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和
泉
式
部
の
「
露
」
の
歌　

―
無
常
を
詠
む

金　

子　

紀　

子

一　

は
じ
め
に

和
泉
式
部
の
歌
に
は
「
無
常
」
を
詠
む
歌
が
多
い
と
い
う
指
摘
が
既
に
あ
る
。
ま
た
、
和
泉
式
部
は
「
露
」
の
歌
を
多
く
詠
ん
で
い

る
。
こ
の
、
一
瞬
で
消
え
る
は
か
な
い
も
の
と
し
て
古
来
か
ら
詠
ま
れ
て
き
た
歌
材
「
露
」
を
ど
う
詠
み
込
ん
で
い
る
か
、
そ
の
歌
い
方

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
和
泉
式
部
の
歌
の
「
無
常
」
表
現
の
一
つ
の
面
を
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
露
」
は
自
然
の
景
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
万
葉
集
の
時
代
か
ら
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
古
今
集
の
仮
名
序
に
は
「
か
く
て
ぞ
、
花
を

賞
で
、
鳥
を
羨
み
、
霞
を
哀
れ
び
、
露
を
悲
し
ぶ
心
、
言
葉
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
成
り
に
け
る
」
と
あ
り
、
三
十
一
文
字
の
歌
の
形
が
定

ま
っ
た
あ
と
の
歌
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
類
例
と
し
て
、
事
物
「
露
」
が
あ
げ
ら
れ
、「
悲
し
ぶ
」
と
い
う
心
の
要
素
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、

花
鳥
同
様
に
和
歌
の
型
の
例
と
さ
れ
て
い
る
。「
露
」
は
和
歌
を
詠
む
に
あ
た
り
、
感
興
を
得
る
歌
材
と
し
て
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
渡
部
泰
明
氏
は
、
歌
こ
と
ば
の
「
露
」
は
、
主
に
秋
に
用
い
ら
れ
、
草
木
の
上
に
置
く
用
例
が
多
く
、

光
る
こ
と
か
ら
玉
に
見
立
て
ら
れ
、
ま
た
、
草
葉
を
紅
葉
さ
せ
る
も
の
で
、
比
喩
と
し
て
は
涙
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
「
露
と
涙
が

交
錯
し
、
重
な
り
合
っ
て
、
景
情
一
致
の
情
景
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
真
骨
頂
が
あ
ろ
う
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
露
は
消
え
や
す

い
も
の
で
あ
る
か
ら
は
か
な
い
も
の
に
喩
え
ら
れ
、「
蝉
丸
が
詠
ん
だ
と
い
う
、『
秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
末
ご
と
に
置
く
白
露
の
あ
は
れ
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世
の
中
』（
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
八
五
〇
）
は
、
葉
末
の
白
露
に
こ
の
世
の
無
常
が
突
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
。『
露
の
命
』『
露
の
身
』

と
い
う
連
語
の
場
合
の
露
も
同
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
背
負
う
」
と
す
る

）
1

（
注

。

勅
撰
集
に
お
い
て
「
露
」
の
語
を
詠
ん
だ
歌
は
主
に
秋
部
に
多
い
。
古
今
集
で
は
「
露
」
の
歌
四
十
四
首
の
う
ち
十
九
首
、
後
撰
集
八

十
九
首
の
う
ち
実
に
四
十
八
首
が
秋
部
に
あ
る
。
拾
遺
集
で
は
五
十
首
の
う
ち
八
首
、
後
拾
遺
集
は
四
十
一
首
の
う
ち
二
十
一
首
が
秋
部

（
拾
遺
集
は
雑
秋
を
含
む
）
で
あ
る
。
一
方
で
「
露
」
歌
は
恋
歌
、
離
別
、
哀
傷
、
雑
に
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
部
立
で
も
秋
の
景
物
と

共
に
詠
ま
れ
る
形
が
多
い
の
で
、
や
は
り
「
露
」
は
秋
の
景
物
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
夏
の
「
露
」
の
歌
も
数
は
少

な
い
が
、
各
集
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
三
集
及
び
後
拾
遺
集
の
秋
部
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
露
と
い
う
景
物
は
基
本
的
に
は
秋
の
美
を
詠
う
も
の
で
、
植
物
と
と
も

に
詠
む
、
涙
の
た
と
え
、
白
露
・
玉
と
み
る
、
袖
・
袂
な
ど
と
詠
む
と
い
っ
た
類
型
は
古
今
集
以
来
同
じ
で
あ
る
。
組
み
合
わ
さ
れ
る
素

材
で
は
、
萩
は
三
集
と
も
見
ら
れ
、
後
の
後
拾
遺
集
が
最
も
多
い
。
草
、
草
葉
（
草
葉
に
置
く
露
）、
女
郎
花
、
行
事
と
の
組
み
合
わ
せ

で
菊
も
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、
露
は
木
々
の
木
の
葉
を
染
め
る
と
い
う
発
想
か
ら
、
特
に
古
今
集
で
は
「
木
の
葉
」「
木
々
」「
木
の
下
」
と

の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
、
ま
た
、「
あ
き
の
野
」「
秋
の
夜
」
と
露
の
組
み
合
わ
せ
は
四
集
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
後
拾
遺
集
で
は
、

浅
茅
・
荻
な
ど
新
し
い
組
み
合
わ
せ
も
あ
る
が
、
露
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
歌
は
少
な
く
、
自
身
の
感
興
を
詠
む
歌
が
多
く
見
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
「
露
」
は
多
く
は
秋
に
関
わ
っ
て
歌
わ
れ
、
ま
た
露
そ
の
も
の
を
歌
う
と
き
は
、
透
明
で
光
る
美
し
い
も
の
と
し
て

「
玉
」
に
喩
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
露
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
（
萩
、
朝
顔
、
草
葉
）
と
取
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と

で
、
見
た
人
間
の
心
情
や
感
性
の
い
ろ
い
ろ
な
部
分
に
作
用
し
、
感
興
（
玉
、
は
か
な
さ
、
涙
な
ど
）
を
催
さ
せ
る
さ
ま
を
詠
む
歌
が
多

い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
露
」
の
ま
ま
で
長
続
き
し
が
た
い
こ
と
か
ら
無
常
や
は
か
な
さ
を
思
う
歌
に
転
ず
る
。
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勅
撰
集
の
秋
の
部
で
は
、「
露
」
は
消
え
や
す
く
は
か
な
い
も
の
と
い
う
前
提
の
上
で
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
無
常
ま
で
を
見
つ
め

る
歌
は
あ
ま
り
な
い
。
む
し
ろ
、
恋
、
離
別
、
哀
傷
、
雑
歌
な
ど
の
部
立
で
無
常
、
露
の
命
、
は
か
な
さ
を
詠
う
歌
が
見
ら
れ
る
。
以

下
、
い
く
つ
か
用
例
を
あ
げ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
二　

恋
歌
二

と
も
の
り

615
命
や
は
何
ぞ
は
露
の
あ
だ
も
の
を
逢
ふ
に
し
換
へ
ば
おを

し
か
ら
な
く
に

『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
四　

夏

よ
み
人
し
ら
ず

193
常
も
な
き
夏
の
草
葉
に
置
く
露
を
命
と
た
の
む
蝉
の
は
か
な
さ

『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
二
十　

哀
傷

病
し
て
人
多
く
亡
く
な
り
し
年
、
亡
き
人
を
野
ら
藪

な
ど
に
置
き
て
侍
を
見
て 

す
け
き
よ

1325
皆
人
の
命
を
露
に
た
と
ふ
る
は
草
む
ら
ご
と
に
置
け
ば
な
り
け
り　
　

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
四　

恋
四

女
に
つ
か
は
し
け
る 

入
道
摂
政

813
思
ひ
に
は
露
の
い
の
ち
ぞ
消
え
ぬ
べ
き
言
の
葉
に
だ
に
か
け
よ
か
し
君　

秋
部
に
よ
く
見
ら
れ
る
、「
露
」
の
美
し
さ
や
「
露
」
の
あ
る
情
景
を
愛
で
る
歌
と
は
異
な
っ
て
、「
恋
部
」
で
は
わ
が
身
を
「
露
の
命
」

の
は
か
な
さ
に
た
と
え
て
心
情
を
訴
え
る
歌
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
む
ろ
ん
和
歌
の
上
の
言
葉
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
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し
て
「
哀
傷
」
で
は
、
現
実
的
な
「
死
」
を
詠
む
。
と
り
わ
け
拾
遺
集
の

1325
番
歌
は
、
疫
病
に
よ
り
死
者
が
あ
ち
こ
ち
に
放
置
さ
れ
て
い

る
と
い
う
、
凄
絶
と
い
え
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
の
人
の
命
の
は
か
な
さ
へ
の
思
い
を
「
露
」
と
詠
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
和
歌
史
の
下
、
和
泉
式
部
が
「
露
」
を
ど
う
捉
え
て
詠
ん
で
い
る
か
を
、
以
下
考
察
す
る
。

 ＊
和
泉
式
部
の
歌
の
本
文
と
主
に
引
用
し
た
和
歌
の
本
文
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
略
称
で
表
記
す
る
。

＊ 『
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集　

清
水
文
雄
校
注　

岩
波
文
庫　

一
九
八
三
』↓
和
泉
式
部
集
（
続
集
も
含
め
る
）　

注
の
引
用

↓『
文
庫
』

＊ 

八
代
集　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）

　

な
お
、
各
勅
撰
集
は
古
今
集
、
後
撰
集
の
ご
と
く
略
称
を
用
い
、『　

』
は
つ
け
な
い
。

＊ 

取
り
上
げ
た
和
泉
式
部
集
の
歌
は
他
の
勅
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
も
の
も
多
数
あ
る
が
、
他
出
歌
が
特
に
重
要
出
な
い
場
合
、
紙
数
の

関
係
で
注
記
は
し
て
い
な
い
。

＊
引
用
し
た
歌
、
及
び
家
集
で
（
注
）
の
表
示
が
な
い
も
の
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
日
本
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
を
典
拠
と
す
る
。

二　

初
期
百
首
の
「
露
」
の
歌

ま
ず
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
初
期
百
首
の
う
ち
の
「
露
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
初
期
百
首
は
先
行
研
究
も
多
く
あ
り
、
解
釈
に
つ

い
て
も
久
保
木
寿
子
氏
『
和
泉
式
部
百
首
全
釈

）
2

（
注

』（
以
下
『
百
首
全
釈
』）
で
は
そ
れ
ま
で
の
諸
注
釈
を
ふ
ま
え
な
が
ら
の
詳
し
い
解
説
が

な
さ
れ
て
い
る
。
久
保
木
氏
は
和
泉
式
部
百
首
に
つ
い
て
、「
先
行
百
首
の
歌
材
を
基
に
、
い
か
に
よ
り
新
た
な
歌
境
を
提
示
す
る
か
、

錯
誤
を
辞
さ
な
い
模
索
的
な
試
み
が
そ
の
身
上
で
あ
り
、
常
識
的
な
美
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
要
素
を
多
分
に
内
包
す
る
。」
と
の
見
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解
を
示
し
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
初
期
百
首
に
お
け
る
「
露
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、
夏
に
二
首
、
秋
に
二
首
、
冬
に
一
首
あ
る
。
恋
二
十
首

の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。

夏

24
夏
の
日
の
脚
に
あ
た
れ
ば
さ
し
な
が
ら
は
か
な
く
消
ゆ
る
道
芝
の
露

29
と
こ
な
つ
に
お
き
ふ
す
露
は
な
に
な
れ
や
あ
つ
れ
て
背
子
が
間
遠
な
る
ら
ん

秋

44
秋
の
田
の
庵
に
葺
け
る
苫
を
あ
ら
み
漏
り
く
る
露
の
寝
や
は
ね
ら
る
る

49
白
露
の
か
け
て
置
き
た
る
藤
袴
ほ
こ
ろ
び
に
け
り
霧
や
立
つ
ら
ん

冬

61
白
な
が
ら
露
の
お
き
た
る
白
菊
を
今
朝
初
霜
に
見
ぞ
紛
へ
つ
る

「
露
」
が
ほ
か
の
物
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
歌
は
49 

61
番
歌
で
、
間
遠
な
背
子
や
眠
れ
ぬ
夜
な
ど
に
対
す
る
詠
者
の

心
情
、
つ
ま
り
人
事
に
収
束
す
る
の
が
29 

44
番
歌
で
あ
る
。
24
番
は
景
を
詠
み
つ
つ
も
「
は
か
な
く
」
見
て
い
る
詠
者
の
心
情
を
強
く

感
じ
さ
せ
る
。
い
ず
れ
も
勅
撰
集
で
見
た
よ
う
な
美
し
い
「
露
」
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
歌
で
は
な
い
。
24
番
は
露
の
美
を
主
題
と
す

る
歌
と
も
い
え
る
が
、
道
芝
の
露
の
「
は
か
な
さ
」
を
焦
点
化
す
る
た
め
心
情
を
詠
む
歌
め
い
た
響
き
が
生
じ
て
い
る
。

和
泉
式
部
に
先
行
す
る
百
首
歌
の
中
で
「
露
」
が
詠
ま
れ
た
例
と
し
て
は
、
好
忠
百
首
の
沓
冠
歌
に
一
首
、
恵
慶
百
首
の
秋
に
一
首
、

「
き
の
え
」
一
首
、
応
和
し
た
源
順
に
一
首
で
あ
る
。
ほ
か
に
、『
海
人
手
古
良
集
』
夏
に
一
首
、
秋
に
三
首
、
ほ
か
一
首
、
重
之
百
首
で

は
夏
に
一
首
、
秋
に
二
首
、
重
之
女
百
首
は
夏
に
一
首
秋
に
一
首
見
ら
れ
る
。
和
泉
式
部
の
初
期
百
首
の
五
首
は
比
較
的
多
い
。
と
く
に

好
忠
の
百
首
歌
の
四
季
の
中
に
「
露
」
を
詠
ん
だ
歌
が
な
い
の
は
興
味
深
い
。
百
首
歌
の
序
に
は
「
わ
が
身
ひ
と
つ
に
憂
け
れ
ど
も
、
ひ
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を
む
し
の
日
暮
ら
し
、
草
葉
の
玉
の
風
を
待
つ
ほ
ど
な
れ
ば
」
と
、
は
か
な
い
も
の
の
喩
え
を
連
ね
る
中
で
「
玉
」、
つ
ま
り
「
露
」
を

と
り
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
の
ち
の
『
毎
月
集
』
の
中
で
は
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
、
十
五
首
の
「
露
」
の
歌
が
詠
ま

れ
て
い
る

）
3

（
注

。
序
の
美
文
調
に
も
登
場
す
る
「
露
」
は
、
歌
材
と
し
て
は
既
に
手
垢
の
つ
い
た
も
の
で
、
新
し
い
試
み
で
あ
る
「
百
首
歌
」

の
中
で
は
、
特
に
食
指
の
動
く
素
材
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
中
で
特
に
和
泉
式
部
の
「
夏
の
露
」
の
歌
を
考
察
す
る
。

24
夏
の
日
の
脚
に
あ
た
れ
ば
さ
し
な
が
ら
は
か
な
く
消
ゆ
る
道
芝
の
露

24
番
は
、「
夏
の
日
の
脚
」
か
ら
始
ま
る
。「
日
の
脚
」
は
「
ひ
あ
し
」
と
も
い
い
、
漢
語
「
日ニ
ッ

脚キ
ャ
ク」
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。「
日
脚
」

は
「
日
の
進
む
早
さ
。
ひ
か
げ
。
ひ
あ
し
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。「
ひ
の
あ
し
」
は
「
雲
の
切
れ
目
や
物
の
間
か
ら
差
し
込
ん
で
く
る
日

光
」
の
意
で
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
と
『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
歌
語
と

し
て
は
珍
し
く
、
新
編
国
歌
大
観
所
収
歌
の
う
ち
で
は
「
ひ
の
あ
し
」
を
詠
む
の
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。

和
泉
式
部
が
こ
の
語
を
も
ち
い
た
こ
と
に
つ
い
て
『
百
首
全
釈
』
は
こ
の
歌
の
補
説
で
「『
日
の
脚
』
は
古
今
集
の
夏
の
歌
材
の
枠
を

は
み
出
す
も
の
。
漢
語
の
和
訓
を
歌
語
化
す
る
例
は
、『
日
脚
』
以
外
に
も
、
30
『
涼
風
』・
33
『
螢
火
』・
34
『
人
身
』・
65
『
蓬
門
』
な

ど
。
新
規
歌
材
の
開
拓
へ
の
意
欲
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
道
芝
は
、
歌
語
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
み
ら
れ
る
が
、
お
お
む
ね
路
傍
に
生
え
る
小
さ
な
草
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
万
葉
集
に
は
「
道
の
芝
草
」
で
詠
ま
れ
て
い
る
歌
が
あ
る
が
、
中
古
で
は
卑
近
さ
ゆ
え
に
歌
材
と
し
て
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
く

な
り
、
三
代
集
に
は
見
ら
れ
ず
、
平
安
中
期
か
ら
中
世
に
な
る
と
、
後
朝
の
歌
語
と
し
て
「
道
芝
の
露
」
が
定
着
し
て
い
き
、「
ま
た
ふ

と
目
に
と
ま
る
道
端
の
『
芝
』
の
上
の
露
は
、
と
り
わ
け
は
か
な
さ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
存
在
」
と
し
て
は
か
な
い
命
の
た
と
え
と
し
て

詠
ま
れ
る
と
い
う
（『
和
歌
植
物
表
現
辞
典

）
4

（
注

』「
し
ば
」
の
項
）。『
和
泉
式
部
集
全
釈
）
5

（
注

』（
以
下
『
全
釈
』）
で
は
、
用
例
は
新
し
く
、
和
泉
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式
部
の
時
代
頃
か
ら
よ
く
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。「
道
芝
」
の
語
は
好
忠
の
『
毎
月
集
』
の
「
三
月
を

は
り
」
の
最
初
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。「
道
芝
の
露
」
は
勅
撰
集
で
見
ら
れ
る
の
は
新
古
今
集
が
最
初
で
、
同
時
代
で
は
『
高
遠
集
』、

『
重
之
子
僧
集
』
に
見
ら
れ
る
。

24
番
の
歌
は
、
ま
ず
「
脚
」
と
い
う
語
が
光
線
を
よ
り
強
く
印
象
づ
け
る
。
露
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
早
朝
で
あ
る
。
夏
の
朝
の

光
線
が
あ
た
っ
た
道
端
の
芝
草
の
露
は
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
。
強
い
日
射
し
に
は
か
な
く
消
え
る
芝
草
の
露
を
、
単
刀
直
入
に
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。
夏
の
草
葉
の
露
と
し
て
は
、
後
撰
集
「

193
常
も
な
き
夏
の
草
葉
に
置
く
露
を
命
と
た
の
む
蟬
の
は
か
な
さ
」
や
『
新
撰
万
葉

集
』「

321
な
つ
く
さ
も
よ
の
ま
は
つ
ゆ
に
い
こ
ふ
ら
む
つ
ね
に
こ
が
る
る
わ
れ
そ
か
な
し
き
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、「
さ

し
な
が
ら
」、
夏
の
日
差
し
に
照
ら
さ
れ
そ
の
ま
ま
と
は
、
一
夏
で
死
ぬ
短
命
な
蝉
が
命
と
す
が
る
「
露
」、
夏
草
が
夜
の
間
に
憩
う

「
露
」
さ
え
も
残
ら
な
い
過
酷
な
夏
の
景
、
ほ
ん
の
少
し
す
が
る
べ
き
拠
り
所
の
「
露
」
さ
え
も
消
え
る
は
か
な
さ
を
示
唆
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

先
行
す
る
百
首
歌
に
見
ら
れ
る
露
の
歌
は
、
源
重
之
「

260
行
き
な
れ
ぬ
道
の
し
げ
さ
に
夏
ぐ
さ
の
あ
か
月
お
き
は
露
け
か
り
け
り
）
6

（
注

」、

重
之
女
「
24
い
そ
げ
ど
も
ゆ
き
も
や
ら
れ
ぬ
夏
ぐ
さ
の
し
げ
れ
る
や
ど
は
み
ち
を
露
け
み
」
と
、
い
ず
れ
も
茂
る
夏
草
の
道
を
「
露
け

し
」
と
詠
む
後
朝
の
歌
で
、
露
は
涙
を
よ
そ
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
和
泉
式
部
の
24
番
歌
は
、
直
接
は
後
朝
の
歌
で
は
な
い
が
、
恋
人

が
明
け
方
近
く
道
芝
の
露
を
踏
ん
で
帰
っ
た
後
、
日
差
し
に
す
べ
て
は
か
な
く
露
が
消
え
た
と
詠
む
。
こ
の
場
合
「
露
」
は
涙
で
は
な

く
、
む
し
ろ
自
身
の
命
の
は
か
な
さ
の
喩
え
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

29
と
こ
な
つ
に
お
き
ふ
す
露
は
な
に
な
れ
や
あ
つ
れ
て
背
子
が
間
遠
な
る
ら
ん

こ
の
歌
は
述
懐
と
と
れ
る
歌
で
あ
る
。

「
と
こ
な
つ
」
と
「
露
」
の
組
み
合
わ
せ
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
勅
撰
集
で
は
、
後
撰
集
以
降
に
見
ら
れ
る
。
私
家
集
で
は
『
伊
勢
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集
』、『
仲
文
集
』、『
源
順
集
』、『
実
方
集
』
等
に
歌
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
床
」
に
お
く
「
露
」＝
涙
と
掛
け
て
あ
る
。
叙
景
の
歌
も
見

ら
れ
る
。

和
泉
式
部
の
29
番
は
、「
常
夏
」
に
「
床
」、「
置
き
」
と
「
起
き
」
を
か
け
、「
露
」
を
「
涙
」
に
喩
え
る
の
は
、
他
の
歌
集
の
例
と
同

様
で
あ
る
。「
と
こ
な
つ
に
お
き
ふ
す
露
」
は
、「
常
夏
の
花
に
置
く
露
」
と
「
床
に
起
き
伏
す
私
の
涙
」
を
意
味
し
、
例
に
見
た
歌
の
よ

う
に
類
型
的
な
表
現
で
、
い
わ
ば
当
た
り
前
の
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
は
そ
れ
に
「
な
に
な
れ
や
」
と
続
け
て
い

る
。『
全
釈
』
は
「
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
慣
用
句
。『
何
だ
い
、
い
っ
た
い
』、『
ま
る
で
何
に
も
な
ら
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
』」
と
解
釈
し

て
お
り
、『
百
首
全
釈
』
で
は
「『
こ
れ
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
』。
こ
こ
は
、
素
朴
な
疑
問
の
体
。
上
述
の
こ
と
へ
の
反
駁
で
は
な
い
」

と
し
て
い
る
。

下
句
の
「
あ
つ
れ
て
」
は
、「
熱
る
」「
暑
る
」
で
、
暑
さ
に
苦
し
む
こ
と
で
あ
る
が
、
諸
注
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
用
例
が
少
な

く
、
こ
の
歌
の
ほ
か
は
『
好
忠
集
』、『
散
木
奇
歌
集
』、『
爲
忠
初
度
百
首
』
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
和
泉
式
部
は
こ
の
好
忠
の
『
毎

月
集
』
の
歌
、「

115
夏
衣
う
す
く
や
人
の
思
ふ
ら
ん
わ
れ
は
あ
つ
れ
て
す
ぐ
す
月
日
を
」
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
7

（
注

。
こ
の
好
忠
の

歌
は
男
の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
和
泉
式
部
の
歌
は
、「
こ
れ
は
女
の
立
場
か
ら
す
ね
た
も
の
」（『
全
釈
』）
と
解
釈
す

る
。「

常
夏
に
お
く
露
」
を
見
て
「
こ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
て
、「
常
夏
の
露
」
か
ら
「
床
の
涙
」
を
想
い
、
暑
さ
ゆ
え
に
い

つ
の
間
に
か
恋
人
が
間
遠
に
な
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
と
結
ぶ
。
常
夏
の
露
に
独
り
寝
に
傷
つ
い
て
い
た
自
分
の
心
の
形
を
見
出
し
て
い

る
。
単
純
に
思
い
を
述
べ
た
よ
う
に
見
え
る
歌
で
あ
る
が
、「
何
な
れ
や
」「
あ
つ
れ
て
」
と
口
語
的
な
表
現
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
上

句
と
下
句
の
間
に
和
泉
式
部
が
一
瞬
思
い
め
ぐ
ら
せ
た
時
間
、
自
分
の
心
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
自
嘲
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

次
に
秋
、
冬
の
歌
を
見
る
。
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秋

44
秋
の
田
の
庵
に
葺
け
る
苫
を
あ
ら
み
漏
り
く
る
露
の
寝
や
は
ね
ら
る
る

こ
の
歌
は
後
撰
集
の
天
智
天
皇
歌
「

302
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
い
ほ
の
苫
を
荒
み
わ
が
衣
手
は
露
に
濡
れ
つ
ゝ
」
の
、
大
胆
に
三
句
ま
で

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
は
こ
の
よ
う
な
手
法
を
た
び
た
び
用
い
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
初
期
百
首
の
春

歌
「
55
花
に
の
み
心
を
か
け
て
お
の
づ
か
ら
人
は
あ
だ
な
る
名
ぞ
た
ち
ぬ
べ
き
」
は
、
古
今
集
春
上
の
よ
み
人
し
ら
ず
「
62
あ
だ
な
り
と

名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り
」
の
上
句
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
和
泉
式
部
は
、
元
の
歌
を
受
け
継
ぎ

つ
つ
微
妙
に
ず
ら
し
て
そ
の
先
を
詠
む
。
た
と
え
ば
古
今
集
の
歌
は
直
接
的
に
「
桜
」
が
「
あ
だ
な
り
」
で
あ
る
が
、
百
首
歌
で
は
「
あ

だ
な
る
桜
」
に
心
を
か
け
る
「
人
」
ま
で
「
あ
だ
な
り
」
と
詠
む
。
こ
の
44
番
の
歌
意
は
「
小
屋
の
屋
根
の
薦
の
目
が
粗
い
の
で
、
露
が

漏
り
落
ち
て
、
少
し
も
眠
れ
な
い
」
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
大
胆
に
上
の
句
を
取
り
込
ん
だ
天
智
天
皇
詠
の
下
の
句
「
衣
の
袖
が
濡
れ
て
し

ま
う
こ
と
だ
」
と
い
う
意
は
承
知
の
上
で
、
そ
の
先
の
気
持
ち
「
露
で
衣
も
濡
れ
て
し
ま
う
の
で
眠
れ
な
い
」
を
詠
ん
で
い
る
。
天
智
天

皇
歌
の
「
衣
が
露
に
濡
れ
た
」
詠
嘆
を
背
後
お
き
つ
つ
、
露
ゆ
え
に
眠
れ
ぬ
状
態
、
ひ
い
て
は
そ
の
時
の
心
を
感
じ
さ
せ
る
歌
へ
と
変
え

ら
れ
て
い
る
。

49
白
露
の
か
け
て
置
き
た
る
藤
袴
ほ
こ
ろ
び
に
け
り
霧
や
立
つ
ら
ん

「
露
」
と
「
藤
袴
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
勅
撰
集
で
は
新
古
今
集
以
降
に
み
ら
れ
る
。
私
家
集
で
は
元
真
、
元
輔
な
ど
の
用
例
が
早
い
。

元
輔
の
歌
は
天
徳
二
年
の
白
河
院
で
「
秋
の
花
の
露
を
逐
ひ
て
開
く
と
い
ふ
こ
と
を
よ
み
侍
し
に
」
と
し
て
詠
ま
れ
た
、「
27
ほ
こ
ろ
び

て
花
咲
き
に
け
り
ふ
ぢ
ば
か
ま
に
ほ
ひ
に
む
す
ぶ
露
に
ま
か
せ
て

）
8

（
注

」
で
あ
る
。
49
歌
で
は
縁
語
が
多
々
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
単
純
に
解

釈
す
る
と
、「
白
露
が
置
い
た
藤
袴
が
咲
き
綻
ん
だ
。
霧
が
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
掛
詞
を
生
か
せ
ば
「
藤
色
の

袴
が
綻
び
た
。
切
り
断
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
な
る
。『
百
首
全
釈
』
で
は
「
白
露
の
」
は
「
懸
け
て
お
く
」
を
導
き
出
す
た
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め
の
枕
詞
的
な
も
の
と
し
、「
藤
袴
の
花
が
綻
ぶ
」
こ
と
と
「
霧
が
立
つ
」
の
関
連
に
の
み
注
目
し
て
解
釈
し
て
い
る
が
、「
白
露
」
は
単

な
る
「
懸
け
て
お
く
」
を
導
く
だ
け
の
景
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
元
輔
の
詠
歌
に
着
目
す
る
と
、「
露
」
と
「
藤
袴
が
綻
ぶ
」
の
関

連
こ
そ
が
重
要
だ
ろ
う
。「
白
露
」
が
置
く
こ
と
か
ら
「
霧
が
た
つ
」
を
推
測
す
る
必
然
性
は
可
能
で
あ
る
。
実
景
と
し
て
も
霧
の
立
ち

こ
め
る
よ
う
な
日
は
露
し
げ
く
、
草
葉
が
濡
れ
る
。
た
と
え
ば
和
歌
に
も
、『
古
今
和
六
帖
』
第
一
「

129
初
秋
の
空
に
き
り
た
つ
か
ら
衣

袖
の
露
け
き
朝
ぼ
ら
け
か
な
」、『
能
宣
集
』
八
月
ば
か
り
ゐ
な
か
な
る
人
に
き
ぬ
つ
か
は
す
「
47
あ
き
ぎ
り
の
た
つ
た
び
ご
ろ
も
お
き
て

み
よ
つ
ゆ
ば
か
り
な
る
か
た
み
な
り
と
も
」、『
斎
宮
女
御
集
』
く
だ
り
た
ま
へ
る
こ
ろ
、
か
の
宮
よ
り
「

202
あ
き
ぎ
り
の
た
ち
て
ゆ
く
ら

ん
つ
ゆ
け
さ
に
こ
こ
ろ
を
つ
け
て
思
ひ
や
る
か
な
」
な
ど
の
例
が
あ
り
、「
露
に
ぬ
れ
た
袴
」
も
連
想
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

61
白
な
が
ら
露
の
お
き
た
る
白
菊
を
今
朝
初
霜
に
見
ぞ
紛
へ
つ
る

古
今
集
に
は
「
露
」
は
「
木
々
の
葉
を
染
め
る
」
と
い
う
見
立
て
が
あ
っ
た
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
後
拾
遺
集
に
は
見
ら
れ
な
い

が
、
元
輔
（
あ
る
い
は
貫
之
）
の
屏
風
歌
「

353
う
す
く
こ
く
色
ぞ
見
え
け
る
菊
の
花
露
や
心
を
わ
き
て
置
く
ら
ん
」
の
菊
の
例
が
あ
る
。

ま
た
、
先
行
の
百
首
歌
で
は
重
之
女
百
首
で
は
「
51
う
つ
ろ
へ
ば
一
つ
色
に
も
あ
ら
な
く
に
た
れ
か
い
ひ
け
ん
し
ら
ぎ
く
の
花
」
が
あ

る
。
和
泉
式
部
の
歌
は
、
こ
の
逆
で
「
白
な
が
ら
」、
白
い
ま
ま
で
と
、
菊
の
花
を
移
ろ
い
さ
せ
る
こ
と
な
く
露
が
置
い
て
い
る
白
菊
を

初
霜
に
見
間
違
う
と
詠
ん
で
い
る
。「
白
な
が
ら
」
は
こ
の
歌
の
外
に
例
を
見
な
い
。

「
見
ま
が
う
」
は
当
然
、
古
今
集
巻
第
五
凡
河
内
躬
恒
「

277
心
あ
て
に
おを

ら
ば
や
おを

ら
む
初
霜
の
おを

き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」
を
念

頭
に
お
い
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
歌
の
場
合
は
、
初
霜
が
置
く
以
前
の
露
の
置
い
た
白
菊
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
初
期
百
首
の
「
露
」
の
歌
で
あ
る
。
用
語
の
特
異
性
は
見
て
き
た
と
お
り
、
露
と
の
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
歌
材
は
新
し
い
も
の

で
は
な
い
が
、
組
み
合
わ
せ
方
が
工
夫
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
露
」
の
置
か
れ
た
状
況
（
傍
線
の
部
分
）
を
生
か
し
た
表
現
は
、「
露
」
に

い
わ
ば
新
し
い
居
場
所
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
、
和
泉
式
部
の
新
た
な
表
現
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
、
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三　
「
露
」
の
歌
に
つ
い
て　

和
泉
式
部
の
歌
で
詞
書
、
及
び
歌
に
「
露
」
の
語
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
歌
は
、
先
に
あ
げ
た
百
首
歌
の
五
首
以
外
に
も
、
和
泉
式
部

集
に
六
十
一
首
（
重
出
歌
は
含
ま
ず
）、
家
集
に
無
い
歌
が
後
拾
遺
集
に
一
首
、
新
古
今
集
に
一
首
、
夫
木
和
歌
抄
に
一
首
、
新
拾
遺
集

に
一
首
で
、
七
十
首
ほ
ど
あ
る
。
こ
れ
ら
の
和
泉
式
部
の
歌
の
特
徴
を
つ
か
む
た
め
に
、
ⅰ
伝
統
的
な
歌
い
方　

ⅱ
思
い
を
詠
む
（
独

詠
）　

ⅲ
人
と
の
つ
な
が
り
で
詠
む
（
贈
答
歌
）
の
三
つ
の
観
点
か
ら
、
以
下
考
え
て
い
き
た
い
。

ⅰ　

伝
統
的
な
詠
み
方
の
歌

「
露
」
歌
の
も
っ
と
も
伝
統
的
な
詠
い
方
は
、「
玉
」「
白
玉
」
に
見
立
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
発
想
に
よ
る
歌
は
、
和
泉
式
部
の

「
露
」
歌
に
も
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
二
首
ほ
ど
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「

135
葉
に
や
ど
り
枝
に
は
か
か
る
白
露
を
白
く
咲
き
た
る
花

と
見
る
か
な
」
で
は
、
す
ぐ
に
落
ち
る
白
露
を
「
白
い
花
」
に
見
立
て
る
こ
と
で
、
ご
く
は
か
な
い
露
の
花
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、「

145
白
玉
の
敷
け
る
庭
と
て
下
り
つ
れ
ば
露
に
衣
の
裾
は
ぬ
ら
し
る
」
は
「
露
」
を
「
玉
」
と
錯
覚
し
た
ま
ま
庭
に
降
り
て
衣
の

裾
を
ぬ
ら
す
と
い
う
、
視
覚
か
ら
行
動
、
知
覚
と
い
う
形
の
見
ら
れ
る
な
ど
の
よ
う
に
、
単
な
る
「
露
＝
玉
」
の
見
立
て
に
終
わ
ら
な
い

表
現
が
見
ら
れ
る
。

ⅱ　

思
い
を
詠
む
（
独
詠
）

次
に
「
露
」
の
あ
る
情
景
か
ら
誘
わ
れ
る
思
い
を
詠
ん
だ
歌
を
考
察
す
る
。

は
じ
め
に
詞
書
の
工
夫
に
よ
り
、
景
物
と
心
象
を
詠
み
込
ん
だ
、
次
の
連
作
的
歌
群
を
見
る
。

松
の
木
に
蜘
蛛
の
網
か
き
た
る
に
、
露
の
置
き
た
る
を
見
て

1064
さ
さ
が
に
の
い
と
ど
は
か
な
き
露
と
い
へ
ど
松
に
か
か
れ
ば
久
し
か
り
け
り

と
見
ゆ
る
ほ
ど
に
、
消
ゆ
れ
ば
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1065
は
か
な
し
や
朝
日
ま
つ
間
の
露
を
見
て
蜘
蛛
手
に
貫
け
る
玉
と
見
け
る
よ

「
蜘
蛛
」
の
巣
に
露
が
宿
る
歌
は
古
今
集
の
秋
に
二
首
、
後
撰
集
、
拾
遺
集
に
は
な
く
後
拾
遺
集
に
一
首
あ
る
。
古
今
集
で
は
、
巻
第

四
秋
歌
上
の
文
屋
朝
康
の
「
是
貞
親
王
家
歌
合
に
、
よ
め
る
」「

225
秋
の
野
に
を
く
し
ら
つ
ゆ
は
珠
な
れ
や
つ
ら
ぬ
き
か
く
る
蜘
蛛
の
い

と
す
ぢ
」、
後
拾
遺
集
は
巻
四
秋
上
の
藤
原
長
能
「

306
さ
ゝ
が
に
の
巣
が
く
浅
茅
の
末
ご
と
に
乱
れ
て
ぬ
け
る
白
露
の
玉
」
が
あ
り
、
こ

の
歌
は
『
長
能
集
』
で
は
花
山
院
の
歌
合
が
中
止
に
な
っ
て
歌
だ
け
奉
っ
た
と
い
う
詞
書
と
と
も
に
出
て
い
る
。

古
今
集
、
後
拾
遺
集
に
収
載
さ
れ
た
こ
れ
ら
二
首
は
、
蜘
蛛
の
巣
に
露
が
か
か
っ
た
様
子
を
蜘
蛛
の
糸
に
玉
が
貫
く
と
表
現
し
て
い

る
。『
枕
草
子
』
一
二
五
段
に
も
雨
が
蜘
蛛
の
巣
に
か
か
り
こ
ぼ
れ
残
っ
た
露
を
「
…
白
き
玉
を
貫
き
た
る
や
う
な
る
こ
そ
、
い
み
じ
う

あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ

）
9

（
注

」
と
書
い
て
い
よ
う
に
糸
と
玉
と
い
う
見
立
て
関
係
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

和
泉
式
部
の

1064
番
は
「
松
」
の
木
に
か
か
っ
た
蜘
蛛
の
巣
に
お
く
露
を
見
て
、
蜘
蛛
の
巣
に
置
く
と
て
も
は
か
な
い
露
と
い
え
ど
も
、

長
寿
の
松
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
久
し
く
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
詠
う
。
蜘
蛛
の
露
で
あ
る
が
「
玉
」
の
見
立
て
は
使
わ
ず
、

蜘
蛛
の
巣
自
体
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
置
く
さ
ら
に
は
か
な
い
露
と
常
緑
の
松
と
を
組
み
合
わ
せ
た
、
そ
の
対
照
の
妙
が
面

白
い
。

1064
番
歌
は
、
こ
れ
一
首
で
独
立
し
た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
「
と
見
ゆ
る
ほ
ど
に
、
消
ゆ
れ
ば
」
と
次
の

1065
番
と
を
つ
な
ぐ
詞
書
を

つ
け
た
こ
と
で
、
二
首
が
連
動
し
、
ひ
と
つ
の
歌
境
が
生
ま
れ
て
い
る
。

1064
番
を
詠
ん
だ
そ
の
目
の
前
で
、
露
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。

1065
番
歌
は
、
朝
日
を
ま
つ
間
の
蜘
蛛
の
巣
に
お
く
露
は
、
糸
に
貫
く
玉
か

と
思
っ
て
見
て
い
た
が
む
な
し
か
っ
た
、
朝
日
が
あ
が
っ
た
ら
や
は
り
露
は
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
ぐ
ら
い
の
意
で
あ
る
。
長
寿
の
松

に
あ
や
か
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
っ
た
が
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
は
か
な
し
や
」
は
玉
と
見
て
い
た
自
分
が
お
ろ
か

だ
っ
た
と
い
う
気
持
ち
と
、
あ
っ
け
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
露
に
対
し
て
の
感
慨
と
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
一
度
は
松
に
あ
や
か
り
得
る

と
歌
っ
て
い
た
だ
け
に
い
っ
そ
う
露
の
運
命
的
な
は
か
な
さ
が
際
立
て
ら
れ
て
い
る
。
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「
ま
つ
」
に
「
待
つ
」
を
掛
け
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
（『
全
釈
』）、
や
は
り
こ
の
二
首
の
妙
は
、
詞
書
に
よ
っ
て
一
瞬
の
景
か

ら
、
一
瞬
の
景
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
の
感
慨
へ
と
移
行
す
る
、
微
妙
な
う
つ
ろ
い
を
描
い
た
点
に
あ
ろ
う
。『
和
泉
式
部

日
記
』
に
結
実
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
詞
書
と
と
も
に
あ
る
か
ら
こ
そ
の
表
現
を
志
向
す
る
歌
で
あ
る
。

次
の
二
首
で
は
「
露
」
は
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
実
景
と
い
う
よ
り
、
露
の
情
景
を
推
測
し
、
そ
れ
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
感
興
を
詠
ん

だ
歌
で
あ
る
。寝

も
ね
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
探
れ
ば
、
衣
の
濡
れ
た
る
も
あ
は
れ
な
り

682
浅
茅
生
に
や
ど
る
露
の
み
お
き
ゐ
つ
つ
虫
の
ね
ら
れ
ぬ
草
枕
か
な

こ
の
歌
は

673
番
の
「
長
柄
の
橋
を
見
て
」
と
い
う
詞
書
の
歌
に
続
く
、
淀
川
の
船
旅
の
な
か
の
連
作
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
前
の

681
番
は

「
仮
屋
し
て
、
浜
面
に
臥
し
て
聞
け
ば
、
都
鳥
鳴
く
」
と
い
う
歌
で
、
こ
こ
で
陸
地
に
上
が
っ
て
泊
ま
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。

682
番
の
詠

歌
状
況
は
多
分
同
じ
で
旅
寝
の
歌
で
あ
る
。
浅
茅
生
と
露
の
組
み
合
わ
せ
は
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
勅
撰
集
で
は
後
拾
遺
集
か
ら
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
浅
茅
と
虫
も
詠
ま
れ
て
い
て
、
や
は
り
勅
撰
集
で
は
後
拾
遺
集
か
ら
で
あ
る
。
詞
書
は
旅
先
の
仮
屋
で
寝
付
く

こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
衣
を
探
っ
て
見
れ
ば
（
浅
茅
に
お
く
露
で
）
湿
っ
ぽ
い
の
も
哀
れ
で
あ
る
と
あ
る
。
衣
の
濡
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

浅
茅
の
露
を
連
想
、
虫
の
音
が
聞
こ
え
、
そ
の
中
で
自
分
の
み
起
き
た
ま
ま
で
い
る
、
旅
寝
の
感
慨
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
虫
の
音
」

の
「
ね
」
か
ら
「
寝
ら
れ
ぬ
」
に
か
け
て
自
分
が
寝
ら
れ
な
い
と
詠
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
実
は
鳴
き
続
け
て
い
る
虫
も
寝
て
は
い
な

い
。
浅
茅
が
生
え
る
宿
に
露
の
み
が
「
お
き
ゐ
つ
つ
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
夜
を
分
か
ち
合
う
べ
き
他
者
の
不
在
を
痛
感
さ
せ
つ

つ
、
同
時
に
自
分
と
露
と
虫
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
単
に
寂
し
い
と
か
侘
び
し
い
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
感
慨
を
引

き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

暮
れ
ぬ
れ
ど
、
奥
へ
も
入
ら
で
月
見
る
ほ
ど
に
、
夜
は
明
け
ぬ
る
な
る
べ
し
、



―14―

空
の
け
し
き
あ
は
れ
な
る
に
も

1488
ま
ど
ろ
ま
で
明
か
し
つ
る
に
も
今
し
こ
そ
野
辺
に
宿
れ
る
露
も
お
く
ら
め

『
和
泉
式
部
日
記

）
10

（
注

』
を
思
わ
せ
る
詞
書
で
あ
る
。
日
が
暮
れ
た
が
、
奥
に
も
入
ら
な
い
で
端
近
く
臥
し
て
月
を
な
が
め
明
か
す
と
い
う

場
面
は
日
記
に
何
回
か
見
ら
れ
る
。「
曉
起
き
の
文
」
の
場
面
に
は
、「
…
大
空
に
西
へ
か
た
ぶ
き
た
る
月
の
影
遠
く
、
す
み
わ
た
り
て
見

ゆ
る
に
、
き
り
た
る
空
の
歌
氣
色
、
鐘
の
声
、
鳥
の
音
一
つ
に
響
き
あ
ひ
て
」
と
、
夜
が
明
け
た
あ
と
の
空
の
あ
わ
れ
な
風
情
が
描
か
れ

て
い
る
。
一
晩
中
外
の
景
色
を
見
て
い
た
の
だ
か
ら
、「
夜
は
明
け
ぬ
な
る
べ
し

0

0

」
は
見
え
ぬ
も
の
へ
の
推
量
で
は
な
い
。
段
々
に
夜
が

明
け
、
見
て
い
る
本
人
に
も
い
つ
が
夜
明
け
か
判
別
が
つ
か
な
い
、
明
け
き
る
直
前
の
微
妙
な
時
間
帯
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
晩
中
寝
な
い
で
明
か
し
て
し
ま
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
今
、
朝
野
辺
に
宿
っ
た
露
も
置
く
（
起
く
）
だ
ろ
う
と
い
う
意
で
、
明
け
方
の

あ
わ
れ
な
風
情
に
掻
き
立
て
ら
れ
た
、
朝
露
が
置
く
時
間
帯
で
あ
る
今
へ
の
感
興
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
夜
が
明
け
て
庭
先
の
露
を
「
見

た
」
と
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
野
辺
の
露
を
想
像
し
て
「
起
く
ら
め
」
と
詠
む
の
は
、
自
分
は
眠
ら
ず
に
い
た
が
、
眠
っ
て
い
た
人
も

今
は
起
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
。『
全
釈
』
は
他
の
人
の
と
こ
ろ
に
泊
ま
っ
た
恋
人
も
今
頃
起
き
て
い
る
で
し
ょ
う
の

意
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
詞
書
の
情
趣
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
恨
み
言
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
一
晩
中
月
を
見
な
が
ら
独
り
時
を
過
ご
し

た
後
の
心
象
で
、
孤
独
を
見
つ
め
る
歌
と
と
り
た
い
。

こ
の
「
露
」
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
気
持
ち
を
詠
む
歌
の
「
露
」
は
比
喩
で
あ
っ
た
り
意
識
上
の
も
の
で
あ
る
。
浅
茅
、
女
郎
花
、
蜘

蛛
、
野
辺
、
と
い
っ
た
「
露
」
が
置
く
定
番
の
情
景
が
あ
り
、
そ
の
情
景
を
意
識
し
な
が
ら
詠
む
歌
だ
が
、「
露
」
を
見
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
観
念
上
の
「
露
」
に
心
象
を
託
し
て
思
い
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
歌
の

682
番
、

1488
番
は
独
り
夜
を
過

ご
す
状
況
に
、
消
え
や
す
い
、
は
か
な
い
「
露
」
の
語
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
で
、
実
は
こ
こ
に
い
な
い
「
人
」
の
存
在
が
暗
示
さ

れ
、
い
っ
そ
う
孤
独
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
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ⅲ
人
と
の
つ
な
が
り
で
詠
む

和
泉
式
部
の
歌
の
中
で
「
露
」
の
語
が
一
番
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
露
を
詠
む
歌
で
あ
る
。
そ
の
中
に

は
独
詠
も
あ
り
、
ま
た
親
し
い
知
人
と
の
贈
答
も
あ
る
。
主
と
し
て
恋
人
へ
の
贈
歌
が
多
く
、「
露
」
に
た
と
え
て
男
女
の
仲
の
は
か
な

さ
を
嘆
く
歌
や
、
人
の
心
の
無
常
を
悲
し
む
歌
も
あ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
二
首
の
よ
う
に
、
は
ほ
ぼ
恋
人
と
の
や
り
と
り
で
、
軽
妙
に
応

酬
し
て
い
る
歌
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
露
」
は
実
際
の
露
で
は
な
く
、
観
念
上
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
詞
書
に
語
る
詠
歌
の
状
況
は
複

雑
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
憶
測
を
加
え
な
い
と
解
釈
が
決
ま
ら
な
い
。

こ
の
頃
、
物
い
ふ
声
を
立
ち
聞
き
て
、
人
の
「
聞
え
ん
」
な
ど
い
ひ
た
る
に

834
萩
の
上
に
露
吹
き
そ
へ
し
雁
が
音
を
上
の
空
に
も
聞
き
て
け
る
か
な

詞
書
の
「
こ
の
頃
」
は
こ
の
歌
の
前
が
「
七
夕
七
日
」
歌
な
の
で
、「
秋
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
物
い
ふ
」
は
言
葉
を
交
わ
す
、
男
女
の
情
を
通
わ
す
の
意
味
が
あ
る
が
、
和
泉
式
部
の
歌
に

219
番
「
忍
び
て
物
言
ふ
人
の
あ
る
に
、

異
人
の
あ
れ
ば
、
急
ぎ
て
出
づ
る
に
、」、

435
番
「
例
の
人
来
て
、
物
い
ふ
所
に
立
ち
寄
り
た
れ
ど
音
も
せ
ね
ば
、
帰
り
て
恨
み
た
る
に
」

と
い
う
詞
書
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
和
泉
式
部
に
関
わ
り
の
あ
る
男
と
の
会
話
で
あ
ろ
う
。「
立
ち
聞
き
て
」
と
あ
る
の
で
、
聞
い
た
の

は
む
ろ
ん
男
性
で
あ
る
。「
人
」
は
そ
の
男
性
で
、「
物
い
ふ
声
」
す
な
わ
ち
他
の
男
性
と
和
泉
式
部
の
会
話
を
聞
い
て
、
お
話
し
た
い
と

言
っ
て
き
た
の
で
と
解
釈
す
る
。

『
全
釈
』
で
は
上
三
句
を
「
萩
の
上
に
露
を
吹
き
加
へ
る
遊
び
の
や
う
に
、
ほ
ん
の
か
り
（
雁
）
そ
め
の
気
持
ち
で
ち
ょ
っ
と
口
だ
し

し
て
ゐ
た
わ
た
し
の
声
に
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
の
歌
の
背
景
に
古
今
集
巻
四
、
秋
歌
上
の
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
、「

221
な
き
わ
た
る

雁
の
涙
や
お
ち
つ
ら
む
物
思
宿
の
は
ぎ
の
う
へ
の
つ
ゆ
」
と
、『
古
今
和
歌
六
帖
第
一
』
つ
ゆ
の
項
「

545
白
露
を
と
れ
ば
け
ぬ
べ
し
い
ざ

と
ら
じ
露
吹
き
そ
ひ
て
は
ぎ
の
あ
そ
び
せ
ん　

や
か
も
ち
」
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
『
文
庫
』
で
は
「
萩
の
上
に
涙
の
露
を
催
し
添
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え
た
悲
し
い
雁
の
声
―
私
の
声
を
」
と
、
両
解
釈
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。　

「
吹
き
そ
ふ
」
は
吹
き
加
わ
る
の
意
で
、「
あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
」「
風
を
ふ
き
そ
ふ
」
な
ど
と
詠
わ
れ
る
が
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
れ
ば
、

平
安
時
代
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
和
泉
式
部
以
前
の
用
例
は
『
中
務
集
』
と
『
古
今
六
帖

545
番
』、『
源
氏
物
語
』
に
二
首
見
ら
れ
る
の
み

で
あ
る
。
こ
こ
の
歌
の
場
合
、
風
の
語
も
何
も
な
い
が
、
古
今
集
の
意
を
汲
み
、
萩
の
上
の
露
に
空
を
飛
ん
で
い
る
「
雁
」
の
涙
が
加

わ
っ
た
（
吹
き
と
ん
で
き
た
）
と
と
り
た
い
。

ま
た
「
う
は
の
そ
ら
」
と
「
雁
」
を
詠
ん
だ
歌
は
平
安
時
代
で
は
勅
撰
集
は
金
葉
集
が
初
見
で
、
和
泉
式
部
以
前
の
歌
人
の
例
は
、

『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
第
十
三
に
『
是
貞
親
王
歌
合
』
で
詠
ま
れ
た
友
則
の
歌
、「
恒マ

マ久
親
王
家
歌　

5488
か
り
の
鳴
く
う
は
の
そ
ら
な
る
涙
こ

そ
秋
の
た
も
と
の
露
と
お
く
ら
め
」
が
あ
る
。
こ
の
友
則
の
歌
の
「
う
は
の
そ
ら
」
は
「
漠
然
と
し
て
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
さ
ま
、」（『
日

本
国
語
大
辞
典
』）
で
あ
る
。
和
泉
式
部
の
歌
で
は
雁
と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ
た
歌
は
こ
の

834
番
の
み
で
あ
る
が
、
他
に
三
首
あ
る
。
そ

の
う
ち
の

780
番
は
主
体
は
違
う
が
、
同
様
の
詠
ま
れ
方
を
し
て
お
り
、「
あ
な
た
の
い
う
こ
と
は
根
拠
が
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

詠
ま
れ
て
い
る
。

歌
意
を
ま
と
め
る
と
、
萩
の
上
に
お
く
露
は
雁
の
涙
、
そ
の
雁
の
鳴
く
音
す
な
わ
ち
私
の
泣
く
声
を
、
い
い
加
減
に
聞
い
て
い
た
の
で

す
ね
い
う
こ
と
に
な
る
。「
も
の
言
ふ
声
」
は
「
泣
く
声
」
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
立
ち
聞
き
し
た
他
の
男
が
、
慰
め
る
つ
も
り
か
適
当
に

言
い
寄
っ
て
き
た
の
を
拒
ん
だ
と
い
う
状
況
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
こ
の
「
露
」
は
自
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
涙
の
表
現
と

考
え
る
。

人
の
家
に
、
秋
の
頃
、「
萩
ノ
上
ノ
露
」
と
云
ふ
事
を
云
ひ
た
る
に
、「
こ
と
わ
り
な
る
事
ど
も
を
云
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
え
問

ふ
ま
じ
」
と
云
ひ
た
る
に

1370
萩
原
に
臥
す
小
男
鹿
も
云
は
れ
た
り
た
だ
吹
く
風
に
ま
か
せ
て
を
見
よ
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詞
書
の
「『
萩
上
露
』
と
云
ふ
事
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。『
文
庫
』
で
は
前
掲
の
古
今
集
の
「

221
な
き
わ
た
る
雁
の
涙
や

お
ち
つ
ら
む
物
思
宿
の
は
ぎ
の
う
へ
の
つ
ゆ
」
を
引
く
か
と
の
補
注
が
あ
る
。『
日
本
古
典
全
書

）
11

（
注

』
で
は
「『「
萩
の
上
の
露
」』
は
以
前
か

ら
の
歌
の
題
で
、
そ
の
題
で
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
問
答
の
連
作
が
拾
遺
集
雑
下
に
出
て
ゐ
る
。」（

513
、

514
番
）、「
今
も
そ
れ
が
論

に
な
っ
て
ゐ
て
盡
き
な
い
の
で
あ
る
。」
と
あ
り
、「
露
が
ど
こ
に
結
ぶ
の
か
は
、
た
だ
吹
く
風
次
第
の
こ
と
だ
」
と
「
歌
に
よ
っ
て
論
を

一
掃
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

ま
た
、『
全
釈
』
は
「
人
の
家
」
は
他
の
女
の
家
で
そ
こ
に
に
す
み
つ
い
た
男
へ
の
歌
と
し
て
「
萩
の
上
の
露
」
は
「
男
が
手
折
り
や

す
い
女
の
評
価
に
用
ゐ
る
語
」
で
、
こ
の
歌
を
「
そ
の
言
葉
、
わ
ざ
と
男
に
対
し
て
用
ゐ
、
他
の
女
に
も
の
の
見
事
に
誘
惑
さ
れ
て
、
入

り
婿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
男
を
、
皮
肉
っ
た
も
の
と
と
見
た
。」
と
い
う
前
提
で
解
釈
さ
れ
、
か
な
り
複
雑
な
詠
歌
状
況
を
想
定
さ
れ
て

い
る
。「
人
の
家
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
に
和
泉
式
部
の
歌
に
は
な
く
、
主
に
「
人
に
」、「
人
の
許
に
」
が
多
い
。
た
だ
、『
全
釈
』
の

よ
う
な
解
釈
を
す
る
に
は
、
も
う
少
し
説
明
が
あ
っ
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

古
今
集

221
番
の
歌
は
前
述
の

834
番
の
歌
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
の
ち
の
定
家
の
歌
論
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
著
名
な
歌

で
あ
る
か
ら
、「
萩
の
上
の
露
」
と
い
え
ば
こ
の
歌
を
さ
す
も
の
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。「
と
云
ふ
事
を
云
ひ
た
る
に
」
と
は
、
こ

の
種
の
言
葉
の
み
贈
っ
た
も
の
か
。

「
こ
と
わ
り
な
る
事
ど
も
」
は
理
屈
っ
ぽ
い
こ
と
と
各
注
釈
は
し
て
い
る
が
「
道
理
、
当
然
の
こ
と
、
当
た
り
前
の
こ
と
」
を
、「
云
ひ

つ
づ
く
れ
ば
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
何
回
も
い
う
な
ら
行
か
な
い
、『
文
庫
』
は
「
問
ふ
ま
じ
」
と
校
訂
し
て
い
る
が
、『
全

釈
』
は
「
訪
ふ
ま
じ
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
「
訪
ふ
ま
じ
」
の
方
が
意
と
し
て
は
わ
か
り
や
す
い
。

い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
萩
の
上
の
露
」
と
だ
け
言
っ
て
古
今
集
の
歌
を
暗
示
し
、「
涙
と
共
に
物
思
い
に
ふ
け
る
私
」

を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
も
ら
っ
た
側
か
ら
す
れ
ば
耳
に
痛
い
「
こ
と
わ
り
な
る
事
」
だ
っ
た
の
で
行
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か
な
い
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
小
男
鹿
」
は
萩
を
求
め
て
や
っ
て
来
る
。
萩
は
女
性
（
妻
）
に
見
立
て
ら
れ
て
万
葉
集
の
頃
か
ら
詠
ま
れ
て
き
た
。
萩
原
に
ふ
す
牡

鹿
、
つ
ま
り
、
萩
（
女
）
に
寄
っ
て
く
る
の
が
当
た
り
前
の
鹿
（
男
）
に
（「
然
も
」
を
か
け
て
、）
に
そ
ん
な
こ
と
を
云
わ
れ
た
こ
と
よ

と
い
う
。「
云
は
れ
た
り
」
は
和
泉
式
部
の
歌
の
み
に
み
ら
れ
る
句
で
あ
る
。
下
句
は
た
だ
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
吹
く
風
に
ま
か
せ
て

お
い
て
」
は
、
会
い
に
来
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
古
今
集
の
よ
み
人
し
ら
ず
「

694
宮
木
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
つ
ゆ

を
お
も
み
風
を
ま
つ
ご
と
君
を
こ
そ
ま
て
」
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。

こ
の
歌
は
「
露
」
が
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
「
萩
上
露
」
が
、
男
女
の
や
り
と
り
の
中
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
用
い
ら
れ
、
歌
の
背
景
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
げ
た
。

以
上
の
歌
は
、
男
女
の
軽
妙
な
や
り
と
り
で
あ
り
、
情
趣
を
詠
む
と
い
う
歌
で
は
な
く
、「
露
」
の
役
割
は
実
際
の
「
露
」
で
は
な
く
、

「
露
」
の
語
を
契
機
と
し
て
男
女
の
仲
の
今
の
状
況
を
表
す
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
詳
し
い
詞
書
を
伴
う
こ
と
で
、
あ
た
か
も
物
語
の
一
場

面
で
あ
る
か
の
よ
う
な
作
と
な
っ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

次
の
二
首
は
、
恋
人
へ
の
贈
歌
で
あ
る
。

八
月
ば
か
り
、
夜
一
夜
風
吹
き
た
る
つ
と
め
て
、「
い
か
が
」
と
い
ひ
た
る
に

1312
荻
風
に
露
吹
き
む
す
ぶ
秋
の
夜
は
独
り
寝
覚
の
床
ぞ
さ
び
し
き

世
の
中
は
か
な
き
事
な
ど
、
夜
一
夜
言
ひ
明
か
し
て
、
帰
り
ぬ
る
つ
と
め
て

1325
お
き
て
ゆ
く
人
は
露
に
は
あ
ら
ね
ど
も
今
朝
は
名
残
の
袖
も
か
わ
か
ず

1312
番
は
荻
風
が
吹
い
て
露
を
玉
と
結
ぶ
、
そ
の
よ
う
な
秋
の
夜
の
独
り
寝
の
わ
び
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

1325
番
、
は
後
朝
の
歌

で
、
別
れ
の
悲
し
み
を
袖
を
濡
ら
し
続
け
る
露
（
涙
）
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
「
涙
」
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。
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ま
た
、
帥
宮
挽
歌
群
の
う
ち
の
二
首
は
「
無
常
」
を
詠
む
露
の
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

昼
偲
ぶ
（
の
う
ち
）

1020
君
を
思
ふ
心
は
露
に
あ
ら
ね
ど
も
日
に
当
て
つ
つ
も
消
え
か
へ
る
か
な

宵
の
思
ひ
（
の
う
ち
）

1035
宵
ご
と
に
物
思
ふ
人
の
涙
こ
そ
千
ぢ
の
草
葉
の
露
と
お
く
ら
め

そ
の
他
「
露
」
の
用
例
と
し
て
、「
露
け
し
」「
露
け
さ
」
と
い
う
表
現
が
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
袖
」
が
「
露
け
し
」
の
例
が
三
例

あ
る
。
こ
の
「
袖
が
露
け
し
」
歌
は
古
来
非
常
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
和
泉
式
部
の
次
の
例
は
、
き
せ
わ
た
し
た
菊
の
露

か
ら
、
自
ら
の
袖
の
露
け
さ
を
思
い
、
菊
（
聞
く
）
だ
け
の
事
と
人
は
見
る
（
聞
く
と
の
対
比
）
だ
ろ
う
か
と
詠
む
。「
人
」
は
菊
を
「
お

こ
せ
た
」
人
だ
ろ
う
か
。
菊
を
贈
る
方
も
、
歌
を
贈
っ
た
方
も
「
折
」
を
意
識
し
た
風
雅
な
贈
答
で
あ
る
。

九
日
、
綿
覆
は
せ
し
菊
を
お
こ
せ
て
、
見
る
に
露
し
げ
け
れ
ば

1483
を
り
か
ら
は
お
と
ら
ぬ
袖
の
露
け
さ
を
菊
の
上
と
や
人
の
見
る
覧

こ
の
ほ
か
に
も
「

765
露
け
き
萩
の
上
」「

766
露
け
き
花
の
上
」
な
ど
の
例
が
あ
り
（
こ
の
表
現
は
意
外
に
少
な
い
）
自
身
を
萩
、
花
に

喩
え
「
露
」
は
涙
を
暗
示
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

人
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
詠
ま
れ
る
「
露
」
の
歌
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
歌
を
含
め
て
三
十
数
首
あ
る
。
こ
の
う
ち
人
（
ほ

ぼ
男
性
）
へ
の
贈
歌
の
中
で
は
、「
露
」
は
「
男
性
」「
ひ
と
」
を
意
味
し
、「
命
」
あ
る
い
は
「
涙
」
を
暗
示
し
て
い
る
。「
露
」
と
い
う

語
が
人
と
の
や
り
取
り
の
中
で
用
い
ら
れ
る
時
、
さ
ま
ざ
ま
場
面
、
状
況
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
詞
書
に
お
い

て
複
雑
な
人
間
関
係
を
示
し
、
そ
の
複
雑
な
状
況
は
歌
と
響
き
合
い
、
結
局
は
男
女
間
の
は
か
な
さ
を
描
く
。
こ
の
よ
う
な
例
は
伝
統
的

な
「
露
」
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
一
部
を
取
り
上
げ
た
の
み
だ
が
、
男
女
間
の
は
か
な
さ
を
「
露
」
に
喩
え
て
詠
む
歌
が
他
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に
も
多
く
あ
り
、
和
泉
式
部
独
特
の
表
現
力
で
、
単
純
な
感
慨
の
歌
に
終
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
無
常
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

四　

命
を
詠
む

和
泉
式
部
の
「
露
」
の
歌
を
「
無
常
を
詠
む
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
時
、
一
番
重
要
な
の
は
、「
露
の
は
か
な
さ
」
を
「
人
の
命

の
は
か
な
さ
」
と
と
ら
え
て
詠
む
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
露
」
に
た
と
え
て
、
身
近
に
あ
る
「
死
」
を
詠
む
歌
を
と
り
あ
げ
考
察
す

る
。

い
か
な
る
人
に
か
あ
り
け
む
、
わ
づ
ら
ふ
と
聞
き
て
い
ひ
や
る

659
さ
ま
ざ
ま
に
心
置
き
た
る
露
な
れ
ば
た
だ
に
草
葉
の
上
と
や
は
聞
く

和
泉
式
部
の
歌
の
中
で
「
い
か
な
る
人
に
か
」
の
詞
書
を
持
つ
歌
は
こ
の
ほ
か
に
三
首
あ
る
。
そ
の
う
ち

508
、

546
番
歌
は
、「
だ
れ

だ
っ
た
か
」
く
ら
い
の
特
に
た
わ
い
の
な
い
男
性
へ
の
贈
歌
と
と
れ
る
が
、

548
番
は
「
い
か
な
る
人
に
か
、
い
ひ
侍
る
」
の
詞
書
で
、

548
い
と
ど
し
く
物
ぞ
悲
し
き
さ
だ
め
な
き
君
は
わ
が
身
の
か
ぎ
り
と
思
ふ
に

と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
の
歌
か
ら
詞
書
の
な
い
歌
が
555
番
ま
で
続
く
。
こ
の
詞
書
が
全
体
に
か
か
る
連
作
か
と
思
わ
れ
る
程
の
、
片
恋
の

苦
し
さ
を
主
題
と
す
る
歌
が
続
く
の
で
あ
る
。
こ
の
659
番
も
「
い
か
な
る
人
」
は
「
さ
ま
ざ
ま
に
心
置
き
た
る
」
人
で
あ
る
の
で
、
過
去

に
恋
愛
の
経
緯
が
あ
り
、
あ
る
程
度
の
縁
の
あ
る
男
性
に
つ
い
て
わ
ざ
と
お
ぼ
め
か
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
心
置
く
」
は
心
に
か
け
る
、
思
い
を
残
す
の
ほ
か
、
心
の
隔
て
を
置
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
（『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』）。
こ

の
歌
の
解
釈
は
『
文
庫
』
は
「
い
ろ
い
ろ
の
事
で
隔
て
心
を
持
っ
た
こ
と
の
あ
る
仲
な
の
で
。」
と
し
、『
全
釈
』
は
「
相
手
に
対
し
て
不

快
に
思
ふ
こ
と
が
あ
っ
て
、
へ
だ
て
心
を
持
つ
意
の
『
心
置
く
』
に
、『
露
が
置
く
』
を
か
け
る
」
と
あ
る
。「
草
葉
の
上
」
は
『
文
庫
』
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は
「
自
分
と
は
無
縁
の
人
の
こ
と
を
よ
そ
え
た
。」『
全
釈
』
は
「
自
分
と
は
無
関
係
の
人
の
生
命
の
危
機
と
し
て
は
感
じ
て
は
ゐ
な
い
。」

と
あ
る
。

こ
の
歌
の
場
合
、
そ
の
人
と
の
間
に
恋
愛
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
が
あ
っ
て
、
現
在
は
つ
き
あ
い
の
な
い
相
手
で
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
心
置
く
」
で
、
し
か
し
隔
て
心
だ
け
で
な
く
愛
情
も
残
っ
て
お
り
、
忘
れ
ら
れ
な
い
人
な
の
で
、
病
気
と
聞
い
て
歌

を
贈
っ
た
。
こ
こ
で
「
露
」
は
そ
の
相
手
で
も
あ
り
、
相
手
の
命
と
も
言
え
よ
う
。
草
葉
は
「
露
」
が
置
く
と
こ
ろ
で
、「
草
葉
の
上
の

露
」
は
は
か
な
い
も
の
（
命
）
と
し
て
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
て
き
た
表
現
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
た
だ
に
」
の
語
を
付
す
こ
と
で
、
た
だ

単
に
、
世
に
言
う
の
と
同
じ
は
か
な
い
も
の
と
思
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
、
本
当
は
心
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
詠
ん
だ
も
の
と
解
釈

し
た
い
。
詞
書
と
一
体
と
な
っ
て
、
一
つ
の
恋
の
結
末
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
味
わ
い
の
歌
で
あ
る
。

次
の
三
首
は
「
朝
顔
」
と
「
露
」
の
歌
で
あ
る
。

朝
顔
は
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典

）
12

（
注

』
に
よ
る
と
は
平
安
期
に
入
っ
て
「『
あ
さ
が
ほ
』
の
花
の
命
の
短
さ
と
無
常
観
を
結
び
つ
け
て
う
た

う
用
法
」
が
見
ら
れ
、「
そ
の
際
、『
あ
さ
が
ほ
』
の
は
か
な
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、『
露
』
と
と
も
に
よ
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的

に
多
い
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
露
と
花
と
の
関
係
は
「
は
か
な
い
『
花
』
の
上
に
置
く
さ
ら
に
は
か
な
い
『
露
』
と
い
う
認
識
が
多
い
一

方
、『
花
』
が
『
露
』
よ
り
も
は
か
な
い
と
す
る
逆
の
発
想
の
詠
も
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

亡
く
な
り
た
り
け
る
人
の
持
た
り
け
る
物
の
中
に
、

朝
顔
を
折
り
枯
ら
し
て
あ
り
け
る
を
見
て

1096
朝
顔
を
折
り
て
見
ん
と
や
思
ひ
け
ん
露
よ
り
さ
き
に
消
え
に
け
る
身
を

1096
番
歌
は
、
は
か
な
い
露
よ
り
さ
き
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
身
と
は
思
わ
ず
、
朝
顔
を
折
っ
て
鑑
賞
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
詠

む
。
こ
の
詞
書
の
亡
く
な
っ
た
人
は
だ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
遺
品
を
見
て
い
る
の
で
親
し
い
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
亡
く
な
っ
た
人
の
持
ち
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物
を
見
る
こ
と
自
体
命
の
は
か
な
さ
を
感
じ
る
上
に
、
持
ち
物
か
ら
出
て
き
た
の
は
「
折
り
枯
ら
し
た
朝
顔
」
で
あ
る
。「
朝
顔
」
は
す

ぐ
に
し
ぼ
む
も
の
の
、
咲
い
て
い
る
一
瞬
は
美
し
い
。「
朝
顔
」
を
賞
美
し
よ
う
と
思
っ
て
折
っ
た
時
に
は
そ
の
人
は
確
か
に
生
き
て
い

た
の
に
と
、
そ
の
人
が
生
き
て
い
た
一
瞬
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
花
の
向
こ
う
、
花
盛
り
の
幻
影
と
重
ね
ら
れ
る
。
歌
の
「
露
」
は
そ
の

「
朝
顔
」
に
置
い
た
露
と
見
る
必
要
は
な
く
、
短
命
な
「
朝
顔
」
に
置
く
更
に
は
か
な
い
「
露
」
よ
り
も
先
に
「
命
」
が
「
消
え
に
け
る
」

無
常
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
詞
書
と
重
ね
る
こ
と
で
「
露
よ
り
先
に
」
消
え
る
人
間
の
は
か
な
さ
が
、
印
象
深
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
暮
に
か
な
ら
ず
」
と
い
ひ
た
る
男
、
朝
顔
に
つ
け
て

1166
今
の
間
の
露
に
か
ば
か
り
あ
ら
そ
へ
ば
暮
に
は
見
え
じ
朝
顔
の
花

こ
の
歌
は
「
暮
れ
に
は
必
ず
行
く
」
と
い
っ
て
き
た
男
に
、
朝
顔
に
つ
け
て
、
今
こ
の
時
置
い
て
い
る
「
露
」
と
「
朝
顔
」
が
こ
の
よ

う
に
は
か
な
く
消
え
る
事
を
争
っ
て
い
る
く
ら
い
な
の
で
、
暮
れ
に
は
こ
の
朝
顔
の
花
は
も
う
見
え
ま
す
ま
い
と
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詞
書
か
ら
見
て
男
か
ら
の
音
信
は
朝
来
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
前
夜
約
束
し
な
が
ら
来
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で

朝
顔
を
贈
り
、「
露
」
は
も
ち
ろ
ん
は
か
な
く
消
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
朝
顔
も
夕
方
に
は
は
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
自
分

の
命
が
消
え
て
し
ま
う
前
に
今
す
ぐ
逢
い
た
い
、
と
解
釈
で
き
る
。

た
だ
、「
露
」
は
「
男
」
か
も
し
れ
な
い
。「
暮
れ
に
は
必
ず
行
く
」
と
い
う
、
朝
早
く
の
音
信
は
前
夜
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
言
い
訳

で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
当
て
に
な
ら
な
い
約
束
を
す
る
男
と
こ
の
よ
う
に
争
う
な
か
で
、
私
は
夕
方
に
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う

と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

和
泉
式
部
と
同
時
代
の
歌
人
の
歌
で
は
次
の
例
が
あ
る
。

『
好
忠
集

）
13

（
注

』
毎
月
集　

は
じ
め
の
秋　

七
月

191
お
き
て
見
ん
と
思
ひ
し
ほ
ど
に
か
れ
に
け
り
露
よ
り
け
な
る
朝
顔
の
花
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1166
番
は
こ
の
歌
の
直
接
の
享
受
で
は
な
い
が
、「
露
」
と
「
朝
顔
」
の
い
ず
れ
が
は
か
な
い
か
を
問
う
な
か
で
、
両
方
の
は
か
な
さ
を

強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
と
見
え
よ
う
。

世
の
中
は
か
な
き
事
な
ど
言
ひ
て
、
槿
花
の
あ
る
を
見
て

1296
は
か
な
き
は
我
が
身
な
り
け
り
あ
さ
が
ほ
の
朝
の
露
も
お
き
て
見
て
ま
し

「
世
の
中
は
か
な
き
事
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
歌
は
ほ
か
に
四
首
（

153
、

215
、

1325
、

1373
番
）
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち

1325
番
は
後
朝
の
歌

で
あ
る
が
、
他
は
い
ず
れ
も
「
は
か
な
き
事
」
は
命
に
か
か
わ
る
歌
の
詞
書
で
あ
る
。「
こ
の
世
は
無
常
で
あ
る
事
」
な
ど
を
言
っ
て
、

朝
顔
が
あ
る
の
を
見
て
、
は
か
な
い
も
の
の
た
め
し
で
あ
る
朝
顔
に
置
く
、
さ
ら
に
は
か
な
い
あ
し
た
の
露
も
起
き
て
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
、
実
は
朝
顔
の
露
よ
り
も
は
か
な
い
の
は
わ
が
身
（
命
）
な
の
で
あ
る
、
明
日
の
命
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
歌
に
お
い
て
も
「
世

の
中
は
か
な
き
事
」
は
命
の
は
か
な
さ
に
か
か
わ
る
。「
露
」
は
朝
顔
に
お
く
こ
と
で
い
っ
そ
う
「
は
か
な
さ
」
の
強
調
の
表
現
と
な
る
。

同
時
代
の
歌
と
し
て
は
次
の
歌
が
あ
る
。

『
輔
親
集
』お

な
じ
こ
ろ
、
世
の
は
か
な
き
事
を
い
ひ
て
人
人
う
た
よ
む
に

22
人
の
世
は
な
に
か
は
た
め
し
あ
さ
が
ほ
の
つ
ゆ
け
き
ほ
ど
の
い
の
ち
と
お
も
へ
ば

「
露
」
と
「
朝
顔
」
を
同
時
に
詠
む
歌
は
、
勅
撰
集
で
は
新
古
今
集
が
初
出
で
、
前
掲
の
好
忠
の
歌
で
あ
る
。
和
泉
式
部
と
同
時
代
、

あ
る
い
は
そ
の
少
し
前
か
ら
、「
朝
顔
」「
露
」
を
同
時
に
詠
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
詠
む
こ
と
で
「
は
か
な
さ
」
が
強
調
さ
れ

る
。
両
者
と
も
朝
に
は
そ
の
姿
を
印
象
づ
け
な
が
ら
昼
に
は
は
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
時
生
き
生
き
と
存
在
し
な
が
ら
少
し
の
時
間

で
消
え
て
し
ま
う
。「
朝
顔
（
花
）」
に
は
「
露
」
に
は
な
い
華
や
か
な
輝
き
が
あ
り
、「
露
」
に
は
し
ぼ
ん
だ
姿
を
残
す
「
花
」
と
は
違

う
、
跡
形
も
無
く
消
え
る
は
か
な
さ
が
あ
る
。
こ
の
両
者
を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
「
死
」
と
隣
あ
わ
せ
だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
、
そ
の
一
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瞬
を
か
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
命
」
そ
の
も
の
の
本
質
を
暗
示
し
て
い
る
。

世
の
中
さ
わ
が
し
う
な
り
て
、
人
の
片
端
よ
り
亡
く
な
る
頃
、
人
に

1363
知
ら
じ
か
し
花
の
端
ご
と
に
お
く
露
の
い
づ
れ
と
も
な
き
な
か
に
消
え
な
ば

世
の
中
が
疫
病
の
流
行
で
、
人
が
次
々
と
亡
く
な
っ
て
い
く
頃
人
に
贈
っ
た
歌
で
、
花
び
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
の
先
ご
と
に
置
く
露
の

よ
う
に
、
だ
れ
と
も
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
（
私
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
知
ら
な
い
ま
ま
で
し
ょ
う
ね
）

と
詠
む
。

「
世
の
中
さ
わ
が
し
う
な
り
て
」
は

185
番
「
世
の
中
さ
わ
が
し
き
頃
、
語
ら
ふ
人
の
久
し
う
音
せ
ぬ
に
」
の
詞
書
で
の
歌
が
和
泉
式
部

歌
に
あ
る
。
同
様
に
、
紫
式
部
の
歌
に
も
見
ら
れ
る
。

『
紫
式
部
集

）
14

（
注

』
世
の
中
の
騒
が
し
き
こ
ろ
、
朝
顔
を
、
同
じ
所
に
た
て
ま
つ
る
と
て

53
消
え
ぬ
ま
の
身
を
も
知
る
知
る
朝
顔
の
露
と
あ
ら
そ
ふ
世
を
嘆
く
か
な

こ
の
紫
式
部
の
歌
と
和
泉
式
部
の
歌
と
の
違
い
は
、「
朝
顔
の
露
と
あ
ら
そ
ふ
」
と
、「
花
の
端
ご
と
に
」
と
い
う
表
現
の
違
い
で
あ
ろ

う
。
朝
顔
の
露
と
あ
ら
そ
う
よ
う
に
と
い
う
の
は
そ
の
く
ら
い
は
か
な
い
命
と
詠
む
の
に
対
し
て
、
花
び
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
置
い
て
い

る
露
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
と
い
う
表
現
は
、
詞
書
に
「
片
端
よ
り
亡
く
な
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
っ
と
大
勢
の
人
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
、
小
さ
な
花
び
ら
に
お
く
露
の
ご
と
く
人
の
命
な
ど
ご
く
軽
い
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、「
消
え
ぬ
ま
の

身
を
も
知
る
知
る
」（
紫
式
部
詠
）
よ
り
「
い
づ
れ
と
も
な
き
な
か
に
消
え
な
ば
」（
和
泉
式
部
詠
）
は
、
そ
の
他
大
勢
の
う
ち
の
一
人
と

し
て
自
己
を
対
象
化
す
る
歌
と
も
い
え
る
。

こ
れ
ら
は
、
長
保
三
年
の
疫
病
流
行
の
こ
ろ
（『
日
本
記
略
』
後
篇
十　

一
條

）
15

（
注

）
を
二
人
そ
れ
ぞ
れ
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
流
行



―25―

病
で
片
端
か
ら
人
が
な
く
な
る
状
況
は
、
観
念
で
は
な
く
現
実
の
も
の
と
し
て
の
「
死
」
を
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
。「
露
の
命
」
が
、
単

な
る
修
辞
で
は
な
い
、
実
感
の
重
み
を
持
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

露
よ
り
も
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
人
の
言
ふ
を
聞
き
て

178
草
の
上
の
露
に
た
と
へ
し
時
だ
に
も
こ
は
頼
ま
れ
じ
幻
の
世
か
（
正
集
）

露
よ
り
世
の
は
か
な
き
事
を
あ
る
に 

　
　
　

   

重
出
歌

1149
草
の
上
の
露
と
た
と
へ
ぬ
時
だ
に
も
こ
は
頼
ま
れ
じ
幻
の
世
か
（
続
集
）

　

他
出　
『
万
代
和
歌
集

）
16

（
注

』
巻
第
十
八　

雜
五

3573
草
の
上
の
露
と
た
と
へ
ぬ
時
だ
に
も
こ
は
頼
ま
れ
し
ま
ぼ
ろ
し
の
世
か

こ
の
歌
は
重
出
歌
と
微
妙
に
助
詞
が
違
っ
て
お
り
、
ま
た
諸
注
の
解
釈
も
見
解
が
分
か
れ
る
。

ま
ず
、『
全
釈
』
は
こ
の
歌
の
出
典
は
『
金
剛
般
若
経
』「
一
切
ノ

有
為
法
ハ

如
二ク
夢
幻
泡
影
一ノ
如
レク

露
ノ

亦
如
レシ

雷
ノ

。
応
レニ

作
ス

如
レキ
ノ

是か

ク
ノ

観
）
17

（
注

一ヲ
」
と
し
て
い
る
。『
文
庫
』
も
「
一
切
有
為
法
…
に
よ
る
か
」
と
補
注
に
あ
げ
て
い
る
。

『
文
庫
』
は

178
番
の
脚
注
「
こ
の
ま
ま
の
本
文
で
は
解
を
得
が
た
い
」
と
し
、

1149
番
の
「
た
と
へ
ぬ
時
だ
に
も
」
を
生
か
し
て
訳
は

「
草
の
上
に
お
い
た
露
と
た
と
え
ぬ
時
で
も
、
こ
の
世
は
と
う
て
い
頼
み
に
は
で
き
ま
い
、
幻
の
世
な
の
か
」
と
し
て
い
る
。「
頼
ま
れ

じ
」
否
定
形
の
本
文
と
す
る
。

『
全
釈
』
は

1149
番
の
解
は
な
く
、

178
番
「
た
と
へ
し
時
」「
頼
ま
れ
し
」
と
し
て
、「『
し
』
は
過
去
の
『
き
』
と
す
べ
き
」
と
あ
り
、
訳

は
「
草
の
上
の
露
に
た
と
へ
し
時
」
は
金
剛
般
若
経
の
「
一
切
ノ

有
為
法
ハ

如
二ク
夢
幻
泡
影
一ノ
如
レク

露
ノ

」
と
仏
が
説
い
た
時
と
し
、
そ
の
時

で
さ
え
「
頼
む
に
頼
み
得
な
い
幻
の
如
き
世
」
で
あ
っ
た
。「
ま
し
て
現
世
の
幸
福
な
ど
力
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
解
釈
し
て
お
り
、

本
文
を
「
頼
ま
れ
し
」
と
し
な
が
ら
、
実
際
は
「
頼
ま
れ
じ
（
否
定
）」
で
解
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
「
仏
が
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
説
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い
た
時
で
さ
え
頼
み
得
な
い
世
」
と
い
う
解
で
は
「
さ
え
」
の
つ
な
が
り
が
不
明
で
あ
る
。

『
万
代
和
歌
集
』
は
続
集

1149
番
と
底
本
の
表
記
は
同
じ
だ
が
、「
頼
ま
れ
し
」
と
本
文
を
立
て
、
訳
は
「
草
の
上
の
露
に
譬
え
な
い
時
で

も
、
こ
の
世
は
頼
り
に
で
き
た
幻
の
世
な
の
か
、
も
と
も
と
頼
り
に
な
ぞ
で
き
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。」
と
し
て
い
る
。

先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
納
得
で
き
る
解
釈
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
応
本
文
を
選
択
判
断
し
て
考
察
し
た

い
。ま

ず
、

1296
番
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
和
泉
式
部
の
「
世
の
中
は
か
な
き
事
」
の
詞
書
の
歌
（

153
、

215
、

1296
、

1373
番
）
は
「
命
」
に
か
か

わ
る
歌
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

常
よ
り
も
、
世
の
中
は
か
な
う
見
え
し
頃
、
九
月
九
日

1373
聞
き
と
き
く
人
は
亡
く
な
る
世
の
中
に
今
日
も
我
が
身
は
過
ぎ
ん
と
や
す
る

正
集

178
番
の
詞
書
は
「
露
よ
り
も
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
人
の
言
ふ
を
聞
き
て
」
続
集

1149
番
は
「
露
よ
り
も
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
あ

る
に
」
と
あ
り
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
。

178
番
「
露
よ
り
も
世
の
中
は
あ
っ
け
な
く
む
な
し
い
こ
と
と
人
が
言
う
の
を
聞
い
て
」、
ま

た
1149
番
は
「
露
よ
り
も
世
の
中
に
は
か
な
い
事
が
あ
る
を
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
般
的
に
世
の
中
の
は
か
な
さ
を
い
う
の
だ
け
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
人
が
亡
く
な
る
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
、
正
集
の
場
合
は
「
人
が
言
っ
て
い
た
」
の
を
聞
い
て
、
続
集
の
場
合
は
そ
う

い
う
状
況
が
あ
る
の
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
正
集
は
贈
歌
か
、
続
集
は
独
詠
の
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

上
句
は
「
草
の
上
の
露
」
は
置
く
と
す
ぐ
消
え
て
し
ま
う
は
か
な
い
も
の
で
人
の
命
に
喩
え
ら
れ
る
。

178
番
で
は
「
命
」
を
は
か
な
い

「
草
の
上
の
露
」
と
た
と
え
た
時
で
す
ら
も
、
と
な
り
、
ま
た

1149
番
は
逆
で
、「
命
」
を
「
草
の
上
の
露
」
に
た
と
え
な
い
時
で
さ
え
も
、

と
な
る
。
し
か
し
、「
命
」
は
「
草
の
上
の
露
」
に
既
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
だ
に
も
」
と
続
け
る
た
め
に
は
、
上
句

は
否
定
の
本
文
の
方
が
良
い
。
詞
書
か
ら
の
続
き
と
し
て
も

1149
番
の
「
た
と
へ
ぬ
」
の
方
の
本
文
を
取
り
た
い
。
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下
句
で
あ
る
が
、
続
集
「
我
不
愛
身
命
」
歌
群
の
中
に
次
の
歌
が
あ
る
。

1401
幻
に
た
と
へ
ば
世
は
た
頼
ま
れ
ぬ
な
け
れ
ど
あ
れ
ば
あ
れ
ど
な
け
れ
ば

こ
の
歌
の
内
容
を
、『
文
庫
』
訳
で
見
る
と
「
こ
の
世
を
幻
に
た
と
え
れ
ば
、
一
方
ま
た
頼
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
と
い
え

ば
、
幻
は
は
か
な
い
よ
う
に
見
え
て
あ
り
、
あ
る
よ
う
に
見
え
て
な
い
か
ら
。」
と
あ
る
。
こ
の
世
は
す
べ
て
幻
で
あ
る
と
詠
む
。

こ
の

1401
番
の
歌
を
ヒ
ン
ト
に
考
察
す
る
と
、

1149
番
は
、「
露
と
た
と
へ
ぬ
」
時
で
さ
え
こ
の
世
は
幻
で
あ
っ
た
の
だ
。「
こ
は
」
は
詞
書

の
「
は
か
な
き
事
あ
る
世
の
中
」
で
、「
や
は
り
頼
み
に
で
き
な
い
幻
の
世
だ
っ
た
の
か
」
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
上
句
の

「
時
だ
に
も
」
の
あ
と
、「
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
、
そ
こ
に
傍
線
を
つ
け
た
意
が
あ
る
と
考
え
た
。
下
句
と
の

間
に
一
呼
吸
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
解
で
あ
る
が
、
こ
の
世
で
救
い
得
な
い
無
常
を
「
露
」
を
た
と
え
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
理
解

で
き
よ
う
。

五　

ま
と
め

和
泉
式
部
の
「
露
」
を
詠
ん
だ
歌
は
三
節
の
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
約
七
十
首
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
取
り
上
げ
た
以
外
の
歌
も
含
め
和
泉
式
部
歌
の
特
質
を
ま
と
め
る
。

第
三
節
に
あ
げ
た
伝
統
的
な
詠
い
方
の
中
に
は
他
に
、「
露
が
木
々
を
染
め
る
」
発
想
の
歌
、「
檀
色
づ
き
た
り
」
と
し
て
「

830
き
し
よ

り
も
ま
だ
き
檀
の
色
づ
く
は
秋
に
入
る
日
に
露
や
置
く
ら
ん
」
が
あ
り
、
ま
た
七
夕
に
詠
ま
れ
た
「

1280
風
の
音
に
秋
来
に
け
り
と
お
ど
ろ

き
て
見
れ
ば
草
葉
の
露
も
置
き
け
り
」
も
あ
る
。
前
述
の
初
期
百
首
61
番
に
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
ら
は
古
今
集
の
影
響
を
う
け
て

い
る
。
た
だ
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
れ
ば
実
は
「
檀
」
と
「
露
」
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
は
少
な
く
、
平
安
時
代
で
は
忠
見
と
和
泉
式
部
く

ら
い
し
か
見
出
せ
な
い
。
そ
こ
に
感
性
を
働
か
せ
、「
真
弓
」
と
「
射
る
」
の
掛
詞
を
ひ
そ
ま
せ
る
巧
み
さ
は
、
単
な
る
古
今
集
の
影
響
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だ
け
の
歌
で
は
な
い
こ
と
を
気
づ
か
せ
ら
れ
る
。

思
い
を
詠
む
歌
は
例
に
あ
げ
た
二
首
も
そ
う
だ
が
、
根
底
に
流
れ
る
の
は
孤
独
感
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
は
人
と
の
関
わ
り
を
詠
む
こ

と
に
つ
な
が
る
。
独
り
居
は
現
在
人
と
の
関
係
が
途
切
れ
て
い
る
か
、
不
透
明
な
状
況
に
あ
り
、「
露
」
は
人
と
の
関
係
の
は
か
な
さ
や
、

涙
の
契
機
と
な
る
。
例
え
ば
「
九
月
晦
方
に
、
物
思
ふ
頃
」
と
し
て
「

1297
白
露
と
お
き
ゐ
つ
つ
の
み
あ
る
べ
き
を
い
づ
ち
見
捨
て
て
秋
の

行
く
ら
む
」
や
、「
と
こ
な
つ　

ほ
と
と
ぎ
す　

あ
や
め
ぐ
さ　

こ
れ
を
人
の
よ
ま
せ
し
」
と
い
う
題
詠
で
「

1224
は
ら
は
ね
ど
露
の
お
き

ふ
す
と
こ
な
つ
は
塵
も
積
も
ら
ぬ
物
に
ざ
り
け
る
」
な
ど
は
、
人
の
不
在
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
「

972
わ
が
袖
は
蜘
蛛
の
網
が
き
に
あ
ら

ね
ど
も
う
ち
は
へ
て
露
の
宿
り
と
ぞ
思
う
」
の
「
露
」
は
「
涙
」
を
表
す
。
こ
の
よ
う
に
独
詠
に
お
い
て
も
人
と
の
関
係
の
不
如
意
を
暗

示
さ
せ
て
い
る
。

人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
詠
む
歌
は
、
ほ
ぼ
贈
答
歌
で
あ
る
。
他
人
か
ら
の
贈
歌
は
省
略
さ
れ
て
詞
書
に
含
ま
れ
る
も
の
が
多
い
。
独

詠
と
見
ら
れ
る
歌
は
「
例
の
物
へ
い
に
し
人
を
思
ひ
出
で
て
」
と
し
て
「

708
い
か
な
ら
ん
背
子
が
旅
寝
の
草
枕
い
と
か
く
露
は
お
き
ゐ
も

せ
じ
」
や
、
親
と
の
関
わ
り
で
詠
ん
だ
独
詠
（

1372
番
未
掲
）
も
あ
る
。
ま
た
、
人
に
贈
っ
た
歌
の
中
に
は
、
扇
に
つ
け
て
贈
っ
た
歌
が
三

首
（

645
番
、

920
番
、

1254
番
以
上
未
掲
）
見
ら
れ
る
。

男
女
の
贈
答
歌
の
本
質
と
し
て
男
性
か
ら
の
贈
歌
に
対
し
て
は
女
性
は
は
ぐ
ら
か
し
て
返
す
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、「
露
」
の
贈
答

歌
で
も
三
節
で
考
察
し
た
二
首
に
み
る
如
く
必
ず
し
も
情
趣
深
い
や
り
と
り
で
は
な
く
、
丁
々
発
止
の
掛
け
合
い
の
歌
も
生
ま
れ
る
。
た

と
え
ば

263
番
は
詞
書
が
「
忍
び
て
語
ら
ふ
人
の
、
煩
ひ
て
、『
今
宵
は
え
過
ぐ
す
ま
じ
』
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
ま
た
の
つ
と
め
て
」
と
あ

り
、「

263
お
ぼ
つ
か
な
夜
の
間
の
程
も
白
露
の
お
き
ゐ
や
す
ら
ん
死
に
や
す
ら
ん
」
と
詠
ん
で
い
る
。
随
分
と
ひ
ど
い
こ
と
を
詠
ん
で
い

る
様
だ
が
、
男
の
方
の
大
げ
さ
な
物
言
い
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
こ
と
を
見
越
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
贈
っ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
「
露
」
は
「
知
ら
ず
」
と
「
起
き
」
に
か
け
る
言
葉
と
し
て
の
役
割
し
か
な
い
が
、
男
の
「
命
」
の
意
味
と
も
取
れ
よ
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う
。「
露
」
の
無
常
を
詠
む
歌
も
和
泉
式
部
の
本
質
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
の
も
、
和
泉
式
部
の
特
質
な
の
で
あ
る
。

第
四
節
で
検
討
し
た
「
命
」
を
詠
む
歌
に
は
、
題
詠
、
独
詠
、
贈
答
、
連
作
的
な
歌
群
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
和
泉
式
部
は
ど
の
よ

う
な
詠
歌
状
況
に
お
い
て
も
、
は
か
な
い
「
露
」
を
「
命
」
と
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
泉
式
部
が
自
ら
の
命
を
詠
ん
だ

歌
に
「
に
は
か
に
い
た
く
煩
ふ
ほ
ど
に
、
来
合
ひ
て
見
た
る
男
の
も
と
よ
り
、
い
と
ほ
し
か
り
し
事
」
と
い
う
詞
書
で
、「

1286
こ
と
な
ら

ば
あ
は
れ
と
見
ま
し
目
の
前
に
涙
の
露
と
消
え
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
自
ら
病
を
得
た
時
の
素
直
な
心
情
で
、
男

の
優
し
さ
か
ら
そ
の
眼
前
で
死
に
た
い
と
い
う
、
実
感
と
し
て
の
「
命
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。「
露
」
を
「
命
」
と
捉
え
る
こ

と
は
観
念
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
前
掲
の

1363
番
に
見
る
ご
と
く
、
死
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
時
、「
露
」
が
我
身

に
置
き
換
え
ら
れ
、
は
か
な
く
消
え
、
そ
し
て
消
滅
に
抗
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
く
無
常
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
露
」
は
そ
れ
自
体
香
り
が
す
る
と
か
、
色
が
美
し
い
と
か
の
主
張
を
持
た
な
い
、
無
色
透
明
な
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、「
露
」
に
光
が

あ
た
っ
て
光
る
時
、
ま
た
は
植
物
な
ど
に
置
い
た
時
、
人
は
そ
れ
に
何
ら
か
の
感
興
を
催
し
歌
を
詠
む
。「
露
」
は
「
何
か
」
と
と
も
に

詠
む
歌
材
な
の
で
あ
る
。「
何
か
」
は
そ
れ
が
事
物
で
あ
っ
た
り
、
情
景
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
人
で
あ
り
、
自
分
の
内
面
で
、
思
想

で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
和
泉
式
部
の
歌
の
場
合
多
様
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
多
様
」
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
詠
者
で
あ
る

和
泉
式
部
が
多
様
に
受
け
止
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
和
泉
式
部
が
巧
ま
ず
し
て
巧
み
に
表
現
す
る
力
量
は
計
り
が
た

い
。
考
察
の
中
で
も
指
摘
し
た
が
、
歌
を
単
純
に
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
深
い
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
に
共
通
し

て
流
れ
て
い
る
、
和
泉
式
部
の
観
念
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

和
泉
式
部
の
有
名
な
歌
に
、
後
拾
遺
集
巻
第
十
四
恋
四
の
次
の
歌
が
あ
る
。

つ
ゆ
ば
か
り
あ
ひ
見
そ
め
た
る
男
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
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831
白
露
も
夢
も
こ
の
世
も
ま
ぼ
ろ
し
も
た
と
へ
て
い
へ
ば
ひ
さ
し
か
り
け
り

こ
の
歌
で
は
は
か
な
い
も
の
の
代
表
の
う
ち
に
「
露
」
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
「
露
」
で
さ
え
も
、
男
女
（
私
た
ち
）
の
仲
に
た
と
え
れ

ば
ば
久
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
詠
ん
で
い
る
。
露
の
置
く
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
す
ら
長
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
、
恋
は
は
か
な
い
と
い

う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
そ
れ
を
嘆
く
と
い
う
よ
り
、
既
に

178
番
で
も
あ
げ
た
「
無
常
」
の
諦
念
が
根
底
に
あ
っ
て
の
詠
歌
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
列
挙
さ
れ
た
「
は
か
な
い
も
の
」
に
は
、
や
は
り
「
金
剛
般
若
経
」
が
根
本
に
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
全
体
を
通
し
て
見
れ
ば
、
は
か
な
い
「
露
」
及
び
「
露
」
が
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
を
、
す
べ
て
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る

和
泉
式
部
の
目
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
何
か
し
ら
の
観
念
、
諦
念
、
ま
た
は
思
想
の
よ
う
な
も
の
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
和
泉
式
部
が
持
っ
て
い
る
無
常
観
で
あ
る
と
考
え
る
。
は
か
な
い
「
露
」
は
そ
こ
に
作
用
し
て
「
露
」
の
歌
を
生
み
出
し
た
の
で
あ

る
。和

泉
式
部
の
「
露
」
の
「
無
常
を
詠
む
」
歌
に
は
重
要
な
「
観
身
岸
額
離
根
草
」
歌
群
や
、「
我
不
愛
身
命
」
歌
群
の
露
の
歌
等
ま
だ

論
ず
べ
き
歌
が
他
に
も
あ
る
。
紙
数
の
関
係
で
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
歌
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注

注
1　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
著
（
角
川
書
店　

一
九
九
九
）

注
2　
『
和
泉
式
部
百
首
全
釈
』
久
保
木
寿
子
著　
（
風
間
書
房　

二
〇
〇
四
）

注
3　
『
曾
禰
好
忠
集
』
松
本
真
奈
美
・
高
橋
由
記
・
竹
鼻
績
著　
（
和
歌
文
学
大
系
54　

中
古
歌
仙
集
一　

明
治
書
院　

二
〇
〇
四
）

注
4　
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』（
平
田
喜
信
・
身
﨑
壽
著　

東
京
堂
書
店　

一
九
九
八
）

注
5　
『
和
泉
式
部
集
全
釈
』
正
集
篇
，　

佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
著　
（
笠
間
書
院　

二
〇
一
二
） 

続
集
篇
（
笠
間
書
院　

1977

）

注
6　
『
重
之
集
』
新
藤
協
三
・
西
山
秀
人
・
吉
野
瑞
恵
・
徳
原
茂
実
著
（
和
歌
文
学
大
系
52　

三
十
六
歌
仙
集
二　
　

明
治
書
院　

二
〇
一
二
）

注
7　

注
3
に
同
じ
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注
8　
『
元
輔
集
』（
書
誌
は
注
6
に
同
じ
）

注
9　
『
枕
草
子
』
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
訳
（
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
18　

小
学
館　

一
九
九
七
）

注
10　
『
和
泉
式
部
日
記　

和
泉
式
部
集
』
野
村
精
一
校
注
（
新
潮
日
本
古
典
集
成　
　

一
九
八
一
）

注
11　
『
和
泉
式
部
集
小
野
小
町
集
』
窪
田
空
穂
校
注
（
日
本
古
典
全
書　

朝
日
新
聞
社　

一
九
五
八
）

注
12　

注
4
に
同
じ

注
13　

注
3
に
同
じ

注
14　
『
紫
式
部
日
記　

紫
式
部
集
』
山
本
利
達
校
注
（
新
潮
日
本
古
典
集
成　

新
潮
社　

一
九
八
〇
）

注
15　
『
国
史
大
系　

日
本
記
略　

第
三
（
後
篇
）』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
八
八
）

注
16　
『
万
代
和
歌
集　

下
』（
和
歌
文
学
大
系
14　

安
田
徳
子
著　

明
治
書
院　

二
〇
〇
〇
）

注
17　
『
般
若
心
経　

金
剛
般
若
経
』
中
村
元
・
紀
野
一
義
訳
註　
（
岩
波
書
店　

一
九
六
〇
）

（
東
京
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
人
間
科
学
研
究
科
在
籍
）

キ
ー
ワ
ー
ド

和
泉
式
部
、
和
泉
式
部
集
、
露
、
無
常


