
『
古
今
集
』
離
別
の
部
の
構
造

平
・
沢
　
竜
　
介

　
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
、
離
別
の
部
の
歌
、
す
な
わ
ち
国
歌
大
観
番
号
脳
か
ら

姫
ま
で
の
歌
で
あ
る
。
松
田
武
夫
は
、
こ
の
離
別
の
部
を
第
一
歌
群
か
ら
第
九
歌
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

ま
で
の
九
つ
の
歌
群
に
分
け
て
考
え
る
。
本
稿
も
松
田
の
分
類
に
従
っ
て
、
離
別
の

部
に
収
め
ら
れ
た
歌
を
第
一
歌
群
か
ら
第
九
歌
群
に
分
け
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
一
歌
群
は
、
次
の
四
首
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
行
平
朝
臣

　
　
皿
立

ち
別
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
お
ふ
る
松
と
し
聞
か
ば
い
ま
帰
り
来
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人
し
ら
ず

　
　
鰯
す
が
る
鳴
く
秋
の
萩
原
朝
た
ち
て
旅
ゆ
く
人
を
い
つ
と
か
待
た
む

　
　
細
限

り
な
き
雲
居
の
よ
そ
に
別
る
と
も
人
を
心
に
お
く
ら
さ
む
や
は

　
　
　
　
　
小
野
千
古
が
陸
奥
介
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
母
の
よ
め
る

　
　
細
た

ら
ち
ね
の
親
の
ま
も
り
と
あ
ひ
そ
ふ
る
心
ば
か
り
は
せ
き
な
と
ど
め
そ

こ
の
歌
群
は
、
前
半
二
首
と
後
半
二
首
が
そ
れ
ぞ
れ
対
を
な
し
て
い
る
。
前
半
二
首

の

一
首
目
鰯
は
旅
立
つ
人
が
別
れ
に
際
し
て
詠
じ
た
歌
で
、
都
に
残
る
人
が
待
っ
て

い

る
と
聞
い
た
ら
す
ぐ
に
で
も
帰
っ
て
こ
よ
う
と
詠
ず
る
の
に
対
し
、
二
首
目
鰯
は

旅
立
つ
人
を
見
送
る
人
物
が
詠
じ
た
歌
で
、
「
い
つ
と
か
待
た
む
」
と
い
う
表
現
が
、

鰯
の

「待
つ
と
し
聞
か
ば
い
ま
帰
り
来
む
」
に
対
応
す
る
。
後
半
二
首
の
一
首
目
細

は

旅
立
つ
人
が
遠
く
別
れ
て
も
「
人
を
心
に
お
く
ら
さ
む
や
は
」
と
表
現
す
る
の
に

対

し
、
二
首
目
細
は
旅
立
つ
人
を
見
送
る
立
場
の
者
が
「
心
ば
か
り
は
せ
き
な
と
ど

め

そ
」
と
訴
え
る
点
で
対
応
す
る
。

　
こ
の
歌
群
の
一
首
目
顕
の
作
者
、
在
原
行
平
は
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
生
ま
れ
、

寛
平
五
年

（八
九

三
）
に
没
し
て
お
り
、
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
と
す
る
の
が
適
切
で

あ
ろ
う
。
鰯
も
『
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
正
月
十
五
日
条
に
「
従

四
位
下
在
原
朝
臣
行
平
為
因
幡
守
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の

時
詠
じ
ら
れ
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
行
平
の
歌
が
離
別
の
部
の
巻
頭
に
配
置
さ
れ
た

の

は
、
行
平
が
漢
詩
、
和
歌
と
も
に
優
れ
た
人
物
で
あ
り
、
「
立
ち
別
れ
」
の
歌
が

別
れ

て

も
す
ぐ
に
で
も
帰
っ
て
き
た
い
と
、
離
別
に
際
し
て
の
最
も
本
質
的
な
気
持

ち
を
表
現
し
、
離
別
の
部
の
冒
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
風
格
を
備
え
て
い
た
こ
と

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
蹴
、
卸
の
読
人
し
ら
ず
歌
を
離
別
の
部
立
の
最
初
の

部
分
に
配
そ
う
と
し
た
場
合
、
部
と
対
を
な
す
詠
歌
時
期
の
比
較
的
早
い
歌
で
あ
る

と
い
う
点
も
考
慮
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
二
首
目
、
三
首
目
蹴
、
諭
の
作
者
、
詠

歌
状
況

は
不
明
と
す
る
他
な
い
が
、
鰯
は
恐
ら
く
妻
が
旅
立
つ
夫
に
対
し
て
詠
み
か

け
た
歌
、
蜥
は
旅
立
つ
夫
が
妻
に
詠
み
か
け
た
歌
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
二
首
は
共
通
し
た
言
葉
を
使
用
し
て
お
ら
ず
、
贈
答
歌
と
は
考
え
が
た
い
が
、

二
首
の
内
容
は
旅
立
つ
人
を
見
送
る
女
性
と
そ
れ
に
対
す
る
男
の
歌
と
い
っ
た
趣
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

示
し
、
贈
答
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
。
四
首
目
蹴
の
作
者
、
小
野
千
古
の
母
は
伝
未

詳
で
あ
る
が
、
息
子
千
古
が
さ
ほ
ど
高
い
身
分
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
名
前
を
記

さ
れ
て
お
り
、
か
つ
地
方
官
と
し
て
赴
任
す
る
ほ
ど
の
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
千
古
は
撰
者
時
代
の
人
物
で
、
そ
の
母
は
六
歌
仙
時
代
の
人
物
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
れ
も
鰯
同
様
、
制
の
読
人
し
ら
ず
歌
と
対
を
な
す
と
い
う
こ
と
、
お

よ
び
詠
歌
時
期
の
比
較
的
早
い
六
歌
仙
時
代
の
人
物
の
歌
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
位

置
に
配
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鰯
か
ら
蹴
ま
で
の
第
一
歌
群
は
、
読
人
し
ら
ず
歌

二
首
を
歌
群
の
中
央
に
置
き
、
そ
れ
に
対
応
す
る
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
歌
を
そ
の

前
後
に
配
し
た
歌
群
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
な
お
、
こ
の
歌
群
は
、
旅
立
っ
て
行
く
人
の
歌
と
そ
れ
を
見
送
る
人
の
歌
が
交
互

に

配

さ
れ
る
と
同
時
に
、
男
か
ら
女
、
女
か
ら
男
、
男
か
ら
女
、
女
（
母
）
か
ら
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
　

（息
子
）
へ
と
贈
ら
れ
た
歌
と
い
う
順
に
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　
第
二
歌
群
は
、
次
の
六
首
で
あ
る
。

　
　
　
　

貞
辰
親
王
の
家
に
て
、
藤
原
清
生
が
近
江
介
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
う

　
　
　
　
　
ま
の
は
な
む
け
し
け
る
夜
、
よ
め
る
　
　
　
紀
利
貞

　
　
㈱
今
日
別
れ
明
日
は
あ
ふ
み
と
思
へ
ど
も
夜
や
ふ
け
ぬ
ら
む
袖
の
露
け
き

　
　
　
　

越
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
㎜
か
へ
る
山
あ
り
と
は
聞
け
ど
春
霞
立
ち
別
れ
な
ば
恋
し
か
る
べ
し

　
　
　
　

人
の

う
ま
の
は
な
む
け
に
て
よ
め
る
　
　
　
紀
貫
之

　
　
㎝
惜
し
む
か
ら
恋
し
き
も
の
を
白
雲
の
立
ち
な
む
の
ち
は
何
心
地
せ
む

　
　
　
　
友
だ
ち
の
、
人
の
国
へ
ま
か
り
け
る
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
滋
春

　
　
出
別
れ
て
は
ほ
ど
を
へ
だ
つ
と
思
へ
ば
や
か
つ
見
な
が
ら
に
か
ね
て
恋
し
き
東
の

　
　
　
　
　
方
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
香
子
淳
行

　
　
脇
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
に
見
え
ぬ
心
を
君
に
た
ぐ
へ
て
そ
や
る

　
　
　
　
　
逢
坂
に
て
人
を
別
れ
け
る
時
よ
め
る
　
　
・
難
波
万
雄

　
　
胴
逢
坂
の
関
し
ま
さ
し
き
も
の
な
ら
ば
飽
か
ず
別
る
る
君
を
と
ど
め
よ

松

田
武
夫
は
、
こ
れ
ら
六
首
を
第
一
歌
群
の
四
首
と
比
較
し
た
場
合
、
「
男
性
と
女

性
双
方
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
た
第
一
歌
群
に
対
し
、
こ
の
歌
群
で
は
、
す
べ
て
男
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

か

ら
男
性
へ
と
詠
ま
れ
た
点
に
、
差
異
が
見
出
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
と

と
も
に
こ
の
六
首
は
、
全
て
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
第
一
歌
群
と

異
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
歌
群
の
一
首
目
佃
の
詞
書
に
見
え
る
貞
辰
親
王
は
、
賀
の
部
細
番
歌
の
詞
書

に
も

　
　
　
　
　
貞
辰
親
王
の
を
ば
の
四
十
の
賀
を
大
堰
に
て
し
け
る
日
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
惟
岳

　
　
鋤
亀
の
尾
の
山
の
岩
根
を
と
め
て
落
つ
る
滝
の
白
玉
千
代
の
か
ず
か
も

と
登
場
す
る
人
物
で
、
清
和
天
皇
皇
子
、
母
は
藤
原
基
経
の
女
佳
珠
子
、
貞
観
十
六

年
（
八
七
四
）
誕
生
、
同
十
七
年
親
王
と
な
り
、
延
長
七
年
（
九
二
九
）
に
五
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

歳
で
莞
じ
た
と
さ
れ
る
。
藤
原
清
生
が
近
江
介
に
な
っ
た
時
期
は
不
明
。
こ
の
一
首

目
と
二
首
目
、
㈱
、
測
の
作
者
、
紀
利
貞
は
、
生
年
未
詳
。
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）

小
内
記
、
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
大
内
記
、
従
五
位
下
、
同
四
年
弾
正
少
弼
、
同
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

年
阿
波
介
、
同
年
没
、
と
い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
、
六
歌
仙
時
代
の
人
物
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
離
別
の
部
の
冒
頭
鰯
か
ら
部
の
四
首
は
、
六
歌
仙
時
代
の
歌
、
読

人

し
ら
ず
時
代
の
歌
二
首
、
六
歌
仙
時
代
の
歌
と
い
う
順
で
配
列
が
な
さ
れ
て
い
た

が
、
㎜
、
㎜
は
蹴
の
千
古
の
母
の
歌
を
承
け
て
、
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
歌
を
並
べ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
二
首
は
、
「
あ
ふ
み
」
「
か
へ
る
山
」
と
い
う
地
名
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『古今集』離別の部の構造

が
、
掛
詞
に
よ
っ
て
「
逢
う
身
」
「
帰
る
」
と
い
う
言
葉
を
連
想
さ
せ
る
点
で
も
共

通
す
る
。

　
続
く
㎝
、
路
は
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
で
あ
る
。
㎝
、
㎜
は
㎝
と
と
も
に
「
恋
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　

と
い
う
語
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
、
㎝
に
連
続
し
て
配
列
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㎝
、
㎜
の
配
列
順
は
、
細
の
「
春
霞
立
ち
別
れ
な
ば
」
と
い
う
表
現
と
㎝
の
「
白
雲

の

立
ち
な
む
の
ち
は
」
と
い
う
表
現
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訊
が
批
の
先
に

配

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
祖
の
「
惜
し
む
か
ら
恋
し
き
も
の

を
」
と
い
う
表
現
と
㎜
の
「
か
つ
見
な
が
ら
に
か
ね
て
恋
し
き
」
と
い
う
表
現
の
類

似
も
注
目
さ
れ
る
。

　
訊
の
作
者
「
伊
香
子
淳
行
」
と
銅
の
作
者
「
難
波
万
雄
」
は
、
と
も
に
正
確
な
伝

記

は
不
明
で
あ
る
が
、
『
平
安
時
代
史
事
典
』
に
よ
る
と
、
伊
香
子
淳
行
は
「
生
没

年
未
詳
。
平
安
前
期
の
官
人
。
近
江
国
伊
香
郡
伊
香
郷
を
本
貫
と
す
る
連
姓
氏
族
の

後
商
。
宿
禰
姓
か
。
厚
行
に
も
つ
く
る
。
左
衛
門
尉
厚
代
男
。
子
に
厚
雄
・
厚
方
・

行
包
ら
が
い
た
。
ま
た
、
第
十
七
代
天
台
座
主
喜
慶
の
祖
父
と
す
る
説
も
あ
る
。
雅

楽
頭
、
神
祇
大
副
等
を
歴
任
。
伊
香
郡
に
は
伊
香
氏
の
奉
斎
す
る
式
内
名
神
大
社
伊

香
具
神
社
が
あ
り
、
当
社
は
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
神
幸
の
祭
礼
が
菅
原
道
真
の
奏

進
に

よ
り
始
め
ら
れ
、
そ
の
行
事
に
あ
た
っ
た
の
が
淳
行
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
を
有

す
る
」
と
あ
り
、
難
波
万
雄
も
藤
原
万
緒
の
項
目
で
「
生
没
年
未
詳
。
藤
原
豊
成
の

五
世
孫
。
参
議
保
則
男
。
万
男
、
万
雄
と
も
記
す
。
『
古
今
』
に
一
首
入
首
（
三
七

四
）
。
従
五
位
下
右
中
弁
に
至
る
。
豊
成
が
難
波
大
臣
と
号
し
た
こ
と
に
よ
り
、
難

波
万
緒

と
も
呼
ば
れ
た
」
と
あ
り
、
と
も
に
撰
者
時
代
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

定

さ
れ
る
。
こ
の
二
首
の
配
列
は
、
鵬
が
顕
と
「
思
へ
」
と
い
う
表
現
を
共
有
す
る

　
　
　
ハ
ロ
　

こ
と
か
ら
、
鍋
が
胴
の
前
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
謂
の
「
心
を
君
に
た

ぐ
へ
て
そ
や
る
」
と
い
う
表
現
は
、
第
一
歌
群
の
終
わ
り
か
ら
二
首
目
鮒
の
「
人
を

心
に

お

く
ら
さ
む
や
は
」
と
い
う
表
現
と
対
応
し
、
銀
の
関
所
が
別
れ
て
行
く
人
を

留
め
て
く
れ
と
い
う
内
容
は
、
第
一
歌
群
最
後
の
歌
細
の
わ
が
子
に
添
え
て
や
る
心

だ
け
は
関
所
で
留
め
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
歌
の
内
容
と
対
応
す
る
こ
と
も
注
目
さ

れ

る
。
さ
ら
に
、
翅
の
「
逢
坂
」
と
い
う
地
名
か
ら
「
逢
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
連
想

す
る
発
想
は
、
第
二
歌
群
の
一
首
目
佃
、
二
首
目
㎝
の
「
あ
ふ
み
」
か
ら
「
逢
ふ
身
」
、

「
か

へ
る
山
」
か
ら
「
帰
る
」
を
連
想
す
る
発
想
と
対
応
す
る
点
も
留
意
さ
れ
る
。

　
第
三
歌
群
は
以
下
の
歌
で
構
成
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
舗
唐
衣

た
つ
日
は
き
か
じ
朝
露
の
置
き
て
し
ゆ
け
ば
消
ぬ
べ
き
も
の
を

　
　
　
　
　
こ
の
歌
は
、
あ
る
人
司
を
賜
り
て
、
新
し
き
妻
に
つ
き
て
、
年
経
て
住

　
　
　
　
　
み
け
る
人
を
捨
て
て
、
た
だ
、
「
明
日
な
む
立
つ
」
と
ば
か
り
言
へ
り

　
　
　
　
　
け
る
時
に
、
と
も
か
う
も
言
は
で
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
常
陸
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
藤
原
公
利
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寵

　
　
錨
あ
さ
な
け
に
見
べ
き
君
と
し
頼
ま
ね
ば
思
ひ
た
ち
ぬ
る
草
枕
な
り
．

　
　
　
　
紀
の
む
ね
さ
だ
が
東
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
人
の
家
に
宿
り
て
、
暁
い
で

　
　
　
　

た
つ
と
て
、
ま
か
り
申
し
し
け
れ
ば
、
女
の
よ
み
て
い
だ
せ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人
し
ら
ず

　
　
油
え

そ
知
ら
ぬ
い
ま
心
見
よ
命
あ
ら
ば
我
や
忘
る
る
人
や
訪
は
ぬ
と

こ
れ
ら
三
首
の
作
者
は
い
ず
れ
も
女
性
で
、
か
つ
妻
や
愛
人
だ
っ
た
女
性
が
相
手
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

男
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
点
で
共
通
す
る
が
、
こ
れ
は
第
二
歌
群
の
歌
が
い
ず
れ
も
男

性
の
作
で
、
か
つ
旅
立
つ
男
性
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
の
と
、
明
ら
か
に
性
格
を
異
に

す
る
。

　
こ
の
三
首
は
、
踊
、
㎝
が
旅
立
つ
男
に
都
に
残
る
女
が
贈
っ
た
歌
で
あ
る
の
に
対

し
、
柵
は
旅
立
つ
女
が
都
に
残
る
男
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
か
ら
、
独
自
な
詠
歌

状
況
を
持
つ
鍋
を
中
心
に
そ
の
前
後
に
相
似
た
詠
歌
状
況
を
持
つ
二
首
を
配
し
た
左

3



右
対
称
の
構
成
を
持
つ
歌
群
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
細
の
歌
に
「
き
み
と
し
」

「
ひ

た

ち
」
と
い
う
人
名
や
地
名
が
、
物
名
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
考

慮

さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
物
名
を
用
い
た
錨
は
、
第
二
歌
群
の
一
、

二
首
目
、
謝
、
㎜
お
よ
び
第
二
歌
群
の
最
終
歌
鍬
の
地
名
に
掛
詞
を
用
い
て
い
る
歌

と
対
応
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
一
首
目
踊
は
、
折
が
歌
の
詠
み
手
は
不
明
だ
が
、
歌
を
贈
ら
れ
た
人
物
か
ら
、
撰

者
時
代
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
に
対
し
、
踊
は
読
人
し
ら
ず
時
代
の
歌
で

あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
歌
群
の
最
初
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
首
目
部
の
詞
書
に

見
え
る
藤
原
公
利
は
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
父
は
中
納
言
山
陰
、
母
は
筑
前

守
有
孝
女
で
、
従
四
位
下
但
馬
権
守
と
注
さ
れ
、
父
や
子
の
生
没
年
や
そ
の
他
の
記

録
か

ら
、
九
世
紀
半
ば
以
降
に
生
ま
れ
、
延
喜
二
年
六
位
蔵
人
、
同
五
年
備
中
介
、

同
十
二
年
備
前
権
介
、
延
長
六
年
頃
山
城
守
を
歴
任
、
承
平
五
年
ま
で
生
存
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
山
下
道
代
は
、
寵
は
従
五
位
上
と
い
う
身
分
を
持
ち
、
宮

廷
女
官
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
利
と
寵
の
関
係
は
公
利
が
六
位
蔵
人
で
殿
上
に
奉

仕
し
て
い
た
時
期
に
生
じ
た
も
の
で
、
粥
は
公
利
の
蔵
人
時
代
に
詠
ま
れ
た
も
の
と

　
　
　
　
ロ
　

推
定
す
る
。
三
首
目
m
の
詞
書
に
見
え
る
「
紀
の
む
ね
さ
だ
」
に
該
当
し
そ
う
な
人

物
は
、
『
尊
卑
分
脈
』
『
群
書
類
従
』
『
続
群
書
類
従
』
に
収
め
ら
れ
る
「
紀
氏
系
図
」

に

よ
れ
ば
、
紀
長
谷
雄
の
孫
の
「
宗
定
」
と
貫
之
の
兄
弟
の
「
宗
定
」
の
二
人
が
い

る
。
山
下
道
代
は
、
延
喜
五
年
に
お
け
る
両
者
の
年
齢
の
推
定
よ
り
、
折
の
詞
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

見
え
る
「
紀
の
む
ね
さ
だ
」
は
貫
之
の
兄
弟
の
「
宗
定
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

穏
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
各
種
「
紀
氏
系
図
」
は
全
て
貫
之
の
兄
弟
の
「
宗

定
」
に
伯
書
守
と
注
記
す
る
。

　
　
　
　
　
あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
人
の
、
東
の
方
へ
ま
か
り
け
る
を
送
る
と
て
よ

　
　
　

　
　
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ぶ

　
　
細
雲
居
に

も
か
よ
ふ
心
の
お
く
れ
ね
ば
別
る
と
人
に
見
ゆ
ば
か
り
な
り

　
　
　
　
　
友
の
東
へ
ま
か
り
け
る
時
に
よ
め
る
　
　
　
良
苓
秀
崇

　
　
細
白
雲
の
こ
な
た
か
な
た
に
立
ち
別
れ
心
を
幣
と
く
だ
く
旅
か
な

　
　
　
　
　
陸
奥
国
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
珊
白
雲
の
八
重
に
か
さ
な
る
を
ち
に
て
も
思
は
む
人
に
心
へ
だ
つ
な

　
　
　
　
　
人
を
別
れ
け
る
時
に
よ
み
け
る

　
　
捌
別
れ

て
ふ

こ
と
は
色
に
も
あ
ら
な
く
に
心
に
し
み
て
わ
び
し
か
る
ら
む

　
　
　
　
　
あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
越
国
に
ま
か
り
て
、
年
経
て
京
に
ま
う
で
き
て
、

　
　
　
　
　
又
帰

り
け
る
時
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
凡
河
内
躬
恒

　
　
把
か

へ
る
山
な
に
ぞ
は
あ
り
て
あ
る
か
ひ
も
来
て
も
と
ま
ら
ぬ
名
に
こ
そ
あ
り

　
　
　
け
れ

　
　
　
　
　
越
国
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
部
よ
そ
に
の
み
恋
ひ
や
わ
た
ら
む
白
山
の
雪
見
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
わ
が
身
は

　
　
　
　
　
音
羽
の
山
の
ほ
と
り
に
て
人
を
別
る
と
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
皿
音
羽
山
木
高
く
鳴
き
て
郭
公
君
が
別
れ
を
惜
し
む
べ
ら
な
り

第
四
歌
群

は
、
右
に
あ
げ
た
珊
か
ら
脇
の
七
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
旅
立
つ
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

性
に
都
に
残
る
男
性
が
贈
っ
た
歌
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
と
す
る
と
こ
の
歌
群
は
、

先
の
佃
か
ら
翅
の
第
二
歌
群
と
類
似
す
る
。
た
だ
し
佃
か
ら
翅
の
第
二
歌
群
で
は
、

珊
、
㎝
が
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
歌
で
、
㈱
で
は
歌
を
贈
っ
た
人
物
ば
か
り
で
な
く
、

歌

を
贈
ら
れ
た
人
物
の
名
前
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
歌
群
に
収

め
ら
れ
た
歌
は
、
全
て
歌
を
贈
ら
れ
た
人
物
の
名
は
不
明
だ
が
、
歌
を
贈
っ
た
人
物

の

名
前
は
明
ら
か
で
、
い
ず
れ
も
撰
者
時
代
の
歌
人
で
あ
る
。

　
こ
の
七
首
の
う
ち
、
珊
か
ら
細
は
三
首
全
て
が
「
心
」
と
い
う
語
を
含
み
、
か
つ

「
雲
居
」
「
白
雲
」
「
白
雲
」
と
相
似
た
表
現
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
ま

4
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と
ま
り
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
出
か
ら
捌
は
「
か
へ

る
山
」
「
白
山
」
「
音
羽
山
」
と
い
ず
れ
も
山
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

も
一
ま
と
ま
り
の
歌
群
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
る
と
、
細
か
ら
皿
の
第
四

歌
群
は
、
皿
を
中
心
に
そ
の
前
に
「
心
」
「
雲
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
、

そ
の
後
に
山
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
群
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る

と
理
解
さ
れ
る
。

　
細
、
細
は
い
ず
れ
も
「
東
」
の
方
に
旅
立
つ
人
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
詞
書
を
有
し

て
お

り
、
直
前
の
折
の
「
紀
の
む
ね
さ
だ
が
東
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
人
の
家
に
宿

り
て
、
暁
い
で
た
つ
と
て
、
ま
か
り
申
し
し
け
れ
ば
、
女
の
よ
み
て
い
だ
せ
り
け
る
」

と
い
う
詞
書
と
、
’
東
の
方
に
旅
立
つ
人
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
点
で
共
通
す
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
位
置
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
細
、
纏
の
配
列
順
は
、
珊
が
捌

と
「
白
雲
」
と
い
う
語
を
共
有
し
「
こ
な
た
か
な
た
」
と
「
を
ち
」
と
い
う
類
似
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ね

た

表
現
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鵬
が
細
の
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
因
み
に
、
細
の
作
者
良
苓
秀
崇
は
生
没
年
未
詳
、
「
古
今
和
歌
集
目
録
」

に

よ
る
と
、
元
慶
三
年
（
八
九
六
）
文
章
生
に
補
さ
れ
、
同
七
年
但
馬
橡
、
同
八
年

治
部
少
丞
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
兵
部
少
丞
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
兵
部
大
丞
、

同
八
年
従
五
位
下
、
伯
書
守
、
と
い
う
経
歴
を
持
つ
。
鍋
か
ら
捌
ま
で
の
配
列
は
、

捌
が
郭
公
を
、
続
く
鍋
が
き
り
ぎ
り
す
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
れ
を
惜
し
ん
で
鳴
い
て
い

る
よ
う
だ
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
捌
が
鰯
の
直
前
、
す
な
わ
ち
、
三
首
の
歌

の

一
番
最
後
に
配
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
と
渦
は
同
一
作
者
が
同
一
人
物
に
宛

て

て
詠
ん
だ
歌
の
可
能
性
が
高
い
が
、
翻
が
別
れ
に
際
し
て
の
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、

鍋
は
別
れ
た
後
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
で
、
皿
、
鍋
の
順
に
配
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
続
く
第
五
歌
群
は
、
次
の
よ
う
な
歌
で
構
成
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
藤
原
後
蔭
が
唐
物
の
使
ひ
に
、
長
月
の
晦
日
が
た
に
ま
か
り
け
る
に
、

　
　
　
　
　
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
酒
た
う
び
け
る
つ
い
で
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
兼
茂

　
　
鰯
も
ろ
と
も
に
鳴
き
て
と
ど
め
よ
き
り
ぎ
り
す
秋
の
別
れ
は
惜
し
く
や
は
あ
ら

　
　
　
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
元
規

　
　
鰯
秋
霧
の
と
も
に
立
ち
い
で
て
別
れ
な
ば
は
れ
ぬ
思
ひ
に
恋
ひ
や
わ
た
ら
む

　
　
　
　
　
源
実
が
筑
紫
へ
湯
浴
み
む
と
て
ま
か
り
け
る
時
、
山
崎
に
て
別
れ
惜
し

　
　
　
　
　
み

け
る
所
に
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
め

　
　
細
命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
ら
ば
な
に
か
別
れ
の
悲
し
か
ら
ま
し

　
　
　
　
　
山
崎
よ
り
神
奈
備
の
森
ま
で
、
送
り
に
人
々
ま
か
り
て
、
帰
り
が
て
に

　
　
　
　
　
し
て
別
れ
惜
し
み
け
る
に
よ
め
る
　
　
　
　
源
実

　
　
珊
人
や

り
の
道
な
ら
な
く
に
お
ほ
か
た
は
い
き
憂
し
と
い
ひ
て
い
ざ
帰
り
な
む

　
　
　
　
　
「
今
は
こ
れ
よ
り
帰
り
ね
」
と
実
が
言
ひ
け
る
折
に
よ
み
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
兼
茂

　
　
珊
し
た
は
れ
て
来
に
し
心
の
身
に
し
あ
れ
ば
帰
る
さ
ま
に
は
道
も
知
ら
れ
ず

　
　
　
　
　
藤
原
の
こ
れ
を
か
が
武
蔵
介
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
送
り
に
逢
坂
を
越

　
　
　
　
　

ゆ
と
て
よ
み
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
蹴
か

つ
越

え
て
別
れ
も
ゆ
く
か
逢
坂
は
人
だ
の
め
な
る
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ

　
　
　
　
　
大
江
千
古
が
越
へ
ま
か
り
け
る
う
ま
の
は
な
む
け
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
兼
輔
朝
臣

　
　
蹴
君
が

ゆ
く
越
の
白
山
知
ら
ね
ど
も
雪
の
ま
に
ま
に
あ
と
は
尋
ね
む

こ
の
歌
群
は
、
旅
立
つ
人
物
も
、
見
送
る
人
物
も
、
と
も
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る

点
で
、
見
送
る
人
物
の
名
前
だ
け
が
明
記
さ
れ
て
い
た
、
先
の
胴
か
ら
淑
の
第
四
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
と
は
異
な
る
性
格
を
示
す
。
第
五
歌
群
の
最
初
の
二
首
部
、
鰯
は
、
詞
書
に
も
あ

る
よ
う
に
、
藤
原
後
蔭
が
唐
物
使
で
太
宰
府
に
旅
立
つ
際
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
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こ
の
二
首
が
こ
の
歌
群
の
最
初
に
配
さ
れ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
直
前
の
歌

群
の
最
後
の
歌
が
、

　
　
　
　
　
音
羽
の
山
の
ほ
と
り
に
て
人
を
別
る
と
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
捌
音
羽
山
木
高
く
鳴
き
て
郭
公
君
が
別
れ
を
惜
し
む
べ
ら
な
り

と
い
う
よ
う
に
、
別
れ
の
悲
し
み
を
郭
公
の
鳴
き
声
に
託
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の

に

対
し
、
鰯
の
藤
原
兼
茂
の
歌
が
別
れ
の
悲
し
み
を
き
り
ぎ
り
す
の
鳴
き
声
に
託
し

て
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
鰯
が
皿
の
後
、
す
な
わ
ち
こ
の
歌
群
の
冒
頭
に
置
か

れ

る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
鰯
と
同
じ
時
に
詠
出
さ
れ
た
細
が
、
こ
の
歌
群
の
二

首
目
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
皿
か

ら
珊
の
歌
も
源
実
が
筑
紫
へ
湯
浴
み
に
行
く
際
に
詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
こ
と

で
一
ま
と
ま
り
を
な
す
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
渦
、
°
蹴
の
歌
が
西
国
へ
の
旅
で
あ
る
こ

と
を
承
け
て
、
同
じ
西
国
で
あ
る
筑
紫
へ
の
旅
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
を
続
け
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
歌
群
七
首
全
体
を
見
渡
し
た
時
、
油
か

ら
珊
は
七
首
の
中
央
を
占
め
、
か
つ
細
か
ら
謝
の
三
首
は
、
こ
れ
か
ら
旅
に
出
る
源

実
の
歌
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
に
実
を
見
送
る
人
々
の
詠
歌
を
配
す
る
と
い
う
構
成

ど
な
っ
て
お
り
、
か
つ
謝
か
ら
珊
の
歌
群
の
前
後
に
あ
る
二
組
の
二
首
の
歌
群
は
、

そ
れ
ぞ
れ
旅
立
つ
男
性
に
見
送
る
男
性
が
贈
っ
た
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る

と
、
こ
の
七
首
の
配
列
は
、
珊
の
源
実
と
い
う
旅
立
つ
人
物
の
歌
を
中
心
に
、
そ
の

前
後
に
旅
立
つ
人
を
見
送
る
人
々
の
歌
を
配
し
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
蹴
の
す
ぐ
外
側
の
部
、
珊
は
中
心
と
な
る
歌
の
詠
み
手
、
実
を
見
送
る
歌

と
い
う
点
で
対
応
す
る
。
ま
た
そ
の
外
側
の
鰯
、
鰯
の
二
首
と
㎜
、
皿
の
二
首
は
、

歌
の
内
容
と
い
う
点
で
は
対
応
関
係
を
見
出
し
が
た
い
が
、
い
ず
れ
も
都
を
後
に
す

る
男
性
に
、
都
に
残
る
男
性
が
贈
っ
た
歌
で
、
か
つ
見
送
る
人
物
も
見
送
ら
れ
る
人

物
も
名
前
が
判
明
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
第
四
歌
群
七

首

は
、
珊
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
成
が
取
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
拙
、
鰯
の

後
に
謝
か
ら
珊
の
三
首
が
配
列
さ
れ
る
の
は
、
歌
群
の
構
成
上
必
然
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
脚
は
山
崎
で
詠
ま
れ
た
歌
、
細
は
山
崎
か
ら
神
奈
備
の
森
ま
で
実
と

そ
れ
を
見
送
る
人
々
が
行
っ
た
時
点
で
詠
ま
れ
た
歌
、
珊
も
蹴
と
同
じ
時
点
で
詠
ま

れ
た
歌
で
あ
ろ
う
が
、
実
が
送
っ
て
来
た
人
々
に
別
れ
を
告
げ
た
時
の
歌
と
い
う
こ

と
で
、
棚
の
後
の
詠
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
、
顕
か
ら
㈱
は
、
時
間
の
推
移
に
従
っ
て

配
列
が

な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
第
五
歌
群
の
最
後
の
二
首
鋤
と
捌
は
、
こ
の
第
五
歌
群
の
直
後
の
第
六
歌
群

が
、　

　
　
　
　
人
の
花
山
に
ま
う
で
き
て
、
夕
さ
り
つ
か
た
、
帰
り
な
む
と
し
け
る
時

　
　
　
　
　
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
蹴
夕
ぐ
れ
の
籠
は
山
と
見
え
な
な
む
夜
は
越
え
じ
と
宿
り
と
る
べ
く

　
　
　
　
　
山
に
の
ぼ
り
て
、
帰
り
ま
う
で
き
て
、
人
々
別
れ
け
る
つ
い
で
に
よ
め

　
　
　
　

　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
仙
法
師

　
　
鵠
別
れ
を
ば
山
の
桜
に
ま
か
せ
て
む
と
め
む
と
め
じ
は
花
の
ま
に
ま
に

　
　
　
　
　
雲
林
院
の
親
王
の
舎
利
会
に
山
に
の
ぼ
り
て
帰
り
け
る
に
、
桜
の
花
の

　
　
　
　
　
も
と
に
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
皿
山
風
に
桜
吹
き
ま
き
乱
れ
な
む
花
の
ま
ぎ
れ
に
た
ち
と
ま
る
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幽
仙
法
師

　
　
蹴
こ
と
な
ら
ば
君
と
ま
る
べ
く
に
ほ
は
な
む
帰
す
は
花
の
憂
き
に
や
は
あ
ら
ぬ

と
い
う
よ
う
に
、
山
を
舞
台
に
詠
ま
れ
た
歌
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
「
越
の
白
山
」

を
詠
じ
た
兼
輔
の
皿
の
歌
が
最
後
に
置
か
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
貫
之
の
鋤
の
歌
が
そ

の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
鋤
は
「
逢
坂
は
人
だ
の
め

な
る
名
」
と
、
逢
坂
と
い
う
地
名
か
ら
逢
う
こ
と
を
連
想
し
た
歌
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
こ
の
第
五
歌
群
の
直
前
の
細
か
ら
皿
の
第
四
歌
群
の
終
わ
り
か
ら
三
首
目
皿
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『古今集』離別の部の構造

が
、
「
か
へ
る
山
」
か
ら
帰
る
を
連
想
し
て
い
る
の
と
対
応
す
る
。
ま
た
、
蹴
は
越

の

白
山
の
雪
を
詠
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
四
歌
群
の
最
後
か
ら
二
首
目
の
歌
鍋
が

同
じ
く
越
の
白
山
の
雪
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
先
に
、
第
四
歌
群
の
最

後
か
ら
三
首
目
、
二
首
目
の
鋤
、
鍋
の
配
列
は
、
「
搬
が
別
れ
に
際
し
て
の
歌
で
あ

る
の
に
対
し
、
鍋
は
別
れ
た
後
に
贈
っ
た
歌
と
い
う
こ
と
で
、
蹴
、
調
の
順
に
配
さ

れ

た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
た
が
、
㈱
、
蹴
の
配
列
が
右
に
見
た
よ
う
な
理
由
で

決
定

さ
れ
た
と
す
る
と
、
皿
、
鍋
の
配
列
も
蜘
、
蹴
の
配
列
を
意
識
し
て
配
列
さ
れ

た
と
見
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
因
み
に
、
こ
の
第
五
歌
群
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
い
つ
詠
ま
れ
た
に
つ
い
て
調
べ
て

み

る
と
、
藤
原
後
蔭
が
唐
物
使
に
遣
わ
さ
れ
た
年
次
は
不
明
だ
が
、
山
下
道
代
は
、

承
平
五
年
（
九
三
八
）
蔵
人
藤
原
親
盛
が
唐
物
使
と
し
て
下
る
時
、
蔵
人
所
の
人
々

が
歌
を
詠
ん
だ
例
を
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
も
し
、
唐
物
使
に
は
蔵
人
が
任
ぜ
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後
蔭
は
醍
醐
朝
始
発
時
か
ら
延
喜
二
年
（
九
〇

二
）
正
月
ま
で
六
位
蔵
人
で
あ
っ
た
。
後
蔭
の
送
別
酒
宴
を
「
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
」

が
催
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
と
き
後
蔭
が
蔵
人
で
あ
っ
て
殿
上
の
身
分
を
有
し

て
い

た
か
ら
、
と
見
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
右
の
二
首

（
鍋
、
鰯
の
こ
と
）
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
寛
平
九
年
か
ら
延
喜
元
年
ま
で
の
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

か

の

秋
、
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
」
と
す
る
。
ま
た
、
『
国
史
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、

唐
者
使
は
九
州
に
唐
船
が
来
航
し
た
時
、
「
は
じ
め
は
右
弁
官
、
後
に
は
蔵
人
所
の

官
人
か
ら
交
易
唐
物
使
を
任
命
し
て
大
宰
府
に
派
遣
」
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
山
下

の
指
摘
す

る
よ
う
に
、
渦
、
鰯
の
二
首
は
藤
原
後
蔭
が
蔵
人
在
任
中
の
い
ず
れ
か
の

秋
に
詠
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
鰯
の
作
者
藤
原
兼
茂
は
寛
平
九
年
か
ら
昌

泰
四
年
正
月
ま
で
六
位
蔵
人
、
鍋
の
作
者
平
元
規
は
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
以
前
に

蔵
人
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
（
元
規
は
延
喜
六
年
か
ら
同
八
年
ま
で
六
位
蔵
人
を
勤

　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ロ

め

る
）
、
父
平
中
興
が
昌
泰
元
年
か
ら
延
喜
四
年
ま
で
六
位
蔵
人
を
勤
め
て
お
り
、

父
の
縁
で
こ
の
送
別
の
宴
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
鰯
、
鰯
の
二
首

は
、
兼
茂
お
よ
び
平
中
興
の
蔵
人
在
任
の
期
間
よ
り
、
上
限
と
下
限
を
山
下
の
推
定

よ
り
一
年
ず
つ
縮
め
て
、
昌
泰
元
年
か
ら
昌
泰
三
年
の
間
に
詠
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
。　

皿
か

ら
珊
の
三
首
は
、
源
実
が
筑
紫
へ
湯
浴
み
に
行
く
に
際
し
て
の
見
送
り
の
人
々

と
実
の
贈
答
か
ら
成
る
。
源
実
は
、
嵯
峨
天
皇
の
曾
孫
、
祖
父
は
参
議
源
明
、
父
は

参
議
源
録
で
、
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
左
兵
衛
少
尉
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
六
位

蔵
人
、
同
六
年
従
五
位
下
、
寛
平
九
年
従
五
位
上
、
左
近
衛
少
将
、
五
位
蔵
人
、
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

泰
二
年
（
八
九
九
）
信
濃
守
、
同
三
年
没
、
と
い
う
経
歴
を
持
つ
。
山
下
道
代
は
、

昌
泰
二
年
の
蔵
人
解
任
に
つ
い
て
、
「
お
そ
ら
く
源
実
は
、
こ
の
と
き
出
仕
に
耐
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
な
に
か
の
疾
病
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
た
め
に
五
位
蔵
人
か
ら

信
濃
守
に
移
さ
れ
ー
も
ち
ろ
ん
遙
任
で
あ
る
ー
、
医
師
の
指
示
に
よ
る
治
療
の
た
め

筑
紫
へ
「
湯
浴
み
」
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
そ
し
て
、

こ
の
推
測
が
あ
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
首
の
歌
の
詠
ま
れ
た
山
崎
で
の
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

れ

は
、
昌
泰
二
年
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
が
、
こ
の

推
定
は

か

な
り
蓋
然
性
の
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
を
送
る
歌
を
詠
ん
だ
「
し

ろ
め
」
は
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
は
、
「
大
江
玉
淵
女
云
々
。
遊
女
也
。
任
二
（
住

欺
）
摂
津
江
口
辺
一
云
々
」
と
あ
り
、
江
口
あ
た
り
の
遊
女
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
山

崎
で
の
実
の
送
別
の
宴
に
呼
ば
れ
て
い
た
遊
女
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
藤

原
兼
茂
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
寛
平
九
年
か
ら
昌
泰
四
年
正
月
ま
で
六
位
蔵
人
を

勤
め
て
お
り
、
実
の
同
僚
（
元
同
僚
）
で
あ
っ
た
。

　
㎜
の
歌
の
詞
書
に
あ
る
「
藤
原
の
こ
れ
を
か
」
が
、
武
蔵
介
に
な
っ
た
の
は
、

『
紀
家
集
』
に
よ
る
と
、
昌
泰
元
年
十
月
二
十
日
と
な
る
。
実
際
に
任
地
に
赴
い
た

の

は
、
翌
昌
泰
二
年
頃
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。

　
皿
の

大
江
千
古
は
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
方
略
試
、
式
部
丞
、
伊
予
権
守
な
ど
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お
　

を
経
て
、
従
四
位
上
式
部
大
輔
に
至
り
、
延
長
二
年
（
九
二
四
）
没
。
大
江
千
古
が

延
喜
五
年
以
前
に
越
の
国
に
赴
い
た
と
の
記
録
は
見
出
せ
な
い
。
詞
書
に
「
大
江
千

古
が
越
へ
ま
か
り
け
る
う
ま
の
は
な
む
け
に
よ
め
る
」
と
あ
っ
て
、
ど
こ
の
国
司
に

任
命
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
捌
は
地
方
官
に
転
出
し
た
の

で

は
な
く
、
何
ら
か
の
用
事
で
越
に
旅
立
つ
時
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
ね

な
い
。
こ
の
歌
の
詠
ま
れ
た
年
次
は
不
明
と
す
る
他
な
い
。

　
第
六
歌
群
は
以
下
の
歌
か
ら
成
る
。

　
　
　
　
　
人
の
花
山
に
ま
う
で
き
て
、
夕
さ
り
つ
か
た
、
帰
り
な
む
と
し
け
る
時

　
　
　
　
　
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
把
夕
ぐ
れ
の
離
は
山
と
見
え
な
な
む
夜
は
越
え
じ
と
宿
り
と
る
べ
く

　
　
　
　
　
山
に
の
ぼ
り
て
、
帰
り
ま
う
で
き
て
、
人
々
別
れ
け
る
つ
い
で
に
よ
め

　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
仙
法
師

　
　
珊
別
れ
を
ば
山
の
桜
に
ま
か
せ
て
む
と
め
む
と
め
じ
は
花
の
ま
に
ま
に

　
　
　
　
　
雲
林
院
の
親
王
の
舎
利
会
に
山
に
の
ぼ
り
て
帰
り
け
る
に
、
桜
の
花
の

　
　
　
　

　
も
と
に
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
脳
山
風
に
桜
吹
き
ま
き
乱
れ
な
む
花
の
ま
ぎ
れ
に
た
ち
と
ま
る
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
仙
法
師

　
　
瓢
こ
と
な
ら
ば
君
と
ま
る
べ
く
に
ほ
は
な
む
帰
す
は
花
の
憂
き
に
や
は
あ
ら
ぬ

　
　
　
　
　
仁
和
の
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
布
留
の
滝
御
覧
じ
に
お

　
　
　
　

　
は
し
ま
し
て
、
帰
り
給
ひ
け
る
に
よ
あ
る
　
兼
芸
法
師

　
　
鰯
飽
か
ず
し
て
別
る
る
涙
滝
に
そ
ふ
水
ま
さ
る
と
や
し
も
は
見
る
ら
む

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
こ
の
歌
群
の
最
初
か
ら
四
首
は
山
で
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、

直
前
の
第
五
歌
群
の
最
終
歌
皿
が
、
越
の
白
山
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
と
連
続
性
を
有

す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
蹴
か
ら
鰯
の
五
首
は
、
歌
の
詠
み
手
が
い
ず
れ
も
僧
侶
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
離
別
の
部
の
他
の
歌
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
遍
照
が
六

歌
仙
時
代
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
幽
仙
法
師
も
承
和
三
年

（八
三
六
）
生
ま
れ
、
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
権
律
師
、
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
没
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
い
う
経
歴
を
持
ち
、
六
歌
仙
時
代
の
人
物
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
遍
照

と
幽
仙
は
と
も
に
慈
覚
大
師
の
弟
子
で
、
「
同
門
の
僧
侶
と
し
て
叡
山
に
す
ん
で
ゐ

た
こ
と
も
あ
」
脆
、
き
わ
め
て
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
兼
芸
法
師

は

生
没
年
未
詳
だ
が
、
「
仁
和
の
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
」
す
な
わ
ち
元

慶
八
年
（
八
八
四
）
以
前
に
、
．
親
王
に
歌
を
奉
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
六

歌
仙
時
代
の
人
物
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
’
仁
和
の
帝
、
す
な
わ
ち
光
孝
天
皇
と
遍

照
の
関
係
の
深
さ
、
お
よ
び
石
上
の
地
と
遍
照
と
の
関
係
の
深
さ
に
つ
い
て
は
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

目
崎
徳
衛
等
の
指
摘
が
あ
る
が
、
蹴
の
詞
書
に
よ
る
と
兼
芸
は
布
留
の
地
に
居
て
、

仁
和
の
帝
に
歌
を
奉
っ
て
お
り
、
兼
芸
も
ま
た
遍
照
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
人

物
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
五
首
の
歌
群
は
、
い
ず
れ
も
僧
侶
の
詠
ん

だ

歌
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
僧
侶
は
遍
照
お
よ
び
遍
照
と
関
係
が
深
い
六

歌
仙
時
代
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
の
五
首
は
、
そ
の
真
ん
中
の
三
首
、
す
な
わ
ち
蹴
か
ら
鰯
が
い
ず
れ
も
桜
の
花

を
詠
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
三
首
の
前
と
後
、
す
な
わ
ち
把
と
鰯
は
桜
の
花
を

詠
じ
て
お
ら
ず
、
蹴
が
離
が
山
と
見
え
て
ほ
し
い
と
詠
じ
、
細
が
別
れ
を
惜
し
む
涙

が
滝
に
落
ち
て
水
か
さ
が
増
さ
る
と
詠
じ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
誇
張
し
た
表
現
を

有
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
蹴
が
山
を
詠
じ
、
鰯
が
川
を
詠
じ
る
と
い
う
点
で
対
応

関
係
を
有
す
る
。
ま
た
、
五
首
の
中
央
に
あ
る
三
首
も
、
脳
の
遍
照
を
中
心
に
そ
の

前
後
に
幽
仙
法
師
の
歌
を
置
く
と
い
う
よ
う
に
、

謝
を
中
心
に
左
右
対
称
の
構
成
を
取
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
五
首
は
、
蹴
の
遍
照
の

歌
を
中
心
に
、
そ
の
一
首
外
側
の
部
と
細
が
対
応
し
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
あ
る
把

と
蹴
が
対
応
す
る
と
い
う
左
右
対
称
の
構
造
を
有
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
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『古今集』離別の部の構造

　
こ
の
第
六
歌
群
の
一
首
目
は
、
こ
の
歌
群
の
左
右
対
称
性
の
み
考
慮
す
れ
ば
、
蹴

で
も
鰯
で
も
よ
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
直
前
の
歌
群
の
最
終
歌
鋤
が
、
越
の
白
山
を

詠
じ
て
い
る
こ
と
と
の
連
続
性
を
意
識
す
れ
ば
、
山
を
詠
じ
て
い
る
蹴
が
ふ
さ
わ
し

い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
五
首
の
歌
の
作
者
の
中
で
、
僧
侶
と
し
て
最
も
地

位
が
高
く
、
中
心
的
な
立
場
に
あ
る
遍
照
の
歌
を
歌
群
の
最
初
に
も
っ
て
く
る
と
い

う
こ
と
も
当
然
考
慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
続
く
皿
か
ら
蹴
の
三
首
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
桜
の
花
を
詠
じ
て
い
る
と

い

う
点
で
共
通
性
を
持
つ
。
そ
の
う
ち
、
翅
は
遍
照
の
歌
で
あ
り
、
こ
の
五
首
の
申

心

を
占
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
三
首
の
真
ん
中
の
二
首
目
に
配
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鵠
と
獅
は
同
じ
幽
仙
法
師
の
歌
で
と
も
に
山
の
桜
を

詠
じ
て
い
る
が
、
珊
が
「
や
ま
の
桜
に
ま
か
せ
て
む
」
と
「
山
」
、
「
桜
」
と
い
う
語

を
詠
み
込
ん
で
、
こ
の
歌
群
の
一
首
目
蹴
が
「
山
」
と
い
う
語
を
詠
ん
で
い
る
の
と

共
通
性
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
直
後
の
皿
と
「
山
」
、
「
桜
」
と
い
う
語
を
共
有
す
る
点

で
連
続
性
を
持
つ
の
に
対
し
、
瓢
は
山
の
桜
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
蹴
の
詞

書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
一
首
の
表
現
の
中
に
山
、
桜
と
い
う
語
は
含
ま
れ
て
お

ら
ず
、
代
わ
り
に
脳
と
蹴
は
「
花
」
お
よ
び
「
と
ま
る
べ
く
」
と
い
う
表
現
を
共
有

す
る
。
ま
た
、
蹴
が
「
と
め
む
と
め
じ
は
花
の
ま
に
ま
に
」
と
山
か
ら
帰
る
人
を
引

き
留
め
る
か
否
か
は
桜
の
花
に
任
す
と
い
う
姿
勢
を
示
す
の
に
対
し
、
鋤
、
部
は

「
花
の
ま
ぎ
れ
に
た
ち
と
ま
る
べ
く
」
あ
る
い
は
「
こ
と
な
ら
ば
君
と
ま
る
べ
く
に

ほ
は
な
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
山
か
ら
帰
る
人
を
留
め
た
い
と
い
う
意
志
を
積
極
的

に

表
明
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
点
が
考
慮
さ
れ
て
蹴
が
捌
の
前
、
顕
が
脳
の
後
に
配

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
皿
、
獅
は
詞
書
よ
り
同
じ
状
況
で
詠

ま
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
僧
侶
と
し
て
地
位
の
高
い
遍

照
の
歌
が
先
に
置
か
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
蹴
は
、
布
留
の
滝
と
そ
の

下
流
の
川
を
詠
じ
て
い
る
点
で
、
山
で
詠
じ
ら
れ
た
他
の
四
首
と
は
異
な
っ
て
お
り
、

皿
が

こ
の
五
首
の
歌
群
の
一
首
目
に
配
さ
れ
た
時
点
で
五
首
目
に
配
さ
れ
る
こ
と
が

自
動
的
に
決
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
蹴
、
瓢
の
二
首
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
遍
照
が
出
家
し
た
嘉
祥
二
年
（
八
四

九
）
以
降
、
「
雲
林
院
の
親
王
」
、
す
な
わ
ち
仁
明
天
皇
皇
子
常
康
親
王
が
没
し
た
貞

観
十
一
年
（
八
六
九
）
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
『
濫
膓
抄
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

天
台
の
舎
利
会
は
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
記
事
が
正

し
け
れ
ば
、
皿
、
蹴
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
か
ら
貞
観
十
一
年

（八
六
九
）
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
鰯
は
詞
書
に
「
仁
和
の
帝
、
親
王

に

お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
布
留
の
滝
御
覧
じ
に
お
は
し
ま
し
て
、
帰
り
給
ひ
け
る

に

よ
め
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
以
前
に
詠
ま
れ

た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
僧
侶
の
歌
群
で
あ
る
第
六
歌
群
に
続
く
第
七
歌
群
は
、
次
の
三
首
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
か
ん

な
り
の
壼
に
召
し
た
り
け
る
日
、
大
御
酒
な
ど
た
う
べ
て
、
雨
の

　
　
　
　
　
い

た
く
降
り
け
れ
ば
、
夕
さ
り
ま
で
侍
り
て
ま
か
り
い
で
け
る
折
に
、

　
　
　
　
　
盃

を
と
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
細
秋
萩
の
花
を
ば
雨
に
濡
ら
せ
ど
も
君
を
ば
ま
し
て
を
し
と
こ
そ
思
へ

　
　
　
　
　

と
よ
め
り
け
る
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
覧
王

　
　
蹴
を
し
む
ら
む
人
の
心
を
知
ら
ぬ
ま
に
秋
の
時
雨
と
身
ぞ
ふ
り
に
け
る

　
　
　
　
　
兼
覧
王
に

は
じ
め
て
物
語
し
て
別
れ
け
る
時
に
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね

　
　
珊
別
る
れ
ど
う
れ
し
く
も
あ
る
か
こ
よ
ひ
よ
り
あ
ひ
見
ぬ
さ
き
に
な
に
を
恋
ひ

　
　
　
ま
し

こ
れ
は
兼
覧
王
と
『
古
今
集
』
の
撰
者
で
あ
る
貫
之
、
躬
恒
の
歌
を
収
め
た
歌
群
で

あ
り
、
同
じ
時
、
同
じ
場
で
詠
ま
れ
た
歌
群
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
詠
歌
が
い

つ
詠
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
、
橋
本
不
美
男
は
、
『
古
今
集
』
勅
撰
に
関
す
る
醍
醐
天
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皇
の
内
命
を
貫
之
ら
撰
者
に
伝
達
し
た
後
の
酒
宴
の
場
を
推
定
し
、
村
瀬
敏
夫
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

延
喜
四
年
七
月
末
、
後
詔
に
よ
る
撰
歌
作
業
も
一
段
落
し
た
頃
と
す
る
。

　

こ
の
三
首
も
、
こ
れ
ま
で
の
歌
群
同
様
、
左
右
対
称
の
構
成
が
取
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
酒
宴
の
主
賓
に
あ
た
る
兼
覧
王
の
歌
を
中
心
に
置
き
、
そ
の
前
後

に

撰
者
の
貫
之
と
躬
恒
の
歌
が
配
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

細
か

ら
珊
へ
の
配
列
順
は
、
蹴
の
歌
を
承
け
て
兼
覧
王
が
蹴
の
歌
を
詠
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
必
然
的
に
油
、
搬
の
順
序
が
確
定
し
、
独
詠
的
な
躬
恒
の
歌
は
三
首
の
最

後
に
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
続
く
第
八
歌
群
は
次
の
よ
う
な
歌
が
配
さ
れ
る
。

　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

　
　
⑩
飽
か
ず

し
て
別
る
る
袖
の
白
玉
は
君
が
形
見
と
つ
つ
み
て
ぞ
ゆ
く

　
　
姐
限

り
な
く
思
ふ
涙
に
そ
ほ
ち
ぬ
る
袖
は
か
は
か
じ
逢
は
む
日
ま
で
に

　
　
姫
か

き
く
ら
し
こ
と
は
降
ら
な
む
春
雨
に
濡
れ
衣
着
せ
て
君
を
と
ど
め
む

　
　
棚
し
ひ
て
ゆ
く
人
を
と
ど
め
む
桜
花
い
つ
れ
を
道
と
ま
ど
ふ
ま
で
散
れ

こ
の
四
首
は
い
ず
れ
も
、
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
で
、
そ
の
前
後
の
歌
群
と
詞
書
、

作
者
名
表
記
を
異
に
し
て
お
り
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
歌
群
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
歌
群
は
、
前
半
二
首
と
後
半
二
首
の
二
組
の
対
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

前
半
二
首
の
歌
群
、
す
な
わ
ち
伽
と
姐
は
別
れ
に
際
し
て
の
涙
を
詠
じ
て
い
る
点
で

共
通
す
る
。
伽
と
姐
は
、
棚
が
旅
立
つ
人
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
姐
は
旅

立
つ
人
を
見
送
る
人
が
詠
ん
だ
歌
と
解
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
歌
群
の
直
前
の

歌
群
の

　
　
　
　
　
か
ん
な
り
の
壼
に
召
し
た
り
け
る
日
、
大
御
酒
な
ど
た
う
べ
て
、
雨
の

　
　
　
　
　
い
た
く
降
り
け
れ
ば
、
夕
さ
り
ま
で
侍
り
て
ま
か
り
い
で
け
る
折
に
、

　
　
　
　
　
盃
を
と
り
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
細
秋
萩
の
花
を
ば
雨
に
濡
ら
せ
ど
も
君
を
ば
ま
し
て
を
し
と
こ
そ
思
へ

　
　
　
　
　
と
よ
め
り
け
る
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
覧
王

　
　
蹴
を
し
む
ら
む
人
の
心
を
知
ら
ぬ
ま
に
秋
の
時
雨
と
身
ぞ
ふ
り
に
け
る

と
い
う
贈
答
が
、
見
送
る
者
の
歌
が
先
に
あ
り
、
見
送
ら
れ
る
者
の
歌
が
後
に
な
る

と
い
う
構
成
と
、
珊
の
歌
を
挟
ん
で
対
称
的
な
構
造
と
な
る
。
期
と
姐
の
配
列
順
は
、

捌
、
蹴
の
配
列
と
の
対
照
を
意
識
し
て
配
列
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
姐
の

コ
涙

に
そ
ほ
ち
ぬ
る
袖
」
と
い
う
表
現
が
、
坐
の
「
春
雨
に
濡
れ
衣
着
せ
て
」
と
い

う
表
現
と
類
似
し
て
い
る
点
も
、
⑩
、
姐
と
い
う
順
の
配
列
と
な
る
要
因
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。

　
後
半
二
首
、
姫
、
姻
の
歌
群
は
、
姫
が
「
春
雨
に
濡
れ
衣
着
せ
て
君
を
と
ど
め
む
」

と
詠
じ
、
棚
が
「
し
ひ
て
ゆ
く
人
を
と
ど
め
む
」
と
詠
じ
る
と
い
う
よ
う
に
、
旅
に

出
る
人
を
見
送
る
人
物
が
、
旅
立
つ
人
を
留
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
詠
じ
て
い
る

点
で
共
通
す
る
。
坐
が
二
首
の
前
に
置
か
れ
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
前

半
二
首
の
後
の
歌
姐
の
濡
れ
た
袖
と
姫
の
濡
れ
衣
と
い
う
言
葉
の
類
似
性
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
伽
と
姐
は
、
直
前
の
兼
覧
王
関
係
の
歌
群
を
飛
び
越
え
て
、
把
か
ら
鰯
の

第
六
歌
群
の
中
の

　
　
　
　
　
仁
和
の
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
布
留
の
滝
御
覧
じ
に
お

　
　
　
　
　
は
し
ま
し
て
、
帰
り
給
ひ
け
る
に
よ
め
る
　
兼
芸
法
師

　
　
細
飽
か

ず
し
て
別
る
る
涙
滝
に
そ
ふ
水
ま
さ
る
と
や
し
も
は
見
る
ら
む

と
い
う
歌
と
、
別
れ
の
涙
を
詠
じ
て
い
る
点
で
対
応
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
特
に
棚
は
細
と
「
飽
か
ず
し
て
別
る
る
」
と
い
う
表
現
を
共
有
し
て
お
り
、
対

応
性
が
顕
著
で
あ
る
。

　
ま
た
、
姫
は
春
雨
を
詠
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
直
前
の
兼
覧
王
関
係
の
歌
群
の

細
、
珊
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
、
坐
は
把
か
ら
蹴

の

第
六
歌
群
の
う
ち
、

10
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幽
仙
法
師

　
　
鰯
こ
と
な
ら
ば
君
と
ま
る
べ
く
に
ほ
は
な
む
帰
す
は
花
の
憂
き
に
や
は
あ
ら
ぬ

と
い
う
歌
の
「
こ
と
は
」
と
い
う
表
現
と
類
似
し
た
「
こ
と
な
ら
ば
」
と
い
う
表
現

を
持
ち
、
姫
が
帰
る
人
を
留
め
る
た
め
、
春
雨
に
「
か
き
く
ら
し
こ
と
は
降
ら
な
む
」

と
あ
つ
ら
え
望
む
の
に
対
し
、
細
が
帰
る
人
を
留
め
る
た
め
、
花
に
「
君
と
ま
る
べ

く
に
ほ
は
な
む
」
と
同
じ
く
あ
つ
ら
え
望
む
表
現
を
と
っ
て
い
る
点
で
も
共
通
し
、

対
応
関
係
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
棚
は
、
帰
る
人
を
留
め
る
た
め
「
桜
花
い
つ
れ
を
道
と
ま
ど
ふ
ま
で
散
れ
」

と
詠
ず
る
が
、
こ
れ
は
蹴
か
ら
鰯
の
第
六
歌
群
の
中
の

　
　
　
　
　
雲
林
院
の
親
王
の
舎
利
会
に
山
に
の
ぼ
り
て
帰
り
け
る
に
、
桜
の
花
の

　
　
　
　
　

も
と
に
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
照

　
　
翅
山
風
に
桜
吹
き
ま
き
乱
れ
な
む
花
の
ま
ぎ
れ
に
た
ち
と
ま
る
べ
く

と
い
う
歌
が
、
帰
る
人
を
留
め
る
た
め
「
山
風
に
桜
吹
き
ま
き
乱
れ
な
む
」
と
詠
じ

て
い

る
の
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
皿
か
ら
姻
ま
で
の
歌
は
、
第
六
歌
群
か
ら
第
八
歌
群
と
い
う

よ
う
に
、
三
つ
の
歌
群
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
ま
り
を
持
ち
な
が
ら
、
互
い
に
照
応

関
係
を
持
つ
と
い
う
複
雑
な
構
造
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
照
応

関
係
を
図
示
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
離
別
の
部
、
最
後
の
歌
群
、
第
九
歌
群
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
志
賀
の
山
越
え
に
て
、
石
井
の
も
と
に
て
も
の
い
ひ
け
る
人
の
別
れ
け

　
　
　
　
　

る
折
に
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
姻
結
ぶ
手
の
し
つ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な

　
　
　
　
　
道
に

あ
へ
り
け
る
人
の
車
に
も
の
を
言
ひ
つ
き
て
、
別
れ
け
る
所
に
て

　
　
　
　
　
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り

　
　
鵬
下
の
帯
の
道
は
か
た
が
た
別
る
と
も
ゆ
き
め
ぐ
り
て
も
逢
は
む
と
そ
思
ふ

こ
れ
ら
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
で
あ
り
、
か
つ
旅
す
る
途
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

出
逢
っ
た
旅
す
る
人
々
と
の
別
れ
の
場
面
で
詠
ま
れ
た
歌
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

こ
の
二
首
は
、
姻
が
旅
の
途
中
で
出
逢
っ
た
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
気
持
ち
を
詠
ず

る
の
に
対
し
、
姫
は
別
れ
て
も
再
び
逢
お
う
と
い
う
意
欲
を
詠
じ
て
お
り
、
よ
り
将

来
の
こ
と
を
見
据
え
て
い
る
鵬
が
姐
の
後
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
姫
の
「
道
は
か
た
が
た
別
る
と
も
ゆ
き
め
ぐ
り
て
も
逢
は
む
と
そ
思
ふ
」
と
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い

う
表
現
は
離
別
の
部
の
巻
頭
歌
、

　
　
　
　
　
題

し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
行
平
朝
臣

　
　
錨
立

ち
別
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
お
ふ
る
待
つ
と
し
聞
か
ば
い
ま
帰
り
来
む

の

「
立
ち
別
れ
い
な
ば
」
「
待
つ
と
し
聞
か
ば
い
ま
帰
り
来
む
」
に
対
応
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
松

田
武
夫
は
、
こ
の
二
首
は
離
別
の
歌
で
あ
る
と
同
時
に
旅
の
歌
で
あ
り
、
離
別

の
部
の
終
末
と
覇
旅
の
部
の
巻
初
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

離
別
の
部
の
巻
末
に
据
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

　

な
お
、
松
田
は
離
別
の
部
全
体
を
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
一
歌
群
（
男
性
か
ら
女
性
へ
、
又
、
女
性
か
ら
男
性
へ
贈
っ
た
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
二
歌
群
（
男
性
か
ら
男
性
へ
贈
っ
た
離
別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
三
歌
群
（
女
性
か
ら
男
性
へ
贈
っ
た
離
別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
四
歌
群
（
男
性
か
ら
男
性
へ
贈
っ
た
離
別
歌
）

　
離
別
歌
　
　
第
五
歌
群
（
贈
答
の
人
名
を
明
ら
か
に
し
た
離
別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
六
歌
群
（
僧
侶
の
詠
ん
だ
離
別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
七
歌
群
（
兼
覧
王
関
係
の
離
別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
八
歌
群
（
題
不
知
読
人
不
知
の
離
別
歌
）

　
　
　
　
　
　
第
九
歌
群
（
貫
之
・
友
則
の
旅
中
の
離
別
歌
）

右
の
九
つ
の
歌
群
は
、
一
見
、
何
の
規
則
性
も
な
く
配
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
子
細
に
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
配
置
も
整
然
と
し
た
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。

　
第
一
歌
群
は
、
題
し
ら
ず
の
歌
三
首
、
読
人
し
ら
ず
の
歌
二
首
と
、
題
し
ら
ず
、

読
人
し
ら
ず
の
歌
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
八
歌
群
の
題
し
ら
ず
、

読
人
し
ら
ず
の
歌
群
と
対
応
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
歌
群
は
、
読
人
し

ら
ず
時
代
の
歌
二
首
と
六
歌
仙
時
代
の
歌
二
首
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
純
粋
に
題

し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
の
歌
群
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
一
歌
群
、
第
八
歌

群
以
外
の
他
の
歌
群
が
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
歌
や
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
を
中
心

に

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
一
歌
群
は
古
い
時
代
の
歌
の
み
を
収
め

た
歌
群
と
な
り
、
第
八
歌
群
と
対
応
す
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の

二
つ
の

歌
群
が
と
も
に
旅
立
つ
人
物
の
歌
と
旅
立
つ
人
物
を
見
送
る
人
物
の
歌
を
含

ん

で
い

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
第
二
歌
群
と
第
四
歌
群
は
、
と
も
に
旅
立
つ
男
性
に
対
し
て
そ
れ
を
見
送
る
男
性

が
詠
じ
た
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
共
通
性
を
有
す
る
。
第
二
歌
群
の
一
首
目
珊

の

み

が
、
旅
立
つ
人
の
名
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
両
歌
群
に
収
め
ら
れ
る
そ
れ

以
外
の
歌
は
、
作
者
名
の
み
を
明
ら
か
に
し
、
見
送
ら
れ
る
人
物
の
名
前
を
明
ら
か

に

さ
れ
て
い
な
い
点
で
も
共
通
す
る
。
と
す
る
と
、
第
二
歌
群
と
第
四
歌
群
は
、
妻

な
い
し
愛
人
と
思
わ
れ
る
女
性
か
ら
男
性
に
贈
っ
た
離
別
歌
か
ら
成
る
第
三
歌
群
を

中
心
に
、
左
右
対
称
の
形
で
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
歌
群
が
第
四
歌

群
よ
り
先
に
配
さ
れ
た
の
は
、
第
二
歌
群
の
一
首
目
㈱
が
六
歌
仙
時
代
の
歌
人
の
作

で

あ
る
の
に
対
し
、
第
四
歌
群
は
全
て
撰
者
時
代
の
歌
人
の
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
五
歌
群
に
収
め
ら
れ
る
歌
は
、
全
て
歌
を
贈
ら
れ
る
人
物
と
歌
を
贈
る
人
物
の

名
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
歌
群
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
歌
群
で
は
稀
に
歌
を
贈
ら

れ

る
人
物
と
歌
を
贈
る
人
物
の
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
歌
が
収
め
ら
れ
る
こ
と

は
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
歌
は
例
外
的
で
、
多
く
は
歌
の
詠
み
手
の
名
だ
け
が
記
さ

れ
て
い

る
も
の
、
稀
に
贈
ら
れ
る
人
物
の
名
前
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
第
五
歌
群
は
明
ら
か
に
他
の
歌
群
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第

七
歌
群
も
、
兼
覧
王
、
貫
之
、
躬
恒
の
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
全
て
歌
を
贈

ら
れ
る
人
物
と
歌
を
贈
る
人
物
の
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
第

12
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五
歌
群
と
共
通
し
、
対
応
関
係
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
第
五

歌
群
と
第
七
歌
群
は
、
僧
侶
の
詠
ん
だ
歌
で
構
成
さ
れ
る
第
六
歌
群
を
中
心
に
左
右

対
称
の
形
で
配
列
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
歌
群
が
第
七
歌
群
の
前
の
置

か

れ

て
い

る
の
は
、
第
一
歌
群
か
ら
第
四
歌
群
ま
で
に
収
め
ら
れ
る
歌
の
ほ
と
ん
ど

が
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
に
旅
立
つ
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、
第
五
歌
群
も
、

い

ず
れ
も
都
か
ら
遠
方
へ
の
旅
立
ち
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
第

七
歌
群
は
、
宴
席
で
の
別
れ
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

第
五
歌
群
が
第
四
歌
群
に
続
い
て
置
か
れ
、
第
七
歌
群
は
第
六
歌
群
の
次
に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
第
二
歌
群
と
第
四
歌
群
に
挟
ま
れ
る
第
三
歌
群
と
第
五
歌
群
と
第
七
歌
群

に
挟
ま
れ
る
第
六
歌
群
は
、
そ
の
位
置
を
逆
に
す
る
こ
と
も
可
能
に
思
わ
れ
る
が
、

第
三
歌
群
は
女
性
か
ら
男
性
に
贈
ら
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
両
脇
に
位
置
す

る
第
二
歌
群
、
第
四
歌
群
が
男
性
か
ら
男
性
に
贈
ら
れ
た
歌
で
構
成
さ
れ
る
の
と
対

照
を
な
し
て
お
り
、
三
番
目
の
歌
群
と
し
て
配
置
さ
れ
る
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
六
歌
群
は
、
花
山
、
比
叡
山
、
布
留
と
い
う
よ
う
な
都
に
近
い
場
所
か
ら

都
に
帰
ろ
う
と
す
る
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
五
歌
群
ま
で
の
遠

方
へ
の
旅
立
ち
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
群
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
次
の

宴
席
で
の
別
れ
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
歌
を
収
め
る
第
七
歌
群
へ
の
移
行
を
ス
ム
ー
ス

な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
第
六
歌
群
は
、
第
五
歌
群
と
第
七
歌
群
の
間

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
八
歌
群
の
前
半
二
首
、
⑩
、
姐
は
遠
方
へ
の
旅
立
ち
に
際
し
て
の
歌
と
理
解
さ

れ

る
が
、
後
半
二
首
坐
、
姻
は
ど
の
よ
う
な
別
れ
に
際
し
て
の
歌
か
、
歌
だ
け
か
ら

で

は
想
像
で
き
ず
、
そ
の
点
か
ら
も
第
七
歌
群
の
次
に
置
か
れ
る
の
が
穏
当
と
考
え

ら
れ
る
。

　
第
九
歌
群
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
旅
中
の
別
れ
を
詠
じ
た
歌
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の
八
つ
の
歌
群
が
、
見
送
る
人
が
普
段
住
ん
で
い
る
場
所
で
交
わ
さ
れ
た

別
れ
の
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
と
は
、
明
ら
か
に
質
を
異
に
し
て
お
り
、
ま
た
続

く
覇
旅
の
部
と
の
接
続
を
考
え
る
と
、
離
別
の
部
の
最
後
に
置
か
れ
る
の
が
最
も
ふ

さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
第
二
歌
群
と
第
四
歌
群
の
軸
と
な
る
第
三
歌
群
と
、
第
五
歌
群
と
第
七
歌

群
の
軸
と
な
る
第
六
歌
群
は
、
第
三
歌
群
が
女
性
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、

第
六
歌
群
が
僧
侶
の
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
で
、
対
照
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も

注
目
さ
れ
よ
う
。

　
最
後
に
以
上
述
べ
て
き
た
事
柄
を
整
理
し
て
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
第
九
歌
群
（
旅
中
の
離
別
歌
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
中
の
別
れ
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社
、
1
0
年
2
月
）
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僧
正
遍
昭
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
親
愛
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
仁
明
天
皇
の
崩

　
　
　

御
に
あ
っ
て
出
家
し
て
仏
門
に
入
っ
た
人
で
あ
り
、
そ
の
仁
明
天
皇
の
皇
子
で
あ
っ

　
　
　

た
時
康
親
王
（
後
の
光
孝
天
皇
）
と
特
別
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
四
八
番
歌

　
　
　

や

三
四
八
番
歌
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
歌
と
二
四
八
番
歌
の
詞
書
に
見
え

　
　
　

る
「
布
留
の
滝
御
遊
」
も
遍
昭
や
そ
の
息
の
素
性
法
師
も
住
ん
で
い
た
石
上
布
留
の

　
　
　

地
へ
招
待
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
布
留
の
滝
近
く
に
住
ん
で

　
　
　

い

た
作
者
兼
藝
法
師
も
お
そ
ら
く
は
遍
昭
ゆ
か
り
の
人
と
し
て
石
上
寺
に
住
ん
で
い

　
　
　

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
三
九
二
番
歌
か
ら
こ
こ
ま
で
僧
正
遍
昭
に
か
か
わ

　
　
　

る
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

と
指
摘
す
る
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