
来
事
に
寄
り
添
い
、

古
歌
を
理
解
す
る
こ
と
で
身
に
つ
け
る
。
題
詠
の
場
で
は
そ
れ
を
惜
し
み
な
く
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
 

と
こ
ろ
で
、
後
撰
和
歌
集
巻
十
恋
二
に
、
紀
貫
之
の
次
の
よ
う
な
歌
（
六
四
六
）
が
あ
る
。

 
 
 
 

玉
の
緒
の
た
え
て
短
き
命
も
て
年
月
長
き
恋
も
す
る
か
な

詞
書
に
は
「
年
ひ
さ
し
く
通
は
し
は
べ
り
け
る
人
に
遣
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
長
年
来
交
際
を
続
け
て
き
た
女
性
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

こ
の
貫
之
の
歌
と
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
の
関
係
に
つ
い
て
、
尚
学
図
書
の
『
百
人
一
首
の
手
帖
』
の
解
説
（
谷
知
子
）
は
、
こ
の
「
古

歌
の
影
響
」
を
指
摘
し
、
久
保
田
淳
校
注
の
角
川
文
庫
（
二
〇
〇
七
年
初
版
）
の
脚
注
も
こ
れ
を
「
意
識
し
て
い
る
か
」
と
注
す
る
。

　

前
掲
の
「
逢
ふ
こ
と
や
涙
の
玉
の
緒
な
る
ら
む
」
と
い
う
平
公
誠
の
歌
と
比
べ
る
と
、
貫
之
の
歌
と
は
共
通
の
歌
語
の
数
も
多
い
の
で

確
か
に
公
誠
の
歌
よ
り
も
近
し
い
と
思
わ
れ
る
。
平
公
誠
の
歌
も
「
し
ば
し
絶
ゆ
れ
ば
落
ち
て
乱
る
る
」
と
あ
る
中
の
「
し
ば
し
」
と
い

う
語
に
、
そ
も
そ
も
人
生
は
短
い
と
嘆
く
観
点
に
よ
り
、
逢
う
時
間
を
惜
し
む
気
持
ち
を
込
め
た
と
み
ら
れ
る
が
、
「
短
き
命
」
を
「
玉

の
緒
」
に
喩
え
る
表
現
ま
で
は
借
用
し
て
い
な
い
。

　

勿
論
、
貫
之
の
歌
を
透
か
し
彫
り
に
し
て
歌
題
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
意
を
残
せ
ば
式
子
内
親
王
の
歌
に
な
る
と
い
っ
た
単
純
な
こ
と
で

は
な
い
。
「
本
歌
取
り
」
に
つ
い
て
は
、
貫
之
へ
の
女
の
返
歌
を
本
歌
取
り
し
た
と
で
も
い
う
と
よ
い
か
。
前
記
し
た
と
お
り
光
源
氏
の

歌
も
意
識
下
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 

こ
の
影
響
の
有
無
を
考
え
る
た
め
に
は
改
め
て
題
詠
歌
と
し
て
本
質
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
記
し
た
と
お
り
「
忍
ぶ
る

恋
」
の
歌
に
は
二
種
類
あ
る
。
恋
愛
始
発
期
の
そ
れ
と
「
逢
ひ
て
の
後
の
逢
は
ぬ
」
そ
れ
と
で
あ
る
。
貫
之
の
歌
が
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ

恋
」
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
れ
に
よ
り
作
る
返
歌
は
後
者
の
そ
れ
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
恋
愛
始
発
期
と
い
う
約
束
事

に
合
わ
な
い
。
一
方
、
公
誠
の
歌
も
詞
花
和
歌
集
の
恋
下
の
配
列
で
は
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
範
疇
に
入
る
よ
う
で
あ
る
。
撰
者
は
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助
動
詞
「
ら
む
」
を
原
因
推
量
の
意
と
解
し
、
作
者
は
経
験
に
も
と
づ
い
て
逢
う
こ
と
が
涙
の
玉
を
つ
な
ぎ
と
め
る
緒
だ
か
ら
だ
ろ
う
か

と
詠
ん
だ
と
考
え
て
配
列
し
た
と
み
ら
れ
る
。
但
し
、
配
列
を
離
れ
て
改
め
て
考
え
る
と
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
を
現
在
の
婉
曲
と
す

れ
ば
、
こ
の
歌
は
逢
う
前
の
た
め
ら
い
、
逢
っ
て
涙
す
る
こ
と
へ
の
怖
れ
を
詠
ん
だ
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
助
動
詞
の

「
ら
む
」
に
よ
り
人
生
の
年
輪
に
堪
え
る
よ
う
な
深
さ
を
持
つ
歌
で
あ
っ
た
の
で
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
歌
と
し
て
配
列
可
能
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

 
 

「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
が
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
題
詠
歌
と
し
て
成
立
す
る
に
は
貫
之
の
歌
の
影
響
だ
け
で
は
足
り
ず
、
公
誠
の
歌
を
足
し
て

も
や
は
り
足
り
な
い
。
そ
の
「
玉
の
緒
」
と
い
う
語
は
「
短
き
命
」
か
「
逢
ふ
こ
と
」
か
「
涙
」
か
の
い
ず
れ
か
で
は
な
く
、
命
は
は
か

な
く
涙
は
人
生
に
付
き
物
だ
が
逢
う
こ
と
は
恋
愛
す
る
人
の
命
そ
の
も
の
だ
と
で
も
い
っ
た
恋
愛
観
に
も
と
づ
く
恋
そ
の
も
の
を
表
す
言

葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
恋
愛
に
つ
い
て
た
ち
ま
ち
に
積
分
し
て
表
現
で
き
る
能
力
を
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
を
得
意
と
し
た
歌
人
が
身

に
つ
け
た
個
性
と
し
て
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

七
、
ま
と
め
に
か
え
て
―
定
家
の
こ
と

 
 

金
春
禅
竹
作
と
伝
わ
る
謡
曲
定
家
の
前
半
に
は
、
蔦
葛
の
絡
ま
る
石
塔
の
前
で
、
旅
の
僧
が
所
の
女
よ
り
式
子
内
親
王
と
定
家
と
の
深

い
関
係
を
聞
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
わ
く
、
式
子
内
親
王
が
賀
茂
の
斎
院
を
退
下
し
た
の
ち
定
家
卿
が
忍
び
忍
び
に
通
っ
て
深
い
仲
と
な
っ

た
が
、
亡
く
な
っ
た
の
ち
も
そ
の
互
い
の
執
心
で
、
式
子
内
親
王
の
石
塔
に
定
家
葛
が
絡
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う

（
９
）

。
そ
し
て
、
僧
に
読

経
を
あ
げ
て
も
ら
う
た
め
に
女
は
さ
ら
に
話
し
続
け
る
の
だ
が
、
引
き
歌
を
散
り
ば
め
た
そ
の
詞
章
の
中
に
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
を
引
用

し
て
い
る
。
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［
シ
テ
］
い
ま
は
玉
の
緒
よ
、
絶
え
な
ば
絶
え
ね
長
ら
へ
ば
、
［
地
］
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
る
な
る
、
心
の
秋
の
花
す
す
き
、
穂
に
出
で

初
め
し
契
り
と
て
、
ま
た
離
れ
が
れ
の
中
と
な
り
て
、
［
シ
テ
］
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
し
、
［
地
］
後
の
心
ぞ
果
て
し
も
な
き

「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
に
続
く
「
心
の
秋
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
紀
貫
之
の
「
初
雁
の
鳴
き
こ
そ
渡
れ
世
の
中
の
人
の
心
の
秋
し
憂
け
れ
ば
」

と
い
う
古
今
和
歌
集
巻
十
五
恋
五
の
歌
（
八
〇
四
）
な
ど
に
見
え
る
語
で
、
男
女
の
心
変
わ
り
を
憂
え
る
気
持
ち
に
つ
い
て
い
う
。
秋
の

七
草
の
一
つ
「
花
す
す
き
」
は
、
古
今
和
歌
集
巻
四
秋
上
の
在
原
棟
梁
の
歌
（
二
四
三
）
に
「
秋
の
野
の
草
の
袂
か
花
す
す
き
穂
に
出
で

て
招
く
袖
と
見
ゆ
ら
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
招
く
袖
の
よ
う
な
姿
に
よ
り
女
性
の
隠
喩
に
な
る
語
。
堀
河
百
首
に
は
大
江
匡
房
の
「
花
す

す
き
ほ
に
出
で
て
招
く
こ
ろ
し
も
ぞ
過
ぎ
行
く
秋
は
と
ま
ら
ざ
り
け
る
」
と
い
う
歌
（
六
二
六
）
も
あ
り
、
久
安
百
首
に
も
藤
原
教
長
の

「
穂
に
出
で
て
招
く
と
な
ら
ば
花
す
す
き
過
ぎ
行
く
秋
を
え
や
は
と
ど
め
ぬ
」
と
い
う
歌
（
二
四
九
）
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ほ
に
出
づ
」

に
は
公
然
の
こ
と
と
な
る
意
も
あ
る
の
で
、
恋
愛
が
次
の
段
階
に
進
ん
だ
こ
と
を
表
す
。
と
こ
ろ
が
、
「
ま
た
離
れ
が
れ
」
の
段
階
、
す

な
わ
ち
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
と
な
り
、
さ
ら
に
先
の
段
階
へ
と
詞
章
は
繋
が
っ
て
い
く
。
「
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
し
」
云
々
は
小
倉

百
人
一
首
の
藤
原
敦
忠
の
歌
（
四
三
）
を
引
い
て
い
る
。

 
 
 
 

逢
ひ
見
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り

こ
の
拾
遺
和
歌
集
巻
十
二
恋
二
の
歌
（
七
一
〇
）
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
二
説
あ
っ
て
、
拾
遺
抄
巻
七
の
詞
書
（
二
五
七
）
に
従
う
と
、「
は

じ
め
て
女
の
も
と
に
ま
か
り
て
又
の
朝
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
る
の
で
最
初
の
後
朝
の
歌
で
あ
る
が
、
拾
遺
和
歌
集
で
は
「
題
知
ら
ず
」

で
あ
り
、
謡
曲
は
こ
れ
を
「
見
れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
に
と
る
考
え
に
従
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
定
家
」
の
詞
章
は
、
「
忍
ぶ
る
恋
」
に
始
ま
り
、
逢
っ
て
、
逢
わ
な
く
な
り
、
死
し
て
な
お
執
す
る
、
恋
の
人

生
を
生
き
た
女
の
思
い
を
表
出
し
た
一
首
と
し
て
所
の
女
の
語
り
の
最
初
に
引
用
す
る
。
勿
論
、
恋
の
題
の
順
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
読
経
に
よ
る
救
済
・
滅
罪
悔
悟
を
願
う
場
面
の
詞
章
の
一
部
と
し
て
「
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
と
い
う
歌
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
も
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み
ら
れ
る
。
成
仏
す
べ
き
女
の
魂
と
し
て
表
わ
し
出
す
に
足
る
、
迫
真
の
歌
と
認
め
た
一
首
と
い
え
よ
う
か
。
「
玉
の
緒
よ
」
の
歌
は
「
忍

ぶ
る
恋
」
の
型
破
り
な
題
詠
歌
で
あ
っ
た
の
で
、
謡
曲
の
作
者
も
こ
れ
を
型
破
り
に
利
用
で
き
た
の
で
あ
る
。

 
 

と
こ
ろ
で
、
新
古
今
和
歌
集
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
詠
ん
だ
式
子
内
親
王
の
三
首
は
、
定
家
の
八
代
抄
で
は
異
な
る
巻
に
見
え
、
「
玉
の

緒
よ
」
の
歌
は
巻
十
二
恋
二
（
九
七
七
）
、
「
我
の
み
知
り
て
過
ぐ
る
月
日
を
」
と
い
う
歌
と
正
治
初
度
百
首
の
「
我
が
恋
は
知
る
人
も
な

し
」
と
い
う
歌
は
巻
十
一
恋
一
（
八
六
六
・
七
）
に
あ
る
。
岩
波
書
店
の
岩
波
文
庫
に
樋
口
芳
麻
呂
・
後
藤
重
郎
校
注
の
テ
キ
ス
ト
が
あ

る
の
で
歌
番
号
を
示
し
つ
つ
最
後
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

八
代
抄
の
恋
の
部
の
歌
も
恋
愛
の
段
階
等
に
応
じ
て
歌
を
配
列
し
て
い
る
が
、
巻
十
一
で
は
式
子
内
親
王
の
二
首
の
後
に
小
倉
百
人
一

首
（
三
九
）
の
源
等
の
歌
（
八
六
八
）
が
あ
る
。

 
 
 
 

浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
し
の
ぶ
れ
ど
あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
恋
し
き

後
撰
和
歌
集
巻
九
恋
一
の
歌
（
五
七
七
）
の
詞
書
に
「
人
に
遣
は
し
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
元
来
は
次
の
段
階
の
歌
で
あ
る
が
、
定
家
は

「
忍
ぶ
る
恋
」
の
歌
と
し
た
ら
し
く
、
等
の
歌
の
次
に
藤
原
忠
通
家
の
百
首
歌
で
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
詠
ん
だ
俊
成
の
歌
を
置
い
て
い
る
。

　

一
方
、
巻
十
二
の
「
玉
の
緒
よ
」
の
ほ
う
は
物
に
寄
せ
て
詠
ん
だ
恋
の
歌
を
集
め
た
あ
た
り
に
あ
る
。
前
の
歌
（
九
七
六
）
は
謙
徳
公

藤
原
伊
尹
の
新
古
今
和
歌
集
巻
十
一
恋
一
の
歌
（
一
〇
〇
三
）
で
あ
り
、
次
（
九
七
八
）
は
紀
友
則
の
古
今
和
歌
集
巻
十
三
恋
三
の
歌

（
六
六
七
）
で
あ
る
。

 
 
 
 

唐
衣
袖
に
人
目
は
つ
つ
め
ど
も
こ
ぼ
る
る
も
の
は
涙
な
り
け
り

 
 
 
 

下
に
の
み
恋
ふ
れ
ば
苦
し
玉
の
緒
の
た
え
て
乱
れ
む
人
な
咎
め
そ

こ
の
前
後
の
歌
も
や
は
り
「
忍
ぶ
る
恋
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
友
則
の
二
句
切
れ
の
歌
の
「
玉
の
緒
」
は
人
目
を
避
け
る
た
め
に
涙
の

玉
を
繋
ぎ
と
め
て
い
る
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
思
い
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
定
家
は
式
子
内
親
王
の
歌
の
「
玉
の
緒
」
を
貫
之
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の
歌
の
そ
れ
よ
り
も
友
則
の
歌
の
そ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
解
す
る
こ
と
に
し
た
と
考
え
る
。
一
方
、
定
家
は
貫
之
の
「
玉
の
緒
の
た
え

て
短
き
命
も
て
」
の
歌
も
八
代
抄
の
巻
十
二
に
撰
ん
で
は
い
る
。
貫
之
の
「
玉
の
緒
」
の
歌
（
九
六
五
）
は
岩
に
ぶ
つ
か
る
波
に
つ
れ
な

い
人
へ
の
思
い
を
喩
え
る
歌
の
間
に
挟
ま
っ
て
い
て
、
次
の
歌
（
九
六
六
）
は
小
倉
百
人
一
首
の
源
重
之
の
一
首
（
四
八
）
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 

風
を
い
た
み
岩
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

こ
の
あ
た
り
の
貫
之
と
式
子
内
親
王
の
「
玉
の
緒
」
の
歌
の
配
列
が
離
れ
る
事
情
に
関
し
て
は
、「
忍
ぶ
る
恋
」
を
恋
愛
初
期
の
そ
れ
と
「
見

れ
ど
も
逢
は
ぬ
恋
」
の
そ
れ
と
に
区
別
し
て
後
者
に
入
れ
、
「
玉
の
緒
」
の
意
を
別
に
解
す
る
こ
と
に
決
し
た
た
め
と
考
え
て
お
き
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
本
稿
で
は
中
・
高
・
大
の
接
続
の
観
点
上
、
教
科
書
教
材
に
は
「
和
歌
教
材
」
な
ど
と
そ
の
こ
と
を
明
記
し
た
。
旧
課
程
の
教
科

書
教
材
で
あ
っ
て
も
同
様
に
教
材
と
し
て
示
し
た
が
、
煩
瑣
に
な
る
の
で
ど
の
学
年
の
ど
の
教
科
書
に
載
っ
た
か
等
は
略
し
、
教

材
は
教
科
書
に
載
っ
た
範
囲
に
止
め
た
。
な
お
、
小
倉
百
人
一
首
は
全
て
和
歌
教
材
な
の
で
一
々
記
さ
な
か
っ
た
。

（
２
）
和
歌
は
岩
波
書
店
の
新
・
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
も
の
、
ま
た
、
角
川
書
店
の
新
編
国
歌
大
観
所
収
の
も
の
等
に
よ
り
適

宜
検
討
の
上
表
記
を
改
め
る
な
ど
し
た
。
つ
い
て
は
原
資
料
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
歌
番
号
を
付
け
て
お
い
た
。

（
３
）
式
子
内
親
王
集
に
も
同
文
の
詞
書
が
あ
る
。
定
家
の
八
代
抄
巻
十
二
恋
二
の
歌
（
九
七
七
）
の
詞
書
に
は
「
百
首
の
歌
の
中
に
」

と
あ
る
。
百
人
秀
歌
の
第
九
十
二
首
は
小
倉
百
人
一
首
と
同
じ
く
、
殷
富
門
院
大
輔
の
「
見
せ
ば
や
な
雄
島
の
海
士
の
袖
だ
に
も

濡
れ
に
ぞ
濡
れ
し
色
は
変
は
ら
ず
」
と
い
う
歌
と
前
後
す
る
。
な
お
、
題
の
「
忍
ぶ
る
恋
」
の
原
表
記
は
「
忍
恋
」
で
あ
る
。
教

科
書
等
は
こ
れ
を
「
忍
ぶ
恋
」
ま
た
は
「
忍
ぶ
る
恋
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
歌
の
本
文
に
「
忍
ぶ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
で
、

題
も
上
二
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
「
忍
ぶ
る
恋
」
と
し
た
。
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（
４
）
便
宜
上
桜
楓
社
の
高
橋
和
彦
編
『
無
名
抄
』
（
一
九
七
五
年
初
版
）
を
利
用
し
た
。

（
５
）
作
者
の
式
子
内
親
王
（
一
一
四
九
～
一
二
〇
一
）
は
、
後
白
河
天
皇
の
第
三
皇
女
で
あ
り
、
母
は
高
倉
の
三
位
と
呼
ば
れ
た
、
権

大
納
言
藤
原
季
成
の
娘
成
子
で
あ
る
。
母
を
同
じ
く
す
る
姉
に
殷
富
門
院
亮
子
内
親
王
（
一
一
四
七
～
一
二
一
六
）
、
弟
に
仁
和
寺

の
御
室
と
な
っ
た
歌
人
の
守
覚
法
親
王
（
一
一
五
〇
～
一
二
〇
二
）
、
諸
国
の
源
氏
に
反
平
家
の
挙
兵
を
命
じ
た
こ
と
で
有
名
な
高

倉
の
宮
以
仁
王
（
一
一
五
一
～
八
〇
）
が
い
る
。
式
子
内
親
王
は
、
皇
女
の
役
割
と
し
て
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
十
月
二
十
五

日
に
賀
茂
の
斎
院
に
卜
定
さ
れ
、「
萱
の
斎
院
」
な
ど
と
称
し
た
。
卜
定
は
平
治
の
乱
の
二
ヶ
月
前
、
二
条
天
皇
の
時
代
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
後
、
六
条
天
皇
の
時
代
を
経
、
高
倉
天
皇
の
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
七
月
二
十
六
日
に
疾
病
に
よ
り
退
下
し
た
。

（
６
）
栄
花
物
語
の
当
該
の
場
面
は
物
語
教
材
で
あ
る
。
物
語
教
材
等
も
岩
波
書
店
の
新
・
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
も
の
を
利
用

し
た
。

（
７
）
道
綱
の
母
の
歌
は
小
倉
百
人
一
首
（
五
三
）
、
拾
遺
和
歌
集
巻
十
四
恋
四
（
九
一
二
）
。

（
８
）
小
倉
百
人
一
首
（
四
〇
）
。
拾
遺
和
歌
集
巻
十
一
恋
一
（
六
二
二
）
。
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
で
壬
生
忠
見
の
「
恋
す
て
ふ
我
が
名
は

ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
か
」
と
い
う
歌
と
勝
敗
を
競
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。

（
９
）
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
別
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
）
の
明
月
記
で
治
承
五
年
一
月
三
日
の
初
見
参
よ
り
内
親
王
が
崩
じ
た

正
治
三
年
一
月
ま
で
の
式
子
内
親
王
の
移
徙
、
定
家
の
訪
問
の
記
録
を
確
認
で
き
る
。
記
事
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
近
藤
潤
一
「
式

子
内
親
王
―
「
忍
ぶ
る
こ
と
」
と
歌
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
二
六
巻
五
号
、
一
九
八
一
年
四
月
）
等
参
照
。




