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一

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

　
　
　
　

は
じ
め
に

　
『
土
左
日
記
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
和
歌
五
十
七
首
中
の
五
十
首
に

は
、
そ
の
前
後
の
片
方
乃
至
双
方
に
、「
詠
む
」「
言
ふ
」
と
い
う
語
が

記
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
の
前
後
を
問
わ
ず
、最
初
に
記
さ
れ
る
「
詠
む
」

「
言
ふ
」
と
い
う
語
が
、
そ
の
和
歌
が
披
露
さ
れ
る
方
法
を
具
体
的
に

表
現
し
て
い
る
こ
と
─
─
「
詠
む
」
は
、
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法

で
、
リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
す
る
和
歌
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
般
的
な
披

露
の
方
法
で
あ
る
。「
言
ふ
」
は
、「
詠
む
」
と
い
う
披
露
の
方
法
を
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
個
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
、
口
ず
さ
ん
で
披

露
す
る
和
歌
で
あ
る
─
─
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿（

１
）（

以
下
、
前
稿
と

称
す
る
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
和
歌
の
直
前
に
「
詠
む
」「
言
ふ
」
と
い
う
、
和
歌
披

露
の
具
体
的
方
法
を
表
現
す
る
語
が
記
さ
れ
た
上
で
、
直
後
に
も
「
詠

む
」「
言
ふ
」
が
重
複
し
て
記
さ
れ
て
い
る
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

和
歌
の
直
後
に
記
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
語
が
、
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　

一

　

先
ず
、
和
歌
の
直
後
に
重
複
し
て
記
さ
れ
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
と

い
う
語
の
認
定
に
つ
い
て
は
、「
と
」「
と
ぞ
」
等
で
、
和
歌
と
後
文
が

連
続
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
確
な
事
例
に
限
定
し
て
、
前
稿
で
の
分
類

か
ら
該
当
す
る
事
例
だ
け
を
記
す
と
、
次
の
14
例
に
な
る
（
事
例
の
歌

番
号
の
下
は
、
初
句
、
数
字
は
日
付
を
表
す
）。

　

Ⅰ
型
〈
詠
む 

和
歌 

詠
む
〉
３
例

　
　
　

 
⑧
「
行
く
先
に
」
１
／
７
・
㉓
「
青
海
原
」
１
／
20
・
㉘
「
わ

た
つ
み
の
」
１
／
26

　

Ⅱ
型
〈
詠
む 
和
歌 

言
ふ
〉
９
例

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

曽　

根　

誠　

一



二

　
　
　

 

⑥
「
棹
さ
せ
ど
」
12
／
27
・
⑬
「
ま
こ
と
に
て
」
１
／
11
・

⑭
「
世
の
中
に
」
１
／
11
・
㉖
「
漕
ぎ
て
行
く
」
１
／
22
・

㉞
「
年
ご
ろ
を
」
１
／
29
・
㊳
「
寄
す
る
波
」
２
／
４
・
㊴
「
忘

れ
貝
」
２
／
４
・
㊷
「
祈
り
来
る
」
２
／
５
・
㊿
「
君
恋
ひ

て
」
２
／
９

　

Ⅴ
型
〈
言
ふ 
和
歌 
詠
む
〉
１
例

　
　
　

⑨
「
行
く
人
も
」
１
／
７

　

Ⅵ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉
１
例

　
　
　

�
「
生
ま
れ
し
も
」
２
／
16

　

最
も
多
い
事
例
は
、和
歌
の
直
後
に「
言
ふ
」が
記
さ
れ
る
、Ⅱ
型〈
詠

む 

和
歌 

言
ふ
〉
の
９
例
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
般
的
、
基
本
的
な
類
型

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。Ⅵ
型〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉１
例
も
加
え
る
と
、

10
例
と
な
る
。
次
い
で
多
い
の
は
、
Ⅰ
型
〈
詠
む 

和
歌 
詠
む
〉
３
例

で
あ
り
、Ⅴ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

詠
む
〉
１
例
も
加
え
る
と
、４
例
と
な
る
。

　

つ
い
て
は
、
和
歌
の
直
後
に
「
詠
む
」
が
記
さ
れ
る
４
例
の
内
、
前

後
に
同
じ
「
詠
む
」
が
記
さ
れ
る
Ⅰ
型
の
事
例
に
つ
い
て
、
次
節
で
検

討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　

二

　

Ⅰ
型
〈
詠
む 

和
歌 

詠
む
〉
３
例
の
内
、
そ
の
初
例
で
あ
る
一
月
七

日
条
「
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
」
⑧
番
歌
か
ら
、
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

　

今
日
、
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
、
そ
の
名
な
ど
ぞ
や
、
今
思

ひ
出
で
む
。
こ
の
人
、
歌
よ
ま
む
と
思
ふ
心
あ
り
て
な
り
け
り
。

と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
、「
波
の
立
つ
な
る
こ
と
」と
う
る
へ
い
ひ
て
、

よ
め
る
歌
、

　

⑧ 

行
く
先
に
立
つ
白
波
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や

ま
さ
ら
む

と
ぞ
よ
め
る
。
い
と
大
声
な
る
べ
し
。
持
て
来
た
る
物
よ
り
は
、

歌
は
い
か
が
あ
ら
む
。
こ
の
歌
を
、こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、

一
人
も
返
し
せ
ず
。
し
つ
べ
き
人
も
ま
じ
れ
れ
ど
、
こ
れ
を
の
み

い
た
が
り
、
物
を
の
み
食
ひ
て
、
夜
更
け
ぬ
。
こ
の
歌
主
、「
ま

だ
ま
か
ら
ず
」
と
い
ひ
て
立
ち
ぬ
。（
傍
線
は
稿
者
、
以
下
同
じ
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、以
下「
新
編
全
集
本
」と
略
称
す
る
）

　

こ
れ
は
、
風
波
の
た
め
に
大
湊
滞
留
八
日
目
と
な
る
七
日
に
、「
歌

よ
ま
む
と
思
ふ
心
」
を
抱
く
在
地
の
男
が
到
来
し
、「
破
子
」
を
差
し

入
れ
る
。
前
任
国
司
一
行
の
人
々
に
、
⑧
番
歌
「
行
く
先
に
」
を
贈
歌

す
る
大
湊
在
住
の
男
は
、「
破
子
」
を
持
参
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
経

済
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
和
歌
を
創
出
し
、
普
段
と
は
異
な
る
発
声

方
法
で
、リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
す
る
「
詠
む
」
技
術
を
身
に
付
け
た
、



三

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

教
養
を
有
す
る
人
物
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
湊
の
有
力
者
・
名
士
と

い
う
立
場
に
あ
る
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
訪
問
は
、「
歌
よ
ま
む
と
思
ふ
心
あ
り
て
」
と
い
う
、
都
人
と

和
歌
の
贈
答
を
す
る
栄
誉
を
得
ん
と
す
る
下
心
に
基
づ
く
、
私
的
な
行

為
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
行
の
人
々
の
無
聊
を
慰
労
し
、
旅
の
前
途
を

予
祝
す
る
和
歌
を
創
出
す
る
こ
と
は
、
男
の
大
湊
に
お
け
る
社
会
的
地

位
・
立
場
を
勘
案
す
る
と
、「
晴
」
の
儀
式
に
准
ず
る
行
為
で
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
行
く
先
に
立
つ
白
波
の
声
」
と
い
う
、
都
を
目
指
す
一
行
の
人
々

に
と
っ
て
不
吉
極
ま
り
な
い
、
船
旅
の
前
途
の
予
祝
と
は
相
反
す
る
表

現
を
含
む
和
歌
を
創
出
す
る
、男
の
無
神
経
さ
、配
慮
の
欠
如
故
に
、「
歌

は
い
か
が
あ
ら
む
」
と
疑
問
が
呈
さ
れ
、
返
歌
を
創
出
可
能
な
人
も
敢

え
て
せ
ず
、
放
置
さ
れ
る
。
そ
れ
に
痺
れ
を
切
ら
し
た
男
は
、
所
期
の

目
的
で
あ
る
返
歌
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
、「
ま
だ
ま
か
ら
ず
」
と
、
負
け

惜
し
み
を
取
り
繕
っ
て
退
出
す
る
。

　

⑧
番
歌
創
出
の
事
情
を
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、
こ
れ
は
、
公

的
な
「
晴
」
の
儀
式
そ
の
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
准
ず
る
出

来
事
で
あ
っ
た
た
め
に
、
和
歌
の
直
後
に
重
複
し
て
「
詠
む
」
が
記
さ

れ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
一
月
二
十
六
日
条
「
あ
る
女
の
童
」
㉘
番
歌
を
、
検
討
し
て

み
た
い
。

　

二
十
六
日
。
ま
こ
と
に
や
あ
ら
む
、
海
賊
追
ふ
、
と
い
へ
ば
、

夜
中
ば
か
り
よ
り
船
を
出
だ
し
て
漕
ぎ
来
る
。

　

途
に
、
手
向
す
る
と
こ
ろ
あ
り
。
楫
取
し
て
、
幣
た
い
ま
つ
ら

す
る
に
、
幣
の
東
へ
散
れ
ば
、
楫
取
の
申
し
て
奉
る
言
は
、「
こ

の
幣
の
散
る
方
に
、
御
船
す
み
や
か
に
漕
が
し
め
た
ま
へ
」
と
申

し
て
奉
る
。
こ
れ
を
聞
き
て
、
あ
る
女
の
童
の
よ
め
る
、

　

㉘ 

わ
た
つ
み
の
ち
ふ
り
の
神
に
手
向
す
る
幣
の
追
風
や
ま
ず
吹

か
な
む

と
ぞ
よ
め
る
。

　

こ
の
あ
ひ
だ
に
、
風
の
よ
け
れ
ば
、
楫
取
い
た
く
誇
り
て
、
船

に
帆
上
げ
な
ど
、
喜
ぶ
。

　

こ
の
時
点
に
お
け
る
前
任
国
司
一
行
の
船
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
具

体
的
な
地
名
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判
然
と
し
な
い
。
十
一
日
に
室
津

に
到
着
し
た
後
、
滞
留
を
重
ね
て
二
十
一
日
に
船
出
し
、
二
十
二
日
に

「
昨
夜
の
泊
」
か
ら
「
異
泊
」
に
到
着
し
た
。
二
十
六
日
の
夜
中
に
出

航
し
て
、
航
路
の
要
衝
（
徳
島
県
南
部
の
蒲
生
田
岬
、
鹿
首
岬
と
も
）

を
通
過
す
る
時
、「
手
向
」
す
る
所
で
船
の
安
全
を
祈
願
す
べ
く
、
楫

取
に
命
じ
て
、
船
中
か
ら
「
ち
ふ
り
の
神
」
に
奉
幣
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
の
こ
と
を
、
日
記
筆
記
者
「
女
」
が
「
幣
た
い
ま
つ
ら
す
る
に
」



四

と
、
イ
音
便
を
用
い
た
「
く
だ
け
た
口
調
」（
新
編
全
集
本
、
38
頁
頭

注
三
）
で
記
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
一
行
の
主
は
楫
取
に
軽
い

気
持
で
奉
幣
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
す
」
と
付
注
す
る
新
編
全
集
本
の

指
摘
は
、如
何
で
あ
ろ
う
か
。「
男
も
な
ら
は
ぬ
は
、い
と
も
心
細
し
」（
一

月
九
日
）
と
記
さ
れ
、
土
佐
国
へ
赴
任
す
る
往
路
は
、
陸
路
を
選
択
し

た（
２
）と

思
わ
れ
る
一
行
の
人
々
は
、
船
旅
に
慣
れ
て
お
ら
ず
、「
海
賊
追

ふ
、
と
い
へ
ば
、
夜
中
ば
か
り
よ
り
船
を
出
だ
し
て
漕
ぎ
来
る
」
指
示

を
し
た
、
前
任
国
司
と
思
し
き
「
船
君
」
が
、「
ち
ふ
り
の
神
」
に
「
軽

い
気
持
で
奉
幣
さ
せ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
の
は
、
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

奉
幣
の
主
体
は
、
船
君
で
は
な
く
、
船
旅
に
慣
れ
た
「
船
の
長
し
け

る
翁（

３
）」な

の
で
あ
っ
て
、楫
取
と
の
日
常
会
話
自
体
が
、音
便
を
含
む「
く

だ
け
た
口
調
」
で
交
わ
さ
れ
る
、
そ
の
雰
囲
気
を
反
映
し
た
表
現
で
あ

る
と
い
う
解
釈
は
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
幣
が
、
船
の
進
行
方
向
で
あ
る
東
に
散
り
、
順
風
で
あ
る
追
風

が
吹
き
続
け
る
よ
う
、「
御
船
す
み
や
か
に
漕
が
し
め
た
ま
へ
」
と
、

操
船
の
責
任
者
で
あ
る
楫
取
は
、「
ち
ふ
り
の
神
」
に
祈
願
す
る
。
こ

の
儀
式
の
場
に
居
合
わ
せ
た
「
あ
る
女
の
童
」
は
、
㉘
番
歌
「
幣
の
追

風
や
ま
ず
吹
か
な
む
」
と
、
楫
取
と
同
趣
旨
の
こ
と
を
、
普
段
と
は
異

な
る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
す
る
。
こ
の
和
歌
は
、「
ち

ふ
り
の
神
」
に
対
す
る
奉
納
和
歌
と
し
て
、
奉
幣
と
同
様
の
機
能
を
果

た
す
と
と
も
に
、
一
行
の
人
々
の
切
実
な
願
望
を
代
弁
す
る
役
割
を
も

果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

楫
取
の
「
ち
ふ
り
の
神
」
に
対
す
る
奉
幣
は
、
船
旅
の
安
全
を
祈
願

す
る
〈
晴
〉
の
重
要
な
儀
式
で
あ
り
、「
あ
る
女
の
童
」
の
和
歌
も
ま
た
、

楫
取
と
同
様
に
、
船
旅
の
安
寧
を
祈
願
し
て
「
ち
ふ
り
の
神
」
に
奉
納

す
る
、〈
晴
〉
の
行
為
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
和
歌
の
直
後
に
重
複
し
て
「
詠
む
」
が
記

さ
れ
た
の
は
、
㉘
番
歌
が
〈
晴
〉
の
儀
式
の
和
歌
で
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
、
一
月
二
十
日
条
「
阿
倍
仲
麻
呂
」
㉓
番
歌
を
、
検
討
し
て
み

た
い
。…

…
昔
、
阿
倍
仲
麻
呂
と
い
ひ
け
る
人
は
、
唐
土
に
わ
た
り
て
、

帰
り
来
け
る
時
に
、
舟
に
乗
る
べ
き
と
こ
ろ
に
て
、
か
の
国
人
、

馬
の
は
な
む
け
し
、
別
れ
惜
し
み
て
、
か
し
こ
の
漢
詩
作
り
な
ど

し
け
る
。
飽
か
ず
や
あ
り
け
む
、
二
十
日
の
夜
の
月
出
づ
る
ま
で

ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
月
は
、
海
よ
り
ぞ
出
で
け
る
。
こ
れ
を
見
て

ぞ
仲
麻
呂
の
ぬ
し
、「
わ
が
国
に
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
神
代
よ

り
神
も
よ
む
給
び
、
今
は
上
、
中
、
下
の
人
も
、
か
う
や
う
に
、

別
れ
惜
し
み
、
喜
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も
あ
る
時
に
は
よ
む
」
と



五

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

て
、
よ
め
り
け
る
歌
、

　

㉓ 

青
海
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月

か
も

と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
か
の
国
人
、
聞
き
知
る
ま
じ
く
、
思
ほ
え
た

れ
ど
も
、
言
の
心
を
、
男
文
字
に
さ
ま
を
書
き
出
だ
し
て
、
こ
こ

の
こ
と
ば
伝
へ
た
る
人
に
い
ひ
知
ら
せ
け
れ
ば
、
心
を
や
聞
き
得

た
り
け
む
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
な
む
賞
で
け
る
。
唐
土
と
こ
の

国
と
は
、
言
異
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
か
げ
は
同
じ
こ
と
な
る

べ
け
れ
ば
、
人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
。

　

こ
れ
は
、
二
十
日
の
夜
の
月
が
海
の
中
か
ら
出
て
く
る
の
を
見
た
、

筆
記
者
「
女
」
が
、仲
麻
呂
の
故
事
を
想
起
し
て
、記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

仲
麻
呂
は
、帰
朝
す
る
時
、乗
船
す
る
港
で
、唐
の
友
人
主
催
の
「
馬

の
は
な
む
け
」
に
臨
み
、漢
詩
を
詠
作
し
合
っ
て
別
離
を
惜
し
ん
だ
が
、

思
い
は
尽
き
ず
、
二
十
日
の
夜
の
月
が
海
か
ら
昇
る
ま
で
、
時
を
共
有

し
た
。
そ
こ
で
、
眼
前
の
月
を
見
て
、
こ
の
よ
う
な
時
は
、
神
代
の
時

代
は
神
が
、
現
在
は
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
、
皆
が
和
歌
を
創
出
す
る

の
だ
と
い
っ
て
、
故
国
の
「
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
」
と
同
じ
で
あ
る

と
回
想
し
、
㉓
番
歌
を
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ
ム
を
付

け
て
披
露
し
た
。
そ
の
趣
旨
を
、
通
訳
を
通
し
て
理
解
し
た
唐
の
友
人

達
は
、「
月
の
か
げ
」
の
普
遍
性
に
「
人
の
心
」
の
共
通
性
、
普
遍
性

を
見
出
し
て
賞
賛
し
て
い
る
。

　

こ
の「
馬
の
は
な
む
け
」は
、現
世
で
の
再
会
は
望
み
得
べ
く
も
な
い
、

今
生
の
別
離
を
前
提
と
し
た
惜
別
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
晴
」
の
儀

式
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
㉓
番
歌
の
直
後
に
、
重
複
し
て

「
詠
む
」
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ⅰ
型
３
例
は
、「
晴
」
の
場
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る

場
で
創
出
さ
れ
た
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
和
歌
の
直
後
に
も
、
重
複
し
て
「
詠
む
」
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
詠
む 

和
歌 

詠
む
〉
の
和

歌
直
後
の
「
詠
む
」
は
、
そ
の
創
出
歌
が
、「
晴
」
乃
至
そ
れ
に
準
ず

る
場
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
形
式
な
の
だ
、
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　

三

　

次
に
、
和
歌
の
直
後
に
「
詠
む
」
が
記
さ
れ
る
Ⅴ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

詠
む
〉
１
例
の
、
一
月
七
日
条
「
あ
る
人
の
子
の
童
」
⑨
番
歌
は
、
経

済
力
と
和
歌
の
教
養
を
兼
ね
備
え
た
「
破
子
持
た
せ
て
来
た
る
人
」
た

る
大
湊
の
名
士
の
贈
歌
、
⑧
番
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
創
出
さ
れ
て

い
る
。

　

あ
る
人
の
子
の
童
な
る
、
ひ
そ
か
に
い
ふ
。「
ま
ろ
、
こ
の
歌
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の
返
し
せ
む
」
と
い
ふ
。
お
ど
ろ
き
て
、「
い
と
を
か
し
き
こ
と

か
な
。
よ
み
て
む
や
は
。
よ
み
つ
べ
く
は
、
は
や
い
へ
か
し
」
と

い
ふ
。「『
ま
か
ら
ず
』
と
て
立
ち
ぬ
る
人
を
待
ち
て
よ
ま
む
」
と

て
求
め
け
る
を
、
夜
更
け
ぬ
と
に
や
あ
り
け
む
、
や
が
て
い
に
け

り
。「
そ
も
そ
も
い
か
が
よ
む
だ
る
」と
、い
ぶ
か
し
が
り
て
問
ふ
。

こ
の
童
、さ
す
が
に
恥
ぢ
て
い
は
ず
。強
ひ
て
問
へ
ば
、い
へ
る
歌
、

　

⑨ 

行
く
人
も
と
ま
る
も
袖
の
涙
川
汀
の
み
こ
そ
濡
れ
ま
さ
り
け

れ

と
な
む
よ
め
る
。
か
く
は
い
ふ
も
の
か
。
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や

あ
ら
む
、
い
と
思
は
ず
な
り
。

　

こ
の
⑨
番
歌
が
、「
い
へ
る
歌
」
と
し
て
創
出
さ
れ
た
事
情
に
関
し

て
は
、
既
に
前
稿
で
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
論
述
と
重
複
す
る
こ
と
を
、

お
断
り
し
て
お
く
。

　

大
湊
の
名
士
は
、
⑧
番
歌
「
行
く
先
に
」
を
創
出
・
披
露
す
る
が
、

前
任
国
司
一
行
の
旅
先
で
白
波
が
立
つ
と
い
う
、
不
吉
な
内
容
を
含
む

も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
誰
も
対
応
せ
ず
、
返
歌
を
得
ら
れ
な
い
不
本

意
を
取
り
繕
っ
て
、
退
場
す
る
。

　
「
あ
る
人
の
子
の
童
」
が
、
返
歌
を
創
出
す
る
と
発
言
す
る
と
、
そ

の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
は
、「
よ
み
て
む
や
は
」
と
、
詠
歌
能
力
に

疑
問
を
呈
し
、「
よ
み
つ
べ
く
は
、
は
や
い
へ
か
し
」
と
披
露
を
催
促

す
る
。
大
湊
の
名
士
の
帰
宅
確
認
後
、
人
々
は
「
そ
も
そ
も
い
か
が
よ

む
だ
る
」
と
、
再
度
、
童
に
対
す
る
不
審
を
顕
わ
に
す
る
。
こ
う
し
た

詰
問
に
気
後
れ
し
、
萎
縮
し
た
童
は
、
羞
恥
心
を
抱
い
て
披
露
し
よ
う

と
は
し
な
い
。
そ
こ
で
、
人
々
は
、「
強
ひ
て
」
創
出
歌
を
披
露
さ
せ

る
こ
と
と
な
る
。

　

⑨
番
歌
「
行
く
人
も
」
を
「
言
ふ
」
童
は
、
返
歌
の
創
出
を
訝
し
が

る
人
々
の
繰
り
返
さ
れ
る
詰
問
に
、精
神
的
威
圧
を
感
じ
る
と
と
も
に
、

強
引
に
披
露
さ
せ
ら
れ
る
極
度
の
精
神
的
圧
迫
を
受
け
る
状
況
下
で
、

普
段
通
り
の
方
法
で
創
出
歌
を
披
露
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、「
言
ふ
」
と
い
う
和
歌
を
口
ず
さ
む
方
法
で

披
露
さ
れ
た
⑨
番
歌
は
、「
晴
」
の
儀
式
に
准
ず
る
場
で
創
出
さ
れ
た
、

大
湊
の
名
士
の
⑧
番
歌
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
創
出
さ
れ
、「
い
と
思

は
ず
な
り
」
と
評
さ
れ
る
秀
逸
な
出
来
映
え
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
媼

翁
」
の
和
歌
と
し
て
、「
た
よ
り
あ
ら
ば
や
ら
む
」
と
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
以
上
、
こ
れ
も
、「
晴
」
に
准
ず
る
和
歌
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
⑨
番
歌
の
直
後
に
「
詠
む
」
が
記
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、Ⅰ
型〈
詠
む 

和
歌 

詠
む
〉３
例
と
、Ⅴ
型〈
言
ふ 

和
歌 

詠
む
〉

１
例
の
４
例
を
検
討
し
た
結
果
、
和
歌
の
直
後
に
「
詠
む
」
が
重
複
し

て
記
さ
れ
る
場
合
は
、
全
て
「
晴
」
の
場
乃
至
そ
れ
に
准
ず
る
場
で
創



七

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

出
さ
れ
た
和
歌
な
の
で
あ
り
、直
後
に
重
複
し
て
記
さ
れ
る「
詠
む
」は
、

そ
う
し
た
創
出
歌
の
性
格
を
表
現
す
る
形
式
な
の
だ
、
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　

四

　

次
に
、
和
歌
の
直
後
に
「
言
ふ
」
が
重
複
し
て
記
さ
れ
る
事
例
を
検

討
す
る
の
だ
が
、
先
ず
、
和
歌
の
前
後
に
「
言
ふ
」
が
記
さ
れ
る
、
Ⅵ

型
〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉
１
例
の
、
二
月
十
六
日
条
「
亡
児
の
母
」
�

番
歌
を
、
検
討
し
て
み
た
い
。

　

思
ひ
出
で
ぬ
こ
と
な
く
、
思
ひ
恋
し
き
が
う
ち
に
、
こ
の
家
に

て
生
ま
れ
し
女
子
の
、
も
ろ
と
も
に
帰
ら
ね
ば
、
い
か
が
は
悲
し

き
。
船
人
も
、
み
な
子
た
か
り
て
の
の
し
る
。
か
か
る
う
ち
に
、

な
ほ
、
悲
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
心
知
れ
る
人
と
い
へ

り
け
る
歌
、

　

� 

生
ま
れ
し
も
帰
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
宿
に
小
松
の
あ
る
を
見
る

が
悲
し
さ

と
ぞ
い
へ
る
。

　

こ
の
�
番
歌
が
、「
い
へ
り
け
る
歌
」
と
し
て
創
出
さ
れ
た
事
情
に

関
し
て
は
、
既
に
前
稿
で
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
論
述
と
重
複
す
る
こ

と
を
、
お
断
り
し
て
お
く
。

　

土
佐
国
か
ら
帰
邸
し
て
、
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
生

ま
れ
た
「
女
子
」
が
、
一
緒
に
生
還
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
悲
嘆
は
、
任
国
で
誕
生
し
た
「
子
」
が
無
事
に
帰
京
し
て
、
群
が
り

騒
ぐ
「
船
人
」
の
歓
喜
と
対
比
し
て
叙
述
さ
れ
、
亡
児
の
母
の
孤
立
が

強
調
さ
れ
る
。

　

大
津
を
出
航
し
た
十
二
月
二
十
七
日
条
、
一
月
十
一
日
条
、
二
月
四

日
条
と
、
前
任
国
司
一
行
の
人
々
と
共
有
さ
れ
て
き
た
亡
児
逝
去
に
対

す
る
悲
嘆
は
、「
京
の
近
づ
く
喜
び
」
が
初
め
て
記
さ
れ
る
二
月
五
日

条
で
、「
あ
る
人
」
が
我
が
身
の
老
い
を
創
出
す
る
㊸
番
歌
「
今
見
て

ぞ
身
を
ば
知
り
ぬ
る
住
江
の
松
よ
り
先
に
わ
れ
は
経
に
け
り
」
以
降
、

共
有
さ
れ
な
く
な
る
。
同
九
日
条
の
「
み
や
こ
の
近
づ
く
を
喜
び
つ
つ

上
る
」
時
は
、「
人
み
な
、
船
の
と
ま
る
と
こ
ろ
に
、
子
を
抱
き
つ
つ
、

降
り
乗
り
す
」
る
だ
け
で
、
亡
児
逝
去
の
悲
嘆
を
共
有
す
る
和
歌
は
、

創
出
さ
れ
ず
、
両
日
条
と
も
に
、
母
の
創
出
歌
㊹
番
歌
「
住
江
に
」
と

�
番
歌
「
な
か
り
し
も
」
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
加
え
て
、
筆
記

者
「
女
」
も
、
五
日
条
は
、
そ
の
場
に
同
席
し
て
い
る
も
の
の
、
九
日

条
は
、
母
を
「
と
い
ひ
て
ぞ
泣
き
け
る
」
と
、
助
動
詞
「
け
り
」
を
用

い
て
叙
述
し
て
い
る（

４
）こ

と
か
ら
、
不
在
で
あ
る
よ
う
に
、
亡
児
の
母
の

孤
立
の
深
化
は
、
丹
念
に
跡
付
け
ら
れ
て
、
右
の
十
六
日
条
の
叙
述
に

至
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、筆
記
者
「
女
」
の
視
線
は
、亡
児
の
母
へ
と
絞
り
込
ま
れ
て
、

母
の
�
番
歌
は
、「
心
知
れ
る
人
」
と
、「
ひ
そ
か
に
」「
い
へ
り
け
る
」

と
い
う
方
法
で
披
露
さ
れ
、
九
日
条
に
続
け
て
「
女
」
は
不
在
で
は
あ

る
も
の
の
、「
京
の
近
づ
く
喜
び
」
が
初
め
て
記
さ
れ
た
二
月
五
日
条

以
降
で
唯
一
の
、亡
児
逝
去
の
悲
嘆
を
共
有
す
る
人
を
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
心
知
れ
る
人
」
と
は
、船
旅
を
共
に
し
た
一
行
の
人
で
は
な
く
、

任
国
に
同
行
し
な
か
っ
た
育
て
の
母
た
る
乳
母
で
あ
ろ
う
。

　

帰
邸
し
て
、
亡
児
の
逝
去
を
共
に
悼
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
生
み

の
母
と
育
て
の
母
と
い
う
、
究
極
の
肉
親
女
性
二
人
だ
け
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
実
母
が
「
悲
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
」
創
出
し
た
�
番
歌
は
、
こ

の
上
な
い
悲
嘆
と
孤
立
の
中
で
、「
ひ
そ
か
に
」
口
ず
さ
む
こ
と
以
外

の
披
露
の
方
法
を
、
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

�
番
歌
は
、
亡
児
の
母
の
悲
嘆
が
、
一
行
の
人
々
に
は
共
有
さ
れ
ず
、

育
て
の
母
た
る
乳
母
と
の
間
で
し
か
共
有
さ
れ
な
い
、
極
め
て
限
定
さ

れ
た
私
的
な
場
で
の
創
出
歌
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
既
述
し
た
和
歌

の
後
に
重
複
し
て
「
詠
む
」
を
記
す
、「
晴
」
乃
至
そ
れ
に
准
ず
る
場

で
の
創
出
歌
と
は
、
対
極
の
場
・
状
況
下
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
Ⅵ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉
の
、
和
歌
の
直
後

に
重
複
し
て
記
さ
れ
る
「
言
ふ
」
は
、
そ
の
和
歌
が
私
的
な
限
定
さ
れ

た
場
で
の
創
出
歌
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
形
式
な
の
だ
、
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　

五

　

そ
れ
で
は
、用
例
が
９
例
と
最
多
で
あ
る
Ⅱ
型
〈
詠
む 

和
歌 

言
ふ
〉

の
、
和
歌
直
前
の
「
詠
む
」
と
相
違
す
る
直
後
の
「
言
ふ
」
は
、
如
何

か
と
い
う
と
、
こ
の
形
式
が
一
般
的
、
基
本
的
な
類
型
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

　
『
土
左
日
記
』
の
創
出
歌
が
、
前
任
国
司
一
行
の
人
々
の
思
い
を
代

弁
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
瀬
茂
氏（

５
）に

指
摘
が
あ
る
。
皆
の
思
い
を
代
弁
す
る
Ⅱ
型
の
創
出
歌
は
、「
詠
む
」

と
い
う
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
さ
れ

る
の
だ
が
、
そ
の
直
後
に
重
複
し
て
記
さ
れ
る
「
言
ふ
」
は
、
そ
の
和

歌
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
は
、
Ⅱ
型
の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
重
複
し
て
記
さ

れ
る
「
言
ふ
」
の
果
た
す
具
体
的
な
役
割
、
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、和
歌
の
直
後
に
記
さ
れ
る「
言
ふ
」が
、「
と
言
ひ
つ
つ
」

と
表
現
さ
れ
る
事
例
２
例
を
手
懸
か
り
に
し
て
、
検
討
を
加
え
て
み
た

い
。

　

先
ず
、
一
月
十
一
日
条
「
人
」
⑭
番
歌
の
事
例
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。
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『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

　

こ
の
、
羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
問
ふ
童
の
つ
い
で
に
ぞ
、
ま
た
、

昔
へ
人
を
思
ひ
出
で
て
、
い
づ
れ
の
時
に
か
忘
る
る
。
今
日
は
ま

し
て
、
母
の
悲
し
が
ら
る
る
こ
と
は
。
下
り
し
時
の
人
の
数
足
ら

ね
ば
、
古
歌
に
「
数
は
足
ら
で
ぞ
帰
る
べ
ら
な
る
」
と
い
ふ
こ
と

を
思
ひ
出
で
て
、
人
の
よ
め
る
、

　

⑭ 

世
の
中
に
思
ひ
や
れ
ど
も
子
を
恋
ふ
る
思
ひ
に
ま
さ
る
思
ひ

な
き
か
な

と
い
ひ
つ
つ
な
む
。

　

羽
根
と
い
う
地
名
を
、
鳥
の
羽
根
の
よ
う
な
地
形
か
ら
名
付
け
ら
れ

た
の
か
と
問
う
、「
わ
か
き
童
」
の
存
在
を
契
機
と
し
て
、
一
行
の
人
々

は
、
夭
逝
し
た
亡
児
を
想
起
す
る
。
そ
の
時
、
亡
児
の
母
が
今
日
に
限

っ
て
、
日
頃
に
も
増
し
て
悲
嘆
を
深
め
て
い
る
の
は
、
新
編
全
集
本
の

「
亡
児
に
ま
つ
わ
る
特
定
の
忌
日
だ
っ
た
か
も
」（
28
頁
頭
注
七
）
と
い

う
指
摘
が
、
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。

　

忌
日
と
し
て
想
到
す
る
の
は
、
七
七
日
か
一
周
忌
が
一
般
的
で
あ
る

が
、
母
の
悲
嘆
の
深
さ
と
、
そ
れ
を
共
有
す
る
一
行
の
人
々
の
反
応
や
、

右
の
記
事
が
亡
児
追
憶
記
事
六
箇
所
中
の
二
箇
所
目
で
あ
る
こ
と
を
勘

案
す
る
と
、七
七
日
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
す
る
と
、
亡
児
の
逝
去
は
、
十
一
月
二
十
二
日
の
こ
と
と
な
り
、

大
津
か
ら
出
航
す
る
十
二
月
二
十
七
日
条
の
亡
児
追
憶
記
事
初
例
の
時

点
で
は
、
ま
だ
一
か
月
有
余
（
三
十
六
日
目
）
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、

一
行
の
人
々
が
帰
京
の
準
備
に
勤
し
む
中
、
亡
児
の
母
は
、
言
葉
を
失

う
程
の
深
い
悲
嘆
に
沈
ん
で
い
て
、
居
合
わ
せ
た
人
々
が
も
ら
い
泣
き

を
す
る
展
開
も
、
無
理
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
任
国
へ
の
下
向
時
、
子
供
は
亡
児
独
り
だ
け
だ
っ
た
の
で

あ
り
（
二
月
九
日
条
）、
一
行
の
人
々
共
有
の
子
供
と
し
て
、
象
徴
的

な
存
在
で
あ
っ
た
亡
児
が
、
一
緒
に
帰
京
で
き
な
い
現
実
を
踏
ま
え

て
、帰
雁
の
悲
声
に
友
を
失
っ
た
悲
嘆
を
読
み
取
る
古
歌
を
想
起
す
る
。

「
人
」
が
創
出
す
る
⑭
番
歌
「
世
の
中
に
」
は
、
亡
児
の
母
の
心
情
に

思
い
を
馳
せ
、
悲
嘆
を
共
有
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
普
段
と
は
異

な
る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
さ
れ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
創
出
歌
が
、
一
行
の
人
々
の
亡
児
の
母
に
対
す
る

深
い
思
い
遣
り
を
代
弁
し
て
い
る
こ
と
は
、
贅
言
を
要
す
ま
い
。

　

⑭
番
歌
の
直
後
の
「
と
い
ひ
つ
つ
な
む
」
は
、「
あ
る
」
と
い
う
述

語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
接
続
助
詞
「
つ
つ
」
を
、
同
じ
動
作

の
反
復
・
継
続
の
意
と
理
解
す
る
の
か
、
二
つ
の
動
作
が
並
行
し
て
行

わ
れ
る
意
と
理
解
す
る
の
か
、
二
通
り
の
解
釈
が
あ
る
。『
土
佐
日
記

全
注
釈（

６
）』

は
、「
同
じ
歌
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
口
誦
す
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
、
悲
嘆
哀
惜
の
実
情
に
添
う
も
の
と
は
い
え
な
い
」（
186
頁
）

と
指
摘
し
、「
こ
ん
な
歌
を
読
み
合
い
な
が
ら
悲
し
み
に
ひ
た
っ
て
い
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る
」（
中
田
祝
夫
氏
『
新
註
国
文
学
叢
書 

土
佐
日
記
』）
と
、「
こ
ん
な

歌
を
読
み
合
っ
て
悲
し
み
に
ひ
た
っ
て
い
る
う
ち
に
も
、
船
は
進
行
す

る
」（
萩
谷
朴
氏
『
土
佐
日
記
新
釈
』）
と
い
う
解
釈
を
引
用
し
て
い
る
。

　

当
該
作
品
中
の
和
歌
は
、
一
行
の
人
々
の
思
い
を
代
弁
す
る
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、
創
出
さ
れ
た
和
歌
は
、
創
出
者
も
含
め
た
そ
の
場
に

居
合
わ
せ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
口
ず
さ
ま
れ
る
こ
と
で
、
亡

児
に
対
す
る
悲
嘆
は
、
更
に
共
有
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
、繰
り
返
し
口
ず
さ
ま
れ
る
こ
と
は
、『
全
注
釈
』
の
指
摘
と
は
逆
に
、

「
悲
嘆
哀
惜
の
実
情
に
添
う
も
の
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、一
行
の
人
々
の
思
い
を
代
弁
す
る
Ⅱ
型
の
和
歌
９
例
中
で
、

⑭
番
歌
が
例
外
的
に
、
繰
り
返
し
口
ず
さ
ま
れ
た
理
由
を
考
え
る
と
、

「
子
を
恋
ふ
る
思
ひ
に
ま
さ
る
思
ひ
な
き
か
な
」
と
い
う
表
現
は
、
亡

児
逝
去
の
悲
嘆
の
共
有
に
留
ま
ら
な
い
普
遍
性
を
有
し
て
お
り
、
任
国

で
子
供
を
儲
け
た
人
々
に
と
っ
て
も
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
と
と
も
に
、

自
身
の
こ
と
と
し
て
も
実
感
さ
れ
、
共
感
で
き
る
内
容
で
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
二
月
九
日
条
「
あ
る
人
」
㊿
番
歌
の
事
例
は
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　

か
く
て
、
船
引
き
上
る
に
、
渚
の
院
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
見
つ
つ

行
く
。
そ
の
院
、
昔
を
思
ひ
や
り
て
み
れ
ば
、
お
も
し
ろ
か
り
け

る
と
こ
ろ
な
り
。
し
り
へ
な
る
岡
に
は
、
松
の
木
ど
も
あ
り
。
中

の
庭
に
は
、梅
の
花
咲
け
り
。
こ
こ
に
、人
々
の
い
は
く
、「
こ
れ
、

昔
、名
高
く
聞
こ
え
た
る
と
こ
ろ
な
り
」「
故
惟
喬
親
王
の
御
供
に
、

故
在
原
業
平
中
将
の
、

　
　

 

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
咲
か
ざ
ら
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら

ま
し

と
い
ふ
歌
よ
め
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
」。

　

今
、
今
日
あ
る
人
、
と
こ
ろ
に
似
た
る
歌
よ
め
り
。

　

㊾ 

千
代
経
た
る
松
に
は
あ
れ
ど
い
に
し
へ
の
声
の
寒
さ
は
変
は

ら
ざ
り
け
り

ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め
る
、

　

㊿ 

君
恋
ひ
て
世
を
経
る
宿
の
梅
の
花
む
か
し
の
香
に
ぞ
な
ほ
に

ほ
ひ
け
る

　

と
い
ひ
つ
つ
ぞ
、
み
や
こ
の
近
づ
く
を
喜
び
つ
つ
上
る
。

　

淀
川
を
遡
る
船
中
か
ら
渚
の
院
を
見
出
し
て
、
一
行
の
人
々
は
等
し

く
、
有
名
な
邸
宅
で
あ
り
、
在
原
業
平
が
惟
喬
親
王
に
随
行
し
て
、「
世

の
中
に
」
歌
を
創
出
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

そ
の
上
で
、眼
前
の
風
景
で
あ
る
院
後
方
の
岡
の「
松
の
木
ど
も
」と
、

中
庭
の
「
梅
の
花
」
と
い
う
自
然
は
、
惟
喬
親
王
と
業
平
の
時
代
と
現
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『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

在
と
で
、
不
変
で
あ
る
こ
と
を
、
㊾
番
歌
「
い
に
し
へ
の
声
の
寒
さ
は

変
は
ら
ざ
り
け
り
」、
㊿
番
歌
「
む
か
し
の
香
に
ぞ
な
ほ
に
ほ
ひ
け
る
」

と
、
二
人
の
「
あ
る
人
」
が
、
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ

ム
を
付
け
て
披
露
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
惟
喬
親
王
が
立
太
子
で
き
な

か
っ
た
政
治
的
悲
運
も
、
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
然
の

不
変
性
に
対
す
る
認
識
は
、
一
行
の
人
々
の
間
で
、
共
有
さ
れ
て
い
た

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
の
２
首
の
和
歌
の
内
、
㊿
番
歌
の
直
後
に
だ
け
、「
と
い
ひ
つ
つ
」

が
記
さ
れ
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
惟
喬
親
王
の
悲
運
と
、
親
王

に
親
炙
し
た
業
平
の
誠
意
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
眼
前
の
梅
花
に
、
時

空
を
超
え
た
自
然
の
不
変
性
を
、「
む
か
し
の
香
に
ぞ
な
ほ
に
ほ
ひ
け

る
」
と
認
識
す
る
。
そ
の
創
出
に
、
一
行
の
人
々
は
深
く
共
感
す
る
と

と
も
に
、「
君
恋
ひ
て
世
を
経
る
宿
の
梅
の
花
」
と
い
う
表
現
は
、
梅

花
が
惟
喬
親
王
を
恋
い
慕
う
意
に
留
ま
ら
ず
、
人
々
が
各
自
の
思
い
を

重
ね
て
受
容
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
普
遍
性
を
有
し
て
い
た
た
め

に
、
こ
の
創
出
歌
は
、
繰
り
返
し
口
ず
さ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
㊾
㊿
番
歌
で
繰
り
返
さ
れ
た
自
然
の
不
変
性
は
、
十
六
日

条
で
、
煌
々
と
照
る
月
明
か
り
の
も
と
、
桂
川
を
渡
る
時
も
、「
淵
瀬

さ
ら
に
変
は
ら
ざ
り
け
り
」
と
再
確
認
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
、
荒

廃
し
果
て
た
自
邸
の
確
認
を
通
し
て
、「
家
に
あ
づ
け
た
り
つ
る
人
の

心
も
、
荒
れ
た
る
な
り
け
り
」
と
人
心
の
荒
廃
、
人
事
の
移
ろ
い
易
く

頼
み
が
た
い
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

贅
言
を
要
す
ま
い
。
更
に
、
臆
断
を
述
べ
れ
ば
、
こ
の
自
然
の
不
変
性

を
強
調
す
る
裏
面
に
は
、
都
を
六
年
に
亘
っ
て
不
在
に
し
た
こ
と
に
対

す
る
不
安
や
危
惧
が
、
潜
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
⑭
㊿
番
歌
の
事
例
を
通
し
て
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、

和
歌
の
直
後
に
「
と
言
ひ
つ
つ
」
が
記
さ
れ
る
場
合
、
一
行
の
人
々
の

思
い
を
代
弁
し
て
創
出
さ
れ
、「
詠
む
」
と
い
う
方
法
で
披
露
さ
れ
た

和
歌
は
、
人
々
が
各
自
の
思
い
を
重
ね
て
受
容
で
き
る
、
普
遍
性
を
有

し
て
い
た
が
故
に
、
創
出
者
も
含
め
て
、
居
合
わ
せ
た
人
々
が
繰
り
返

し
口
ず
さ
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、「
と
言
ひ
つ
つ
」
は
表

現
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

六

　

前
節
で
検
討
を
加
え
た
、
和
歌
の
直
後
に
重
複
し
て
記
さ
れ
る
「
と

言
ひ
つ
つ
」
は
、
直
前
の
創
出
歌
だ
け
を
受
け
る
限
定
さ
れ
た
表
現
な

の
だ
が
、
直
前
の
和
歌
と
連
続
せ
ず
、「
か
く
言
ひ
つ
つ
」
と
新
た
に

文
を
書
き
起
こ
し
て
、
和
歌
を
含
め
た
直
前
の
状
況
を
踏
ま
え
る
事
例

が
２
例
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
差
異
を
考
え
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二

て
み
た
い
と
思
う
。

　

先
ず
一
月
二
十
九
日
条
「
あ
る
人
」
㉝
番
歌
の
直
後
に
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

正
月
な
れ
ば
、京
の
子
の
日
の
こ
と
い
ひ
出
で
て
、「
小
松
も
が
な
」

と
い
へ
ど
、
海
中
な
れ
ば
、
か
た
し
か
し
。
あ
る
女
の
書
き
て
出

だ
せ
る
歌
、

　

㉜ 

お
ぼ
つ
か
な
今
日
は
子
の
日
か
海
女
な
ら
ば
海
松
を
だ
に
引

か
ま
し
も
の
を

と
ぞ
い
へ
る
。海
に
て
、「
子
の
日
」の
歌
に
て
は
、い
か
が
あ
ら
む
。

ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め
る
歌
、

　

㉝ 

今
日
な
れ
ど
若
菜
も
摘
ま
ず
春
日
野
の
わ
が
漕
ぎ
わ
た
る
浦

に
な
け
れ
ば

か
く
い
ひ
つ
つ
、
漕
ぎ
行
く
。

　

伸
び
た
爪
を
切
ろ
う
と
し
て
、
日
を
確
認
す
る
と
、
丑
の
前
日
の
子

の
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
都
で
の
正
月
初
子
の
日
の
小
松
引
き
が
想

起
さ
れ
、「
あ
る
女
」
㉜
番
歌
の
創
出
と
な
る
。
船
上
で
は
小
松
引
き

が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
、「
海
女
な
ら
ば
海
松
を
だ
に
引

か
ま
し
も
の
を
」
は
、
一
行
の
人
々
の
小
松
引
き
の
代
替
措
置
に
は
な

ら
な
い
し
、心
情
の
代
弁
に
も
な
ら
な
い
こ
と
の
自
覚
に
基
づ
く
遠
慮
、

気
後
れ
か
ら
、「
書
き
て
出
だ
」
す
披
露
の
方
法
を
取
る
こ
と
に
な
る
。

　

初
子
の
小
松
引
き
（
承
平
五
年
は
一
月
五
日
）
は
、「
子
の
日
」
に
「
根

延
び
」
を
重
ね
て
、
延
命
長
寿
を
願
う
行
事
で
あ
り
、
都
に
居
住
し
て

い
れ
ば
、欠
か
す
こ
と
の
な
い
行
事
で
あ
っ
た
。そ
の
折
に
、
若
菜
を
摘

む
こ
と
も
、
併
行
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
次
の
和
歌
か
ら
知
ら
れ
る
。

　
　
　

 

子
日
に
を
と
こ
の
も
と
よ
り
、
け
ふ
は
こ
松
ひ
き
に
な
ん
ま

か
り
い
づ
る
と
い
へ
り
け
れ
ば

よ
み
人
し
ら
ず

　

 　

 

君
の
み
や
野
辺
に
小
松
を
引
き
に
ゆ
く
我
も
か
た
み
に
つ
ま
ん
わ

か
な
を（

７
）（

後
撰
集
・
春
上
・
七
）

　

こ
う
し
た
実
態
を
踏
ま
え
て
、「
あ
る
人
」
㉝
番
歌
は
、「
春
日
野
」

が
「
浦
」
に
は
な
い
の
で
、「
今
日
な
れ
ど
若
菜
も
摘
ま
ず
」
と
、「
小

松
」
は
勿
論
の
こ
と
、「
若
菜
も
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
正
月
の
恒
例
行
事
と
し
て
の
、
子
の
日
の
「
小
松
引
き
」

と
「
若
菜
摘
み
」
が
、
船
旅
故
に
実
施
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
行

の
人
々
に
と
っ
て
、
心
残
り
な
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、

直
前
の
㉝
番
歌
の
「
若
菜
」
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
て
、
二
つ

の
行
事
を
総
括
し
て
叙
述
す
る
た
め
に
、
直
前
の
和
歌
と
は
文
を
連
続

さ
せ
ず
、「
か
く
」
と
新
た
に
書
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

続
く
「
い
ひ
つ
つ
」
は
、
二
つ
の
行
事
を
実
施
で
き
な
か
っ
た
無
念
さ

が
、
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
、
相
互
間
の
遣
り
取
り
の
中
で
、
和
歌
も



一
三

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

含
め
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
口
ず
さ
ま
れ
た
こ
と
を
、
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
二
月
五
日
条
筆
記
者
「
女
」
㊶
番
歌
の
直
後
に
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

五
日
。今
日
、か
ら
く
し
て
、和
泉
の
灘
よ
り
小
津
の
泊
を
追
ふ
。

　

松
原
、
目
も
は
る
ば
る
な
り
。
こ
れ
か
れ
、
苦
し
け
れ
ば
、
よ

め
る
歌
、

　

㊶ 

行
け
ど
な
ほ
行
き
や
ら
れ
ぬ
は
妹
が
績
む
小
津
の
浦
な
る
岸

の
松
原

　

か
く
い
ひ
つ
つ
来
る
ほ
ど
に
、「
船
と
く
漕
げ
、
日
の
よ
き
に
」

と
も
よ
ほ
せ
ば
、
楫
取
、
船
子
ど
も
に
い
は
く
、「
御
船
よ
り
、

仰
せ
給
ぶ
な
り
。
朝
北
の
、
出
で
来
ぬ
先
に
、
綱
手
は
や
引
け
」

と
い
ふ
。

　

和
泉
の
灘
か
ら
小
津
に
到
る
海
岸
は
、「
松
原
、目
も
は
る
ば
る
な
り
」

と
、
松
原
が
延
々
と
続
き
、
水
夫
が
懸
命
に
曳
船
し
て
も
、
岸
辺
の
風

景
に
変
化
は
生
じ
ず
、
船
の
進
捗
を
実
感
で
き
な
い
。
一
行
の
人
々
皆

が
抱
く
閉
塞
感
、
精
神
的
苦
痛
を
、
筆
記
者
「
女
」
は
、
㊶
番
歌
「
行

け
ど
な
ほ
行
き
や
ら
れ
ぬ
」
と
創
出
す
る
。「
妹
が
績
む
」
は
、「
小
津
」

の
「
小
」
に
掛
け
た
「
麻
」
に
係
る
枕
詞
で
あ
り
、
表
現
技
巧
が
見
ら

れ
る
。

　

そ
の
直
後
の
「
か
く
」
は
、
直
前
の
㊶
番
歌
「
小
津
」
に
地
域
が
限

定
さ
れ
る
の
を
回
避
し
つ
つ
、
松
原
が
果
て
し
な
く
続
い
て
岸
辺
の
風

景
は
変
化
せ
ず
、船
の
進
捗
を
実
感
で
き
な
い
状
況
を
踏
ま
え
て
お
り
、

「
い
ひ
つ
つ
」
は
、
人
々
相
互
間
の
遣
り
取
り
の
中
で
、
㊶
番
歌
も
含

め
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
口
ず
さ
ま
れ
た
こ
と
を
、
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、
直
前
の
和
歌
に
連
続
す
る
表
現
「
と
言

ひ
つ
つ
」
は
、そ
の
行
動
が
直
前
の
和
歌
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

直
前
の
和
歌
と
断
絶
す
る
表
現
「
か
く
言
ひ
つ
つ
」
は
、
直
前
の
状
況

を
総
括
的
に
把
握
し
た
上
で
、
人
々
相
互
間
の
遣
り
取
り
の
中
で
、
そ

の
和
歌
も
含
め
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
口
ず
さ
ま
れ
た
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
間
に
は
、
そ
う
し
た
差
異
が
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

七

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
和
歌
の
直
後
の
重
複
す
る

「
詠
む
」「
言
ふ
」
と
い
う
語
は
、
如
何
な
る
具
体
的
な
状
況
を
表
現
し

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

先
ず
、Ⅱ
型
〈
詠
む 

和
歌 

言
ふ
〉
の
和
歌
直
後
の
「
言
ふ
」
の
内
、

五
節
で
未
検
討
の
事
例
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。



一
四

　

既
述
し
た
よ
う
に
、「
と
言
ひ
つ
つ
」
が
、
人
々
の
思
い
を
代
弁
す

る
創
出
歌
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
共
感
し
、
和
歌
創
出
者

も
含
め
て
、
繰
り
返
し
口
ず
さ
む
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
以
上
、
Ⅱ
型
の
和
歌
直
後
の
「
言
ふ
」
も
、
創
出
さ
れ
た
和
歌
を
確

認
す
る
た
め
に
、
口
ず
さ
む
こ
と
を
意
味
す
る
語
だ
と
は
、
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
、
未
検
討
の
７
例
の
中
か
ら
、
二
月

五
日
条
「
あ
る
童
」
㊷
番
歌
の
事
例
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
今
日
、
波
な
立
ち
そ
」
と
、
人
々
ひ
ね
も
す
に
祈
る
し
る
し

あ
り
て
、
風
波
立
た
ず
。
今
し
、
か
も
め
群
れ
ゐ
て
、
遊
ぶ
と
こ

ろ
あ
り
。
京
の
近
づ
く
喜
び
の
あ
ま
り
に
、あ
る
童
の
よ
め
る
歌
、

　

㊷ 

祈
り
来
る
風
間
と
思
ふ
を
あ
や
な
く
も
か
も
め
さ
へ
だ
に
波

と
見
ゆ
ら
む

と
い
ひ
て
行
く
あ
ひ
だ
に
、
石
津
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
松
原
お
も
し

ろ
く
て
、
浜
辺
遠
し
。

　

一
行
の
人
々
の
祈
念
が
神
仏
に
通
じ
て
、
風
は
吹
か
ず
、
波
も
立
た

な
い
凪
い
だ
海
面
に
、鴎
が
群
が
り
集
ま
る
様
子
を
、「
あ
る
童
」は
、「
か

も
め
さ
へ
だ
に
波
と
見
ゆ
ら
む
」
と
創
出
す
る
。
こ
の
鴎
を
波
に
見
立

て
る
こ
と
を
、
新
編
全
集
本
は
、「
幼
稚
な
趣
向
を
詠
む
こ
と
も
、
京

に
近
づ
く
喜
び
の
あ
ま
り
の
振
舞
と
し
て
な
ら
ば
認
め
ら
れ
る
」（
46

頁
頭
注
一
）
と
付
注
す
る
が
、
問
題
は
、「
幼
稚
な
趣
向
」
に
あ
る
の

で
は
あ
る
ま
い
。
出
航
を
不
可
能
に
す
る
不
吉
な
「
波
」
に
見
立
て
る

こ
と
は
、
本
来
禁
句
で
あ
る
筈
な
の
に
、
そ
れ
を
和
歌
に
創
出
し
て
も
、

咎
め
立
て
さ
れ
な
い
の
は
、「
京
の
近
づ
く
喜
び
」
が
基
盤
に
あ
る
か

ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

前
日
の
四
日
条
で
は
、
楫
取
の
天
候
判
断
の
錯
誤
か
ら
、「
ひ
ね
も

す
に
波
風
立
た
ず
」
と
い
う
、
出
航
日
和
を
無
為
に
過
ご
し
た
無
念
さ

が
、「
こ
の
楫
取
は
、
日
も
え
は
か
ら
ぬ
か
た
ゐ
な
り
け
り
」
と
い
う
、

辛
辣
な
批
判
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
強
い
「
望
京
」

の
思
い
に
裏
打
ち
さ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
一
行
の
人
々
は
、
一

日
も
早
い
帰
京
を
切
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
の
に
、
何
故
に
翌
五
日
条
か
ら
、
突
如
と
し
て
「
京
の
近
づ

く
喜
び
」
が
記
さ
れ
、「
あ
る
童
」
の
鴎
を
「
波
」
に
見
立
て
る
禁
句
が
、

咎
め
立
て
さ
れ
な
い
の
か
を
考
え
る
と
、
㊷
番
歌
が
創
出
さ
れ
た
場
所

は
、「
石
津
」
の
手
前
で
あ
り
、「
小
津
」
を
詠
み
込
む
㊶
番
歌
「
行
け

ど
な
ほ
」
の
直
後
に
、「
か
く
い
ひ
つ
つ
来
る
ほ
ど
に
」
と
記
さ
れ
て
、

船
の
進
航
が
明
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、「
小
津
」
の
先
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

　
「
小
津
」
に
つ
い
て
は
、「
大
阪
府
泉
南
市
男
里
（
村
瀬
氏
）。
通
説

は
大
津
と
す
る
」（
日
本
古
典
集
成
本
39
頁
、
頭
注
八
）、「
大
阪
府
泉

大
津
市
大
津
か
。出
発
点
を
到
着
点
と
誤
っ
た
と
す
る
説
は
と
ら
な
い
」



一
五

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
25
頁
、
脚
注
二
〇
）、「
大
阪
府
泉
大
津
市

の
大
津
と
さ
れ
る
。
出
発
地
を
到
着
地
と
誤
っ
た
（
村
瀬
敏
夫
）
と
も
」

（
新
編
全
集
本
45
頁
、
頭
注
一
四
）
と
、
付
注
さ
れ
て
い
る
。
通
説
は

「
大お

ほ

津つ

」
だ
が
、「
を
つ
」
と
い
う
表
記
と
の
齟
齬
を
如
何
に
理
解
す
る

の
か
、
疑
問
は
氷
解
し
て
い
な
い
。

　

前
任
国
司
一
行
の
人
々
が
、
和
泉
国
到
着
を
切
望
し
て
い
た
こ
と
は
、

「
二
十
二
日
に
、
和
泉
の
国
ま
で
と
平
ら
か
に
願
立
つ
」（
十
二
月
）、「
今

は
和
泉
の
国
に
来
ぬ
れ
ば
、
海
賊
も
の
な
ら
ず
」（
一
月
三
十
日
）
に
明

ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
二
月
一
日
は
、「
和
泉
の
灘
」
を
出
発
し
て
、「
黒

崎
の
松
原
」「
箱
の
浦
」
を
通
過
し
、
そ
の
先
の
某
所
に
停
泊
し
て
い
る
。

そ
の
地
点
を
、
村
瀬
敏
夫
氏
は
、『
和
泉
志
』「
雄
ノ
水
門

男
里
村
。
一
作
呼
唹

湊
。
又
男
津
。
又
男
泊
。」

を
根
拠
に
、「
男
津
」
を
現
在
の
泉
南
市
男
里
と
推
定
さ
れ
て
い
る

（
400
頁
）。
こ
れ
は
、『
延
喜
式
』
巻
二
十
八
「
和
泉
国
駅
」「
呼
唹
」
の

港
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
月
「
一
日
の
到
着
点
で
あ
る
男
津
が
貫
之

の
不
注
意
に
よ
っ
て
、五
日
の
到
着
点
と
し
て
記
さ
れ
た
」（
401
頁
）
と
、

解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

土
佐
国
内
を
移
動
す
る
船
旅
当
日
の
目
的
地
は
、
次
の
よ
う
に
明
示

さ
れ
て
い
る
。

　

・
大
津
よ
り
浦
戸
を
指
し
て
漕
ぎ
出
づ
。（
十
二
月
二
十
七
日
）

　

・
浦
戸
よ
り
漕
ぎ
出
で
て
、
大
湊
を
追
ふ
。（
同
二
十
八
日
）

　

・ 

九
日
の
つ
と
め
て
、
大
湊
よ
り
、
奈
半
の
泊
を
追
は
む
と
て
、
漕

ぎ
出
で
け
り
。（
一
月
）

　

・
暁
に
船
を
出
だ
し
て
、
室
津
を
追
ふ
。（
同
十
一
日
）

　

そ
れ
が
阿
波
国
以
降
、「
昨
夜
の
泊
よ
り
、異
泊
を
追
ひ
て
行
く
」（
一

月
二
十
二
日
）
の
よ
う
に
、
明
示
さ
れ
な
く
な
り
、
三
十
日
条
は
「
阿

波
の
水
門
を
わ
た
る
」、「
沼
島
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
過
ぎ
て
、
た
な
川
と

い
ふ
と
こ
ろ
を
わ
た
る
」「
和
泉
の
灘
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
到
り
ぬ
」
と
、

具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
月
五
日
条
に
再
び
、「
今
日
、

か
ら
く
し
て
、
和
泉
の
灘
よ
り
小
津
の
泊
を
追
ふ
」
と
明
示
さ
れ
る
の

だ
が
、
出
発
地
の
「
和
泉
の
灘
」
は
、
一
日
条
の
「
和
泉
の
灘
と
い
ふ

と
こ
ろ
よ
り
出
で
て
、
漕
ぎ
行
く
」
と
同
一
で
あ
る
。
加
え
て
、
五
日

条
で
記
さ
れ
る
地
名
の
「
小
津
」
は
、
当
日
の
終
着
地
で
は
な
く
、
一

行
の
船
は
「
石
津
」
を
通
過
し
、「
住
吉
の
わ
た
り
」
の
先
の
「
澪
標

の
も
と
」
に
停
泊
し
て
い
る
。
こ
の
混
乱
を
如
何
に
理
解
し
た
ら
よ
い

の
か
、
疑
問
は
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

一
日
条
に
記
さ
れ
る
地
名
「
黒
崎
の
松
原
」
は
、「
と
こ
ろ
の
名
は

黒
く
、
松
の
色
は
青
く
…
…
五
色
に
い
ま
一
色
ぞ
足
ら
ぬ
」、「
箱
の
浦
」

は
、
㉟
番
歌
「
た
ま
く
し
げ
箱
の
浦
波
立
た
ぬ
日
は
」
の
よ
う
に
、
直

後
の
地
の
文
や
和
歌
の
表
現
と
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ

ば
、
直
後
の
表
現
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
地
名
は
、
記
さ
れ
な
い
の
だ



一
六

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
五
日
条
の
「
小
津
」
も
ま
た
、
㊶
番
歌
「
妹

が
績
む
小
津
の
浦
な
る
岸
の
松
原
」
と
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、「
京
の
近
づ
く
喜
び
」
が
記
さ
れ
た
地
点
は
、「
小
（
男
）

津
」
と
「
石
津
」
の
間
に
あ
る
の
で
あ
り
、
両
者
間
に
存
在
し
て
、
一

行
の
人
々
に
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
惹
起
す
る
重
要
な
拠
点
と
し
て
想

起
さ
れ
る
の
は
、
和
泉
国
府
の
置
か
れ
て
い
た
「
大
津
」
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る（

８
）。

　

こ
こ
は
既
に
畿
内
で
あ
り
、
都
の
文
化
の
及
ぶ
圏
内
で
あ
っ
た
。
そ

の
安
堵
感
、
安
心
感
が
「
京
の
近
づ
く
喜
び
」
と
な
り
、
鴎
を
「
波
」

に
見
立
て
る
禁
句
の
㊷
番
歌
創
出
も
、
咎
め
立
て
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ

と
思
う
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
南
海
道
を
南
に
下
っ
て
遠
出

し
た
時
の
限
界
点
が
、
和
泉
国
の
国
府
の
あ
る
「
大
津
」
で
あ
っ
た
と

考
え
る
の
で
あ
る（

９
）。

　

こ
う
し
て
、「
あ
る
童
」
の
不
吉
な
禁
句
を
含
む
創
出
歌
は
、
普
段

と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

㊷
番
歌
の
直
後
の
「
と
い
ひ
て
」
は
、
創
出
し
た
童
自
身
を
主
と
し
つ

つ
、そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
も
ま
た
、「
京
の
近
づ
く
喜
び
」
故
に
、

一
回
的
に
創
出
歌
を
口
ず
さ
ん
で
確
認
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、Ⅱ
型
〈
詠
む 

和
歌 

言
ふ
〉
の
和
歌
直
後
の
「
言
ふ
」

は
、
創
出
者
と
と
も
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
、
創
出
さ
れ

た
和
歌
を
、
一
回
的
に
口
ず
さ
ん
で
確
認
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
語
な

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

八

　

次
に
、
和
歌
の
直
後
に
「
詠
む
」
が
重
複
し
て
記
さ
れ
る
Ⅰ
型
〈
詠

む 

和
歌 

詠
む
〉・
Ⅴ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

詠
む
〉
と
、「
言
ふ
」
が
重
複

し
て
記
さ
れ
る
Ⅵ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み

た
い
。

　

先
ず
、
Ⅰ
型
と
Ⅴ
型
の
和
歌
の
直
後
に
「
詠
む
」
が
重
複
し
て
記
さ

れ
る
の
は
、「
晴
」
の
場
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る
場
で
の
創
出
歌
の
形
式

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、二
・
三
節
で
既
述
し
た
通
り
で
あ
る
。で
は
、

こ
の
重
複
す
る
「
詠
む
」
は
、
創
出
歌
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
こ
と

を
、
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
、
Ⅰ
型

の
事
例
と
し
て
は
、
一
月
二
十
六
日
条
「
あ
る
女
の
童
」
㉘
番
歌
を
通

し
て
、
考
え
て
み
た
い
。

　

既
述
し
た
よ
う
に
、「
手
向
」
す
る
所
で
、
船
の
安
全
を
祈
願
す
る

楫
取
は
、
船
中
か
ら
「
ち
ふ
り
の
神
」
に
奉
幣
す
る
。
そ
の
幣
は
、
船

の
進
行
方
向
の
東
に
散
り
、
順
風
の
追
い
風
が
吹
き
続
け
る
よ
う
、「
御

船
す
み
や
か
に
漕
が
し
め
た
ま
へ
」
と
、
楫
取
は
誓
願
す
る
。



一
七

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

　

こ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
「
あ
る
女
の
童
」
は
、
㉘
番
歌
「
幣
の
追
風

や
ま
ず
吹
か
な
む
」
と
、
楫
取
と
同
趣
旨
の
こ
と
を
、
普
段
と
は
異
な

る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
す
る
。
こ
の
和
歌
は
、「
ち

ふ
り
の
神
」
に
対
す
る
奉
納
和
歌
と
し
て
、
奉
幣
と
同
等
の
機
能
を
果

た
す
と
と
も
に
、一
行
の
人
々
の
切
実
な
願
望
を
代
弁
す
る
役
割
を
も
、

果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

楫
取
の
「
ち
ふ
り
の
神
」
に
対
す
る
奉
幣
は
、
船
旅
の
安
全
を
祈
願

す
る
重
要
な
〈
晴
〉
の
儀
式
で
あ
り
、「
あ
る
女
の
童
」
の
和
歌
も
ま
た
、

楫
取
と
同
様
に
、
船
旅
の
安
寧
を
祈
願
し
て
「
ち
ふ
り
の
神
」
に
奉
納

す
る
〈
晴
〉
の
奉
納
和
歌
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

そ
の
和
歌
が
披
露
さ
れ
た
直
後
の
「
詠
む
」
は
、
和
歌
創
出
の
当
事

者
で
あ
る
「
あ
る
女
の
童
」
は
、
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ

た
人
々
も
、
同
じ
思
い
を
抱
い
て
、
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、

リ
ズ
ム
を
付
け
て
㉘
番
歌
を
再
確
認
し
、「
ち
ふ
り
の
神
」
に
祈
願
し

た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
に
、
Ⅴ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

詠
む
〉
の
、
唯
一
の
事
例
で
あ
る
一
月

七
日
条
「
あ
る
人
の
子
の
童
」
⑨
番
歌
に
つ
い
て
は
、
童
の
返
歌
の
創

出
を
訝
し
が
る
人
々
の
繰
り
返
さ
れ
る
詰
問
に
、
精
神
的
威
圧
を
感
じ

る
と
と
も
に
、
強
引
に
披
露
さ
せ
ら
れ
る
極
度
の
精
神
的
圧
迫
を
受
け

る
状
況
下
で
は
、
普
段
通
り
の
方
法
で
創
出
歌
を
披
露
す
る
こ
と
は
、

困
難
で
あ
り
、「
言
ふ
」
と
い
う
口
ず
さ
む
方
法
で
披
露
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
聞
き
取
り
得
た
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人

は
、予
想
外
の
秀
歌
を
「
詠
む
」
─
─
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、

リ
ズ
ム
を
付
け
て
披
露
す
る
─
─
と
い
う
方
法
で
、
周
囲
の
人
々
に
伝

達
、
披
露
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
和
歌
の
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」
は
、
和
歌
創
出
者

自
身
が
再
確
認
す
る
と
と
も
に
（
状
況
的
に
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い

⑨
番
歌
を
除
く
）、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
も
ま
た
（
㉓
番
歌
の
、

仲
麻
呂
と
の
送
別
の
宴
に
参
加
し
た
唐
の
友
人
達
を
除
く
）、
創
出
歌

を
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、
リ
ズ
ム
を
付
け
て
再
確
認
す
る
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
、Ⅵ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉
の
、和
歌
直
後
に
「
言

ふ
」
が
重
複
す
る
二
月
十
六
日
条
「
亡
児
の
母
」
�
番
歌
は
、
私
的
な

限
定
さ
れ
た
場
で
の
創
出
歌
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
形
式
で
あ
る
こ

と
、
四
節
で
既
述
し
た
通
り
な
の
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
、
帰
邸
時
、
亡
児
の
逝

去
を
共
に
悼
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、生
み
の
母
と
育
て
の
母
と
い
う
、

究
極
の
肉
親
女
性
二
人
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
母
が
「
悲
し
き
に

堪
へ
ず
し
て
」
創
出
し
た
�
番
歌
は
、「
ひ
そ
か
に
」
口
ず
さ
む
以
外



一
八

の
披
露
の
方
法
を
、
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
し
て
創
出
・
披
露
さ
れ
た
和
歌
を
、
創
出
者
で
あ
る
実
母
自
身
が

再
度
口
ず
さ
ん
で
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
場
に
唯
独
り
居
合
わ
せ

た
育
て
の
母
た
る
乳
母
も
ま
た
、
悲
嘆
に
う
ち
拉
が
れ
な
が
ら
、
同
じ

思
い
を
抱
い
て
口
ず
さ
み
、
悲
嘆
を
共
有
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
表

現
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

九

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
、
結
語
と
し
た
い
。

　

和
歌
の
直
後
に
重
複
し
て
記
さ
れ
る「
詠
む
」「
言
ふ
」に
つ
い
て
は
、

Ⅱ
型〈
詠
む 

和
歌 

言
ふ
〉が
一
般
的
、基
本
的
な
類
型
で
あ
り
、「
詠
む
」

が
重
複
し
て
記
さ
れ
る
Ⅰ
型
〈
詠
む 

和
歌 

詠
む
〉
と
、
Ⅴ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

詠
む
〉
に
つ
い
て
は
、「
晴
」
の
場
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る
場
で
創

出
さ
れ
た
和
歌
で
あ
る
こ
と
を
、
表
現
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と
。
そ
し

て
、
Ⅵ
型
〈
言
ふ 

和
歌 

言
ふ
〉
に
つ
い
て
は
、
私
的
な
限
定
さ
れ
た

場
で
創
出
さ
れ
た
和
歌
で
あ
る
こ
と
を
、
表
現
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
。

　

ま
た
、
和
歌
の
直
後
に
重
複
し
て
記
さ
れ
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
が

表
現
す
る
具
体
的
な
実
態
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
型
⑭
㊿
番
歌
の
和
歌
に
連

続
す
る
「
と
言
ひ
つ
つ
」
を
手
懸
か
り
に
し
て
、
Ⅱ
型
と
Ⅵ
型
の
直
後

の
「
言
ふ
」
は
、
創
出
者
と
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
、
創
出
歌

を
再
確
認
す
る
た
め
に
、
口
ず
さ
む
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
。
そ

し
て
、
Ⅰ
型
と
Ⅴ
型
の
和
歌
直
後
の
「
詠
む
」
は
、
創
出
者
と
そ
の
場

に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
、
創
出
歌
を
普
段
と
は
異
な
る
発
声
方
法
で
、

リ
ズ
ム
を
付
け
て
再
確
認
す
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
て
み

た
。
大
方
の
御
批
正
を
仰
ぎ
た
く
思
う
。

　

尚
、
和
歌
の
前
後
で
「
詠
む
」「
言
ふ
」
が
重
複
す
る
事
例
を
、
他

作
品
に
求
め
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
に
12
例
（
前
後
に
「
詠
む
」
11
例
、

直
前
に
「
詠
む
」
直
後
に
「
言
ふ
」
１
例
）、『
大
和
物
語
』
に
21
例
（
前

後
に
「
詠
む
」
10
例
、
前
後
に
「
言
ふ
」
４
例
、
直
前
に
「
詠
む
」
直

後
に
「
言
ふ
」
５
例
、直
前
に
「
言
ふ
」
直
後
に
「
詠
む
」
２
例
）、『
平

中
物
語
』
に
６
例
（
前
後
に
「
言
ふ
」）
が
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
歌
物
語
で
は
、
和
歌
が
披
露
さ
れ
る
場
を
、
具
体
的
に
記

す
事
例
も
あ
れ
ば
、
全
知
的
視
点
に
立
っ
て
、
登
場
人
物
間
の
交
流
の

顛
末
を
、
和
歌
の
遣
り
取
り
を
通
し
て
描
出
す
る
事
例
も
あ
っ
て
、『
土

左
日
記
』
の
よ
う
に
、
日
次
の
形
式
を
取
り
、
日
を
跨
ぐ
こ
と
な
く
、

和
歌
が
披
露
さ
れ
る
場
を
具
体
的
に
書
き
記
し
て
い
る
事
例
に
限
定
さ

れ
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
創
出
さ
れ
た
和
歌
が
、
そ
の
場
に
居
合
わ

せ
た
人
々
皆
の
思
い
を
、
常
に
代
弁
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
訳
で



一
九

『
土
左
日
記
』
和
歌
直
後
の
重
複
す
る
「
詠
む
」「
言
ふ
」
に
つ
い
て

も
な
い
。
そ
れ
故
に
、『
土
左
日
記
』
で
確
認
し
た
重
複
の
事
例
の
検

討
結
果
が
、
そ
の
ま
ま
他
作
品
の
事
例
に
転
用
で
き
る
訳
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
意
味
で
、『
土
左
日
記
』
の
事
例
は
、
独
自
の
表
現
な
の
で

あ
り
、
他
作
品
の
場
合
は
、
個
別
の
具
体
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
て
置
く
。

                                                                          

註（
１
） 

拙
稿
「『
土
左
日
記
』「
言
ふ
」
歌
の
再
検
討
─
─
「
詠
む
」
歌

と
の
差
異
に
つ
い
て
」（『
日
記
文
学
研
究
誌
』
第
23
号　

二
〇

二
一
年
七
月
）

（
２
） 

竹
内
理
三
氏
「
土
佐
国
に
赴
任
す
る
の
記
」（「
日
本
古
典

評　

釈

全
注
釈

叢
書　

月
報
６
」『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
角
川
書
店　

一
九
六

七
年
八
月
）
は
、「『
延
喜
式
』
で
は
、
土
佐
国
と
京
と
の
連
絡

は
、
陸
路
で
も
水
路
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
」（
３
頁
）
の

だ
が
、「
土
佐
日
記
の
か
き
ぶ
り
か
ら
み
る
と
、
貫
之
の
往
路
は
、

陸
路
に
よ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
何
と
な
く
想
像

0

0

さ
れ
る
」
と

指
摘
さ
れ
、
竹
村
義
一
氏
『
土
佐
日
記
の
地
理
的
研
究　

土
佐

国
篇
』（
笠
間
書
院　

一
九
七
七
年
四
月
）
249
頁
と
、
村
瀬
敏

夫
氏
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社　

一
九
八
一
年
一
一
月
）

368
頁
は
、
こ
れ
を
追
認
さ
れ
て
い
る
。

（
３
） 「
船
君
」
と
「
船
の
長
し
け
る
翁
」
が
別
人
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
は
、
註
（
１
）
拙
稿
の
注
４
で
指
摘
し
た
。

（
４
） 

助
動
詞
「
け
り
」
の
研
究
史
と
「
過
去
助
動
詞
の
理
論
的
モ
デ

ル
」
に
つ
い
て
は
、
井
島
正
博
氏
『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現

の
研
究
』（
ひ
つ
じ
書
房　

二
〇
一
一
年
二
月
）
が
詳
し
い
。

だ
が
、「
け
り
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
中
西
宇
一
氏
「
助
動

詞
「
け
り
」
の
間
接
性
」（『
女
子
大
国
文
』
第
30
号　

一
九
六

三
年
六
月
）
が
「
伝
聞
し
た
こ
と
が
ら
を
、
話
手
は
そ
れ
を
確

か
な
も
の
と
し
て
主
観
的
に
把
握
し
、
か
か
る
主
観
的
な
把
握

に
お
い
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
聞
き
知
っ
て
い
る
こ
と
自
ら
の
理

解
し
た
こ
と
と
し
て
（
自
ら
そ
の
責
任
を
も
っ
て
）
述
べ
る
、

す
な
わ
ち
、
伝
聞
事
実
の
主
観
的
な
把
握
に
お
い
て
、
話
手
自

ら
の
責
任
に
お
い
て
語
る
も
の
と
し
て
述
べ
る
」（
15
頁
）
も

の
と
指
摘
さ
れ
る
理
解
に
従
っ
て
お
く
。

（
５
） 

渡
瀬
茂
氏
「『
土
左
日
記
』
の
「
あ
る
人
」
に
つ
い
て
─
─
作

中
歌
詠
者
設
定
の
一
問
題
」（『
平
安
文
学
研
究
』
第
68
輯　

一

九
八
二
年
一
二
月
）。
尚
、
氏
は
、
前
任
国
司
一
行
の
人
々
の

思
い
を
「
代
表
」
し
て
和
歌
が
創
出
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、

「
代
表
」
と
い
う
語
に
は
、
集
団
の
中
で
特
に
優
れ
た
人
物
と

い
う
意
も
包
含
さ
れ
得
る
の
で
、「
代
弁
」
と
い
う
語
に
置
換



二
〇

し
て
論
述
す
る
。

（
６
） 

萩
谷
朴
氏
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店　

一
九
六
七
年

八
月
）

（
７
）
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
依
っ
た
。

（
８
） 『
更
級
日
記
』
に
、「
冬
に
な
り
て
上
る
に
、
大
津
と
い
ふ
浦
に

舟
に
乗
り
た
る
に
、
そ
の
夜
、
雨
風
、
岩
も
動
く
ば
か
り
降
り

ふ
ぶ
き
て
、
雷
さ
へ
な
り
て
と
ど
ろ
く
に
、
波
の
た
ち
く
る
音

な
ひ
、
風
の
吹
き
ま
ど
ひ
た
る
さ
ま
、
お
そ
ろ
し
げ
な
る
こ
と
、

命
か
ぎ
り
つ
と
思
ひ
ま
ど
は
る
。
岡
の
上
に
舟
を
引
き
上
げ
て

夜
を
明
か
す
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
353
頁
）
と
、

荒
天
で
出
航
を
取
り
止
め
た
の
だ
が
、「
五
六
日
」
後
、「
国
の

人
々
集
ま
り
来
て
、「
そ
の
夜
こ
の
浦
を
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

石
津
に
着
か
せ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
、
や
が
て
こ
の
御
舟
な
ご

り
な
く
な
り
な
ま
し
」
な
ど
い
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
和
泉

守
在
任
中
の
兄
定
義
の
命
令
で
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
国
庁
の

役
人
の
発
言
か
ら
、大
津
と
石
津
の
位
置
関
係
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

（
９
） 

山
陽
道
を
西
に
下
っ
た
時
の
限
界
点
は
、
光
源
氏
が
朝
廷
に
官

位
を
返
上
し
て
赴
い
た
、
畿
内
摂
津
国
の
西
端
「
須
磨
」
で
あ

っ
た
ろ
う
。

　
　

 

こ
の
こ
と
は
、『
竹
取
物
語
』
で
、
筑
紫
の
海
で
の
龍
の
首
の

玉
の
入
手
に
失
敗
し
た
大
伴
御
行
の
船
が
、
三
四
日
続
く
順
風

で
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、「
須
磨
」
と
隣
接
す
る
畿
外
の
「
播

磨
の
明
石
の
浜
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
理
解
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。（

そ
ね
・
せ
い
い
ち
／
日
本
文
学
科
特
任
教
授
）


