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『
和
泉
式
部
集
』
白
河
院
花
見
歌
群
に
つ
い
て
の
一
考
察
　

金
　
子
　
紀
　
子

『
和
泉
式
部
集
』
99
番
か
ら
107
番
ま
で
の
九
首
の
歌
は
、
桜
の
一
枝
を
め
ぐ
っ
て
帥
宮
、
公
任
、
和
泉
式
部
の
間
で
か
わ
さ
れ
た
一
連

の
歌
群
で
あ
る
。
仮
に
「
白
河
院
花
見
歌
群
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
歌
群
は
、『
公
任
集
』
に
も
同
じ
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
群
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
も
多
く
、
和
泉
式
部
歌
だ
け
で
な

く
、
公
任
歌
側
か
ら
の
研
究
も
あ
る
。『
和
泉
式
部
集
』
と
『
公
任
集
』
と
で
は
，
配
列
と
詞
書
に
つ
い
て
少
々
差
異
が
あ
り
、
大
き
く

解
釈
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
和
泉
式
部
の
物
語
的
構
想
の
点
か
ら
考
察
し
た
い
。      

ま
ず
、
両
集
を
あ
げ
る
。

『
和
泉
式
部
集
』（
本
文
　
清
水
文
雄
校
注
『
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
』　
岩
波
文
庫
　1983

） 

（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）

い
づ
れ
の
宮
に
か
お
は
し
け
む
、
白
河
院
に
ま
ろ
と
も
に
お
は
し
て
、

か
く
書
き
て
家
守
に
取
ら
せ
て
お
は
し
ぬ
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99
わ
れ
が
名
は
花
ぬ
す
人
と
立
た
ば
立
て
た
だ
一
枝
を
を
り
て
帰
ら
む
（
帥
宮
）

日
ご
ろ
見
て
、
折
り
て
、
左
衛
門
督
返
し

100
山
里
の
主
に
知
ら
れ
で
を
る
人
は
花
を
も
名
を
も
惜
し
ま
ざ
り
け
り
（
公
任
）

と
あ
る
文
を
つ
け
た
る
花
の
い
と
面
白
き
を
、
ま
ろ
が
口
す
さ
び
に
う
ち
言
ひ
し

101
折
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
の
花
の
香
ぞ
す
る
（
和
泉
式
部
）

左
衛
門
督
の
返
事
、
又
、
宮
せ
さ
せ
給
ふ

102
知
ら
れ
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
飽
か
ざ
り
し
花
に
か
へ
つ
る
身
を
ば
惜
し
ま
ず
（
帥
宮
）

又
、
左
衛
門
督

103
人
知
れ
ぬ
心
の
う
ち
を
知
り
ぬ
れ
ば
花
の
あ
た
り
に
春
は
過
ぐ
さ
ん
（
公
任
）

一
日
、
御
文
つ
け
た
り
し
花
を
見
て
、
ま
ろ
な
ん
さ
言
ひ
し
と
人
の
語
り
け
れ
ば
、
か
く
ぞ
の
た
ま
ひ
し

104
知
る
ら
め
や
そ
の
山
里
の
花
の
香
は
な
べ
て
の
袖
に
う
つ
り
や
は
す
る
（
公
任
）

返
し

105
知
ら
れ
じ
と
そ
こ
ら
霞
の
隔
て
て
に
尋
ね
て
花
の
色
は
見
て
し
を
（
和
泉
式
部
）

又
、
左
衛
門
督
、
陸
奥
守
の
下
り
し
頃
、
そ
れ
に
う
ち
そ
へ
た
る
こ
と
と
ぞ
見
し

106
今
更
に
霞
の
閉
づ
る
白
河
の
関
を
し
ひ
て
は
尋
ぬ
べ
し
や
は
（
公
任
）

ま
ろ
、
返
し

107
行
く
春
の
と
め
ま
ほ
し
き
に
白
河
の
関
を
越
え
ぬ
る
身
と
も
な
る
か
な
（
和
泉
式
部
）
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『
公
任
集
』（
本
文
　
後
藤
祥
子
校
注
『
公
任
集
』　
平
安
私
家
集
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
28
　
岩
波
書
店
　1994

）

帥
の
宮
、
花
見
に
白
川
に
お
は
し
て

29
わ
れ
が
名
を
花
盗
人
と
た
ゝ
ば
た
て
只
一
枝
は
折
て
帰
ら
ん
（
帥
宮
）

と
あ
り
け
れ
ば

30
山
里
の
主
に
知
ら
せ
で
折を
る

人
は
花
を
も
名
を
も
お
（
を
）
し
ま
ざ
り
け
り
（
公
任
）

又
、
宮
よ
り

31
知
ら
れ
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
飽あ

か
ざ
り
し
花
に
か
へ
て
し
名
を
ば
お
（
を
）
し
ま
ず
（
帥
宮
）

返
し

32
人
知
れ
ず
心
の
程
を
知
（
し
り
）ぬ
れ
ば
花
の
あ
た
り
に
春
は
す
ま
は
む
（
公
任
）

花
を
も
名
を
も
と
聞
え
給
へ
り
け
る
御
返
に
つ
け
て
、
道
貞
が
妻
の
聞
え
た
り
け
る

33
お
（
を
）
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
の
花
の
か
ぞ
す
る
（
和
泉
式
部
）

返
し

34
知
る
ら
め
や
そ
の
山
里
の
花
の
香
の
な
べ
て
の
袖
に
う
つ
り
や
は
す
る
（
公
任
）

又
聞
こ
え
た
り
け
る

35
し
ら
せ
じ
と
空
に
霞
の
へ
だ
て
し
を
た
づ
ね
て
花
の
色
も
み
て
し
を
（
和
泉
式
部
）

返
し

36
今
更
に
霞
と
ぢ
た
る
白
河
の
関
を
し
ひ
て
は
尋
ぬ
べ
し
や
は
（
公
任
）
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一
　
配
列
の
相
違
に
つ
い
て

ま
ず
両
集
の
、
配
列
の
違
い
を
確
認
す
る
。
諸
研
究
（
後
述
）
で
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
細
部
を
改
め
て
確
認
す
る
。
点
線

の
歌
が
対
応
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。（
字
句
が
少
し
違
う
歌
も
あ
る
）

『
和
泉
式
部
集
』 

『
公
任
集
』

99
　
帥
宮
（
贈
） 

29
　
帥
宮
（
贈
）

100
　
公
任
（
答
） 

30
　
公
任
（
答
）

101
　
和
泉
（
独
詠
）

102
　
帥
宮 （
贈
） 

31
　
帥
宮
（
贈
）

103
　
公
任
（
答
） 

32
　
公
任
（
答
）

 
33
　
和
泉
（
贈
）

 

34
　
公
任
（
答
）

104
　
公
任
（
贈
）

105
　
和
泉
（
答
） 

35
　
和
泉
（
贈
）

 

36
　
公
任
（
答
）

106
　
公
任
（
贈
）               

107
　
和
泉
（
答
）
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見
る
通
り
、『
公
任
集
』
の
方
は
公
任
と
帥
宮
の
贈
答
歌
が
二
回
、
和
泉
式
部
と
公
任
の
贈
答
歌
が
二
回
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。『
公
任
集
』
29
、
30
番
は
『
和
泉
式
部
集
』
99
番
、
100
番
と
対
応
す
る
。
詞
書
が
違
い
状
況
も
異
な
る
が
、
公
任
が
留
守
の
山
荘
に

帥
宮
が
花
見
に
行
っ
て
桜
を
一
枝
持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。『
公
任
集
』
31
番
、
32
番
は
二
回
目
の
帥
宮
と
の
贈
答
歌
で
、

『
和
泉
式
部
集
』
で
は
102
番
と
103
番
に
あ
た
る
。
と
こ
ろ
が
『
公
任
集
』
で
は
33
番
の
歌
が
、『
和
泉
式
部
集
』
で
は
101
番
、
独
詠
歌
と
し

て
こ
の
二
回
目
の
贈
答
歌
の
前
に
割
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、『
公
任
集
』
で
は
和
泉
33
番
に
公
任
34
番
が
答
え
る
形
で
あ
る
も
の
、

『
和
泉
式
部
集
』
で
は
逆
に
公
任
104
番
に
和
泉
105
番
が
答
え
る
形
と
な
り
、
し
か
も
『
公
任
集
』
公
任
34
番
（
答
）
と
『
和
泉
式
部
集
』

公
任
104
番
（
贈
）
が
同
じ
歌
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
を
見
る
と
、『
公
任
集
』
は
帥
宮
と
公
任
の
贈
答
の
あ
と
に
公
任
と
和
泉
式
部
の
贈
答
が
続
く
と
い
う
、
す
っ
き
り
と
し
た
構
成

を
と
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
関
係
の
中
で
完
結
す
る
歌
群
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
詞
書
も
『
和
泉
式
部
集
』
に
比
べ
て
簡

単
で
あ
る
。『
公
任
集
』
は
「
没
後
間
も
な
い
頃
、
近
親
者
が
編
纂
し
た
か
」）

1

（
注

と
い
う
他
撰
で
あ
り
、
後
人
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
白
河
院
の
歌
も
公
任
歌
中
心
に
編
纂
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
方
、『
和
泉
式
部
集
』
の
方
は
歌
集
す
べ
て
が
自
撰
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
し
、
成
立
時
期
も
わ
か
ら
な
い
。
ど
ち
ら
の
歌
集
が
先

に
成
立
し
た
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
両
方
の
歌
集
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
白
河
院
の
花
見
は
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
加
え
て
『
和
泉
式
部
集
』
で
は
「
陸
奥
守
の
下
り
し
頃
」
と
い
う
詞
書
に
よ
っ
て
、
詠
ま
れ
た
時
期
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
和

泉
式
部
は
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
正
月
に
帥
宮
邸
に
引
き
取
ら
れ
、
道
貞
が
陸
奥
に
下
っ
た
の
が
そ
の
三
月

）
2

（
注

で
あ
る
の
で
、
一
〇
〇

四
年
二
月
の
桜
咲
く
頃
の
出
来
事
だ
っ
た
と
考
え
得
る
。
こ
の
二
月
、
三
月
の
出
来
事
だ
と
詞
書
を
通
じ
て
主
張
し
て
い
る
の
が
『
和
泉

式
部
集
』
の
99
番
〜
107
番
の
九
首
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
公
任
集
』
に
お
い
て
も
重
出
（
511
番
）
と
言
う
形
で
、
36
番
歌

が
道
貞
の
陸
奥
下
向
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
歌
群
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
事
情
は
切
り
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捨
て
ら
れ
た
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
和
泉
式
部
集
』
は
詞
書
と
配
列
に
よ
っ
て
、『
公
任
集
』
と
は
違
う

場
面
を
見
せ
て
い
る
。
他
撰
の
『
公
任
集
』
と
は
違
う
物
語
構
成
が
企
図
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
『
和
泉
式
部
集
』
の
独
自
性
に
つ
い
て
、

以
下
考
察
す
る
。二

　
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て

ま
ず
前
提
と
し
て
こ
の
「
花
」
は
桜
を
さ
す
と
解
し
た
い
。
白
河
院
は
当
時
公
任
が
所
有
し
て
い
た
山
荘
で
、
桜
の
他
に
梅
や
紅
葉
の

名
所
で
あ
る
が
、「
花
ぬ
す
人
」
と
い
わ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
「
花
」
は
、
桜
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
ま
た
『
公
任
集
』（
29

番
）
で
は
「
帥
宮
、
花
見
に
白
川
に
お
は
し
て
」
と
い
う
詞
書
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
一
連
の
歌
の
す
ぐ
あ
と
に
白
河
と
桜
の
歌
が
続
く

（
37
〜
39
番
）。
よ
っ
て
「
梅
」
の
説
を
と
る
解
釈
も
あ
る
）
3

（
注

が
、
本
稿
で
は
桜
狩
り
の
歌
群
と
考
え
て
解
釈
す
る
。
　
　

（
一
）『
公
任
集
』　

参
考
と
し
た
『
公
任
集
』
の
各
注
釈
は
、
ほ
ぼ
『
和
泉
式
部
集
』
の
詞
書
を
引
い
て
補
足
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
『
和
泉
式

部
集
』
と
の
比
較
で
は
な
く
、『
公
任
集
』
と
し
て
の
解
釈
を
考
察
す
る
。

29
番
（
帥
宮
）　
歌
の
詞
書
に
は
和
泉
式
部
が
帥
宮
に
同
道
し
た
と
書
い
て
は
い
な
い
。
帥
宮
は
「
花
盗
人
と
評
判
が
立
つ
な
ら
立
っ

て
も
良
い
、
そ
れ
で
も
こ
の
一
枝
は
折
っ
て
帰
ろ
う
」
と
詠
ん
だ
。

30
番
（
公
任
）　（
と
帥
宮
の
歌
が
あ
っ
た
の
で
、）
公
任
は
「
山
荘
の
主
に
こ
と
わ
り
も
な
く
枝
を
折
る
方
は
、
花
も
ご
自
分
の
名
を

も
惜
し
ま
な
い
の
で
し
た
ね
」
と
返
し
た
。
公
任
が
不
在
だ
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
帥
宮
の
歌
の
「
花
盗
人
」
の
言
葉
で
、
山

荘
の
主
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。『
公
任
集
』
の
第
二
句
「
知
ら
せ
で
」
も
、
帥
宮
の
作
為
を
明
確
に
す
る
。

31
番
（
帥
宮
）　
歌
い
出
し
の
「
知
ら
れ
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
」
に
つ
い
て
、
引
用
し
た
本
文
（
新
大
系
本
）
で
は
「
御
宿
の
花
を
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賞
で
て
盗
ん
だ
の
に
い
つ
ま
で
も
見
つ
け
て
頂
け
な
い
の
こ
そ
張
り
合
い
な
く
存
じ
て
お
り
ま
し
た
よ
」
と
あ
り
、
花
を
手
折
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
な
い
の
が
残
念
と
の
意
に
解
し
て
い
る
。

『
大
納
言
公
任
集
』（
書
陵
部
本
）

）
4

（
注

は
「
花
を
愛
で
る
気
持
ち
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
の
は
残
念
で
す
。」
と
し
、『
公
任
集
全
釈
』
）
5

（
注

で

は
「
人
に
も
知
ら
れ
な
い
で
ひ
そ
か
に
咲
い
て
い
る
の
は
、
か
い
の
な
い
こ
と
で
す
」
と
、
桜
を
主
体
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
誰

の
ど
の
よ
う
な
「
か
ひ
」
が
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
諸
注
で
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。

32
番
（
公
任
）　
歌
い
出
し
の
「
人
し
れ
ず
心
の
程
」（『
公
任
集
全
釈
』
及
び
書
陵
部
本
「
人
知
れ
ぬ
」）

6

（
注

）
に
つ
い
て
。『
公
任
集
』（
新

体
系
本
）
は
、「
油
断
の
な
ら
な
い
花
へ
の
御
執
着
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
か
ら
」
と
あ
り
、『
公
任
集
全
釈
』
で
は
「
人
に
も
分
か
ら
な

い
宮
の
花
を
い
つ
く
し
む
深
い
心
の
ほ
ど
を
」
と
い
ず
れ
も
帥
宮
の
花
を
賞
美
す
る
心
の
内
を
詠
ん
で
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
ま

で
、
帥
宮
と
公
任
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

33
番
（
和
泉
式
部
）　
詞
書
に
よ
れ
ば
、
和
泉
式
部
が
、
帥
宮
の
歌
31
番
に
付
け
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ

の
歌
は
『
和
泉
式
部
集
』
と
関
連
さ
せ
て
解
釈
す
る
と
複
雑
に
な
る
。
一
方
で
『
公
任
集
』
で
は
帥
宮
の
「
折
て
帰
ら
ん
」
に
対
し
、
公

任
が
「
折
人
は
」
と
こ
た
え
た
の
み
で
、
詞
書
に
再
度
花
を
折
っ
た
と
す
る
言
及
が
な
い
。
従
っ
て
、「
折
る
人
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
も
帥
宮
の
こ
と
を
言
う
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。『
公
任
集
全
釈
』
の
「
花
を
手
折
っ
た
方
が
宮
様
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ

ほ
ど
素
晴
ら
し
く
も
思
わ
な
か
っ
た
山
里
の
花
が
、
今
も
香
り
の
あ
せ
る
こ
と
な
く
、
袖
に
ま
で
移
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
い
う
解
釈
に
従

い
た
い
。
す
な
わ
ち
「
折
る
人
」
帥
宮
を
た
た
え
つ
つ
、
公
任
の
住
居
を
「
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
」
と
し
て
、
幾
分
か
ら
か
い
も
込
め

て
歌
を
贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

34
番
（
公
任
）　
33
番
に
対
し
、「
山
荘
の
花
の
香
り
は
誰
に
で
も
移
る
も
の
で
は
な
い
」、
暗
に
帥
宮
の
袖
に
は
移
る
が
、
和
泉
式
部

の
袖
に
は
移
ら
な
い
と
公
任
は
切
り
返
し
て
い
る
。
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35
番
（
和
泉
式
部
）　「
山
里
の
花
を
知
ら
せ
ま
い
と
空
を
霞
で
隔
て
て
い
て
も
、
尋
ね
入
っ
て
花
の
色
を
み
て
し
ま
い
ま
し
た
も
の
を

（
だ
か
ら
花
の
香
り
は
自
分
に
も
移
っ
て
い
る
）」
と
い
う
歌
意
と
考
え
ら
れ
る
。

36
番
（
公
任
）　「
今
さ
ら
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
霞
で
閉
じ
て
隔
て
て
い
る
関
を
越
え
て
白
河
院
の
花
を
強
い
て
尋
ね
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
の
意
で
あ
る
。
花
を
隠
す
白
河
院
の
霞
と
、
白
河
の
関
と
掛
け
て
い
る
。

『
公
任
集
全
釈
』
で
は
「
し
ゐ
て
は
」
を
「
し
の
び
て
は
」
の
別
本
を
採
用
し
て
、「
こ
っ
そ
り
と
お
尋
ね
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ

い
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
訳
し
て
い
る
。
そ
し
て
白
河
の
関
は
「
公
任
の
白
河
山
荘
を
指
す
と
と
も
に
、
奥
州
に
通
じ
る
福
島
県
の
白
河

の
関
を
意
味
す
る
。」
と
し
て
、
和
泉
式
部
の
夫
道
貞
が
陸
奥
の
守
と
し
て
下
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
詠
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
36
番
の
み
歌
群
か
ら
独
立
さ
せ
、『
和
泉
式
部
集
』
と
比
較
し
て
考
察
し
て
い
る
。
他
の
『
公
任
集
』
で
も
白
河
の
関
を
道
貞
の
陸

奥
守
赴
任
を
関
連
づ
け
注
を
付
け
て
い
る
。

し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
に
『
公
任
集
』
の
「
白
河
院
花
見
花
群
」
中
で
は
、
和
泉
式
部
の
夫
道
貞
が
陸
奥
の
守
と
し
て
下
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
特
に
言
及
は
し
て
い
な
い
し
、
和
泉
式
部
が
帥
宮
邸
に
い
た
か
ど
う
か
も
含
め
て
、
こ
の
歌
群
の
中
で
は
詳
し
い
人
間
関
係
は

わ
か
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
36
番
が
道
貞
の
陸
奥
下
向
に
か
ら
め
て
解
釈
さ
れ
る
の
は
、『
和
泉
式
部
集
』
の
同
じ
歌
106
番

の
詞
書
の
こ
と
が
一
つ
に
は
あ
ろ
う
。
ま
た
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
歌
が
『
公
任
集
』
511
番
に
重
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
詞
書
に
は
「
み
ち
さ
だ
が
み
ち
の
国
に
く
だ
る
に
、
妻
の
式
部
が
や
り
け
る
歌
を
き
ゝ
給
て
」
と
あ
る
。

511
番
の
前
後
に
続
く
歌
は
、
白
河
院
の
花
見
と
は
関
係
な
い
。「
妻
の
式
部
が
や
り
け
る
歌
」
に
つ
い
て
『
公
任
集
全
釈
』
で
は
、『
和

泉
式
部
集
』「
み
ち
の
く
の
守
に
て
立
つ
を
聞
き
て
　

847
も
ろ
と
も
に
た
た
ま
し
も
の
を
陸
奥
の
衣
の
関
を
よ
そ
に
聞
く
か
な
」
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
、
清
水
文
雄
氏
は
現
存
の
『
和
泉
式
部
集
』
で
は
「
め
の
し
き
ふ
か
や
り
け
る
う
た
」
に
相
当
す
る
も

の
が
見
当
た
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
な
る
ほ
ど
847
番
歌
が
道
貞
に
贈
ら
れ
た
か
は
、『
和
泉
式
部
集
』
か
ら
は
不
明
で
あ
る
）
7

（
注

。
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前
述
の
よ
う
に
、『
公
任
集
』
は
他
撰
で
あ
る
の
で
、
後
人
が
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
取
捨
選
択
や
整
理
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
511
番
の
歌
は
36
番
と
は
別
に
存
在
し
て
お
り
、
一
方
で
29
番
か
ら
36
番
の
歌
群
は
同
じ
花
見
歌
群
と
し
て
編
者
に
よ
っ
て
帥
宮

（
贈
）
と
公
任
（
答
）、
和
泉
式
部
（
贈
）
と
公
任
（
答
）
と
い
う
よ
う
に
配
列
し
直
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　

特
に
36
番
は
、『
和
泉
式
部
集
』
で
は
初
期
百
首
の
97
番
に
入
り
込
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
本
の
補
注
に
あ
る
よ
う
に
、『
和

泉
式
部
集
』
の
最
善
本
と
さ
れ
る
「
榊
原
本
」
に
は
な
く
、
岩
波
文
庫
で
は
「
村
田
春
海
本
」
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
あ
る
。『
校
訂
本
和

泉
式
部
集
』

）
8

（
注

に
よ
る
と
他
に
も
こ
の
歌
を
百
首
に
入
れ
て
い
る
本
が
あ
る
。
清
水
氏
は
『
和
泉
式
部
歌
集
の
研
究
』
）
9

（
注

に
お
い
て
、「
い
ま

さ
ら
に
」
の
歌
は
公
任
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
、
一
方
百
首
歌
は
式
部
の
自
撰
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
歌
は
後
世
の

竄
入
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、「
一
応
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
ふ
の
が
、
現
段
階
に
お
い
て
は
妥
当
な
処
置
で
あ
ら

う
と
思
ふ
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
清
水
氏
は
初
期
百
首
を
歌
の
内
容
か
ら
晩
年
に
好
忠
の
形
式
を
学
ん
で
み
ず
か
ら
撰
録
し
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
し
て
い
る
。
　

『
公
任
集
』
内
の
重
出
は
推
察
で
き
そ
う
だ
が
、『
和
泉
式
部
集
』
中
で
百
首
歌
と
106
番
に
重
出
す
る
理
由
は
見
定
め
が
た
く
、
後
人
が

脱
落
し
て
い
る
歌
を
作
者
を
間
違
え
て
竄
入
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
）『
和
泉
式
部
集
』

こ
の
一
連
の
歌
は
、
花
の
一
枝
を
「
折
る
」
こ
と
を
発
端
と
し
て
贈
答
が
生
ま
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
公
任
集
』
と
は
配
列
を
異
に

し
て
お
り
、
詞
書
が
よ
り
詳
し
い
。

99
番
（
帥
宮
）　「
い
づ
れ
の
宮
に
か
お
は
し
け
む
、」
と
い
う
出
だ
し
は
時
代
設
定
と
人
物
を
朧
化
し
た
物
語
的
言
い
方
で
あ
る
。
そ

し
て
「
白
河
院
に
ま
ろ
も
ろ
と
も
に
お
は
し
て
」
と
、
帥
宮
と
和
泉
式
部
が
同
道
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
次
い
で
「
か
く
書
き
て
家
守
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に
取
ら
せ
て
お
は
し
ぬ
」
と
あ
り
、
山
荘
の
主
が
留
守
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
「
ま
ろ
」
と
い
う
自
称
も
、『
和
泉
式
部
集
』
全
体
を
見
る
と
珍
し
く
、
何
ら
か
の
意
図
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

100
番
（
公
任
）　
こ
こ
で
の
詞
書
「
日
ご
ろ
見
て
、
折
り
て
、
左
衛
門
督
返
し
」
は
重
要
で
あ
る
。『
公
任
集
』
で
は
「
と
あ
り
け
れ

ば
」
と
、
歌
を
主
体
と
す
る
形
な
の
で
敬
語
が
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
が
、
主
語
を
公
任
と
し
て
い
な
が
ら
、
敬
語
が
な
い
の
は
不
審

で
あ
る
。
こ
れ
は
公
任
の
側
か
ら
、
公
任
を
視
点
人
物
と
し
て
書
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詞
書
の
場
面
は

和
泉
式
部
か
ら
見
え
な
い
部
分
を
公
任
の
視
点
か
ら
描
く
、
あ
る
種
の
創
意
性
を
考
え
た
い
。
　

そ
し
て
こ
こ
で
公
任
は
桜
の
枝
を
一
枝
折
っ
て
、
帥
宮
へ
の
返
歌
100
番
に
つ
け
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
帥
宮
が
「
花
盗

人
」
と
な
っ
て
折
り
取
り
持
ち
帰
っ
た
一
枝
の
あ
と
に
、
公
任
が
贈
っ
た
も
う
一
枝
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
公
任
集
』
に

は
な
い
展
開
で
あ
る
。
　

101
番
（
和
泉
）　「
と
あ
る
文
を
つ
け
た
る
花
の
い
と
面
白
き
を
、
ま
ろ
が
口
す
さ
び
に
う
ち
言
ひ
し
」
と
あ
る
。
公
任
が
折
っ
て
贈
っ

て
来
た
花
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
、
私
が
ふ
と
く
ち
ず
さ
ん
で
詠
ん
だ
歌
と
あ
り
、
直
接
に
公
任
へ
宛
て
た
歌
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
歌
と
こ
の
位
置
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
を
含
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
次
項
に
お
い

て
考
察
す
る
。

102
番
（
帥
宮
）、
103
番
（
公
任
）　
宮
と
公
任
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
102
番
の
歌
意
は
『
公
任
集
』
の
と
こ
ろ
で
あ
げ
た
よ
う
に
少
し
ず
つ

違
う
解
釈
が
あ
る
。

『
和
泉
式
部
集
』
岩
波
文
庫
本
の
注
で
は
「『
上
に
花
を
惜
し
む
思
い
が
』
を
お
い
て
み
る
。」
と
あ
り
、
下
句
の
「
花
に
代
へ
つ
る
身

を
ば
」
は
「
花
と
引
き
換
え
に
捨
て
た
わ
が
身
。
身
に
は
実
を
か
け
、
花
の
縁
語
と
し
た
。」
と
あ
る
。

102
番
の
帥
宮
の
歌
は
、
100
番
の
公
任
の
歌
「
山
里
の
主
に
知
ら
れ
で
」
を
う
け
て
「
知
ら
れ
ぬ
ぞ
か
ひ
な
か
り
け
る
」
と
し
、
103
番
公
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任
の
歌
は
「
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
を
知
り
ぬ
れ
ば
」
と
答
え
て
い
る
。
山
荘
の
主
に
知
ら
れ
ず
花
を
盗
む
の
は
、
花
も
身
も
惜
し
ま
ぬ
行

為
、
と
と
が
め
つ
つ
、
主
の
選
ん
だ
美
し
い
花
が
贈
ら
れ
て
き
た
（
100
番
）
の
に
対
し
、
花
を
惜
し
む
思
い
が
知
ら
れ
な
い
の
は
か
い
の

な
い
こ
と
、
見
飽
き
る
こ
と
の
な
い
花
と
引
き
換
え
に
捨
て
た
我
が
身
は
惜
し
ま
な
い
が
と
返
し
た
（
102
番
）。
103
番
は
「
知
ら
れ
で
を

る
人
」（
100
番
）
の
「
人
知
れ
ぬ
心
」、
桜
を
惜
し
む
心
が
わ
か
っ
た
の
で
、
共
に
花
を
愛
し
ん
で
春
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
と
応
じ
た
も
の
。

帥
宮
の
花
を
思
う
心
を
公
任
が
解
し
た
と
す
る
歌
で
あ
る
。

104
番
（
公
任
）　
詞
書
「
一
日
、
御
文
つ
け
た
り
し
花
を
見
て
、」
は
100
番
の
詞
書
に
あ
る
帥
宮
へ
の
返
歌
に
つ
け
て
公
任
が
贈
っ
た
花

を
見
て
の
意
で
あ
る
。「
ま
ろ
な
ん
さ
言
ひ
し
と
」「
さ
」
は
101
番
の
「
口
す
さ
び
に
う
ち
言
ひ
し
」
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
人
の

語
り
け
れ
ば
」
誰
か
が
公
任
に
伝
え
た
と
あ
る
。（
一
）
で
示
し
た
よ
う
に
、
104
番
の
公
任
の
贈
歌
は
、『
公
任
集
』
で
は
34
番
の
歌
（
公

任
の
返
歌
）
で
あ
る
。
33
番
に
あ
た
る
『
和
泉
式
部
集
』
101
番
は
前
述
の
よ
う
に
前
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
贈
答
の
組
み
合
わ
せ
が

違
っ
て
い
る
。

105
番
（
和
泉
式
部
）　『
公
任
集
』（
35
番
）
と
は
少
し
語
句
に
異
同
が
あ
る
。
知
ら
れ
ま
い
と
一
面
に
霞
が
隔
て
て
い
る
山
荘
を
、
尋

ね
て
花
の
色
を
見
て
し
ま
っ
た
も
の
を
と
、
詠
む
。
花
見
の
一
枝
を
め
ぐ
る
歌
群
は
こ
こ
で
一
区
切
り
つ
く
形
で
あ
る
。

106
番
（
公
任
）　
こ
の
歌
は
『
公
任
集
』
の
と
こ
ろ
で
詳
述
し
た
。
詞
書
は
「
又
、
左
衛
門
督
、
陸
奥
守
の
下
り
し
頃
、
そ
れ
に
う
ち

そ
へ
た
る
こ
と
ぞ
見
し
」
と
あ
る
。
道
貞
が
陸
奥
守
に
な
り
下
っ
た
寛
弘
元
年
三
月
で
あ
る
の
で
、
そ
の
頃
、
す
な
わ
ち
山
荘
の
花
見
か

ら
日
が
経
っ
た
こ
ろ
に
、
公
任
が
道
貞
の
下
向
に
こ
と
よ
せ
て
和
泉
式
部
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
に
白
河
山
荘
な
ら
ぬ
道
貞
の

い
る
白
河
の
関
を
尋
ね
て
よ
い
も
の
か
、
と
う
た
う
公
任
の
歌
は
幾
分
揶
揄
を
含
ん
で
い
よ
う
。

106
番
と
107
番
は
105
番
ま
で
の
歌
と
は
少
し
時
間
が
経
っ
て
い
る
。
桜
の
時
期
は
短
い
。
旧
暦
三
月
と
い
え
ば
都
の
桜
は
も
う
終
わ
り
、

山
や
北
の
地
方
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
106
番
と
107
番
は
直
接
白
河
院
の
花
見
と
は
関
係
が
な
い
。
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107
番
（
和
泉
式
部
）　
106
番
の
「
白
河
の
関
」
は
道
貞
が
赴
任
し
た
陸
奥
の
白
河
の
関
を
い
う
が
、
そ
れ
を
和
泉
式
部
は
霞
の
立
ち
込

め
た
白
河
山
荘
の
奥
に
と
り
な
し
て
、「
先
日
は
行
く
春
を
と
め
た
い
ば
か
り
に
、
尋
ね
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
切
り
返
す
。
こ
の

『
公
任
集
』
に
は
な
い
107
番
は
、『
和
泉
式
部
集
』
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
歌
群
の
最
初
の
歌
99
番
の
都
の
花
が
咲
き
始
め
た
頃
の
白

河
院
で
の
花
見
、
間
に
花
の
一
枝
の
贈
答
、
そ
し
て
こ
の
ゆ
く
春
を
惜
し
む
歌
で
一
ま
と
ま
り
に
な
る
。
99
番
詞
書
「
…
白
河
院
に
ま
ろ

も
ろ
と
も
に
お
は
し
て
」
で
始
ま
る
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
103
番
「
花
の
あ
た
り
に
春
は
過
ぐ
さ
ん
」
の
心
を
包
み
込
む
よ
う
に
し

て
、
107
番
の
詞
書
「
ま
ろ
、
返
し
」
で
、
ま
と
ま
る
の
で
あ
る
。

三
　「
折
る
人
」
の
歌
に
つ
い
て

こ
の
一
連
の
歌
は
、
花
の
一
枝
を
「
折
る
」
こ
と
を
発
端
と
し
て
始
ま
る
。

二
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
和
泉
式
部
集
』
で
は
、
二
つ
の
花
の
枝
が
あ
る
。
帥
宮
が
「
花
盗
人
」
と
な
っ
て
折
り
取
り
持
ち
帰
っ
た
一

枝
と
、
そ
の
あ
と
に
「
折
り
て
、
左
衛
門
督
返
し
」
と
、
公
任
が
贈
っ
た
も
う
一
枝
で
あ
る
。

101
番
（『
公
任
集
』
33
番
）
が
こ
の
歌
群
の
一
番
の
問
題
と
な
る
歌
で
あ
る
。
一
つ
は
「
折
る
人
」
の
歌
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

に
よ
り
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
の
解
釈
も
変
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
な
ぜ
和
泉
式
部
は
こ
の
歌
を
こ
こ
に
配
列
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
当
該
の
歌
を
も
う
一
度
こ
こ
に
あ
げ
る
。

『
和
泉
式
部
集
』

日
ご
ろ
見
て
、
折
り
て
、
左
衛
門
督
返
し

100
山
里
の
主
に
知
ら
れ
で
を
る
人
は
花
を
も
名
を
も
惜
し
ま
ざ
り
け
り
（
公
任
）

と
あ
る
文
を
つ
け
た
る
花
の
い
と
面
白
き
を
、
ま
ろ
が
口
す
さ
び
に
う
ち
言
ひ
し
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101
折
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
の
花
の
香
ぞ
す
る
（
和
泉
式
部
）

『
公
任
集
』

「
花
を
も
名
を
も
」
と
き
こ
え
た
ま
へ
る
お
ほ
ん
返
り
に
つ
け
て
、
道
貞
が
め
の
き
こ
え
た
り
け
る

33
折
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
み
し
山
里
の
花
の
香
ぞ
す
る
（
和
泉
式
部
）

ま
ず
、『
和
泉
式
部
集
』
で
の
歌
の
解
釈
で
あ
る
が
、『
和
泉
式
部
集
全
釈
』

）
10

（
注

は
「
折
る
人
」
を
「
公
任
」、『
日
本
古
典
全
書
』
）
11

（
注

は
「
宮
」、

岩
波
文
庫
本
で
は
「
折
っ
た
人
が
あ
の
方
な
の
で
」
と
特
定
し
て
い
な
い
。『
和
泉
式
部
集
全
釈
』
の
解
釈
は
、「
手
折
っ
た
お
方
が
お
方

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
も
の
、
こ
の
桜
は
折
ら
れ
て
時
を
経
た
も
の
な
の
に
、
い
つ
か
わ
た
し
が
山
里
で
見
た
ま
ま
の
新
鮮
な
色
香
が

が
た
だ
よ
っ
て
、
な
ん
だ
か
あ
ぢ
け
な
く
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
す
わ
。」
と
か
な
り
意
訳
さ
れ
て
お
り
、
公
任
が
贈
っ
て
き
た
桜
が
な
ぜ
時

を
経
た
も
の
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

先
行
研
究
も
諸
説
あ
る
。
伊
井
春
樹
氏

）
12

（
注

は
、『
和
泉
式
部
集
』
の
本
文
に
従
っ
て
、
帥
宮
が
手
折
っ
て
き
た
梅
の
花
を
、
散
る
ま
で
の

数
日
間
、
宮
と
和
泉
式
部
の
二
人
で
愛
で
て
い
て
、
公
任
は
散
り
か
け
た
こ
ろ
を
見
計
ら
っ
て
さ
ら
に
美
し
く
咲
き
匂
う
梅
の
花
を
歌
と

と
も
に
届
け
た
、
と
い
う
ド
ラ
マ
を
想
定
し
、
解
釈
は
「
和
泉
式
部
は
公
任
か
ら
贈
ら
れ
た
山
荘
の
咲
き
誇
っ
た
花
を
見
て
、
す
こ
し
か

ら
か
う
こ
と
に
し
た
。『
先
日
、
宮
さ
ま
と
白
河
へ
出
か
け
て
山
荘
の
花
を
見
ま
し
た
折
、
そ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
さ
す
が
に
手
折
っ
た
の
が
公
任
さ
ま
だ
け
あ
っ
て
、
こ
の
山
里
の
花
も
か
ぐ
わ
し
く
あ
た
り
一
面
に
香
っ
て
お
り
ま
す
』
と
詠

み
、
そ
の
歌
を
親
王
の
使
い
の
者
に
も
た
せ
た
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
（
注
5
に
同
じ
）。「
宮
さ
ま
と
白
河
で
見
た
山
里
の
花
は
そ
れ

ほ
ど
と
思
わ
な
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
部
分
に
お
か
し
み
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「「
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
の
花
」
と
い
う
歌
意
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
は
宮
は
花
盗
人
と
い
わ
れ
よ
う
と
か
ま
わ
な
い
と
い
う
ほ
ど
花
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
手
折
っ
て
帰
っ
た
の
で
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あ
る
。
わ
ざ
と
事
実
を
違
え
た
言
い
方
を
と
る
こ
と
で
、
今
回
の
花
の
さ
ら
な
る
美
し
さ
を
た
た
え
、
こ
れ
を
贈
っ
て
き
た
公
任
を
ほ
め

な
が
ら
、
先
日
の
白
河
山
荘
の
花
を
わ
ざ
と
け
な
し
、
か
ら
か
う
よ
う
な
響
き
も
加
わ
っ
て
い
る
。

久
保
木
寿
子
氏

）
13

（
注

は
、「
…『
花
盗
人
と
言
わ
れ
た
っ
て
構
わ
な
い
。
た
だ
も
う
美
し
い
こ
の
一
枝
を
』
と
、
物
狂
お
し
い
ほ
ど
の
花
へ
の

耽
溺
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
花
の
美
が
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
、
主
へ
の
挨
拶
性
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
『
黙
っ
て
持
ち
帰
ら
れ

て
は
、
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
』
と
無
難
に
返
し
た
公
任
の
歌
に
、
ま
る
で
絡
む
か
の
よ
う
な
歌
を
、
ふ
と
和
泉
は
口
ず

さ
む
。『
花
を
折
っ
た
の
が
宮
様
だ
か
ら
、
だ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
山
里
が
、
花
の
香
り
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
よ
』
と
」

と
解
し
て
い
る

）
11

（
注

。
こ
の
解
で
は
公
任
が
数
日
経
っ
て
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
一
枝
折
っ
て
よ
こ
し
た
と
い
う
経
緯
へ
の
言
及
が
な
く
、
む
し
ろ

『
公
任
集
』
に
よ
っ
た
解
釈
で
あ
る
。

『
大
納
言
公
任
集
』（
和
歌
文
学
大
系
）

）
14

（
注

で
は
、「
そ
れ
な
る
」
を
宮
、
公
任
と
両
方
考
え
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
、
補
注
に
お
い
て
「
折

る
人
が
あ
な
た
（
公
任
）
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
趣
が
な
い
と
思
っ
て
見
た
先
日
の
白
川
の
花
の
香
が
、
今
日
は
袖
に
薫
っ
て
い
ま
す
。」

と
す
る
。
そ
し
て
「
こ
の
年
は
開
花
が
遅
く
和
泉
式
部
が
白
川
に
行
っ
た
三
月
中
旬
は
開
花
し
た
ば
か
り
で
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
思
っ
て

見
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
は
お
も
し
ろ
く
な
い
の
意
で
通
じ
る
。
ま
た
、
公
任
か
ら
桜
の
枝
が
届
け
ら
れ
た
の
は
、

『
和
泉
式
部
集
』
に
「
日
ご
ろ
み
て
、
折
り
て
」
と
あ
り
、
帰
京
し
て
数
日
経
っ
て
か
ら
で
、
白
川
で
見
た
も
の
よ
り
開
花
も
す
す
み
香

も
増
し
て
い
た
。
そ
こ
で
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
見
た
山
里
の
花
は
、
こ
の
度
は
格
別
な
人
が
折
っ
た
か
ら
、
す
ば
ら
し
い
香
が
し
て
い

る
と
、
公
任
を
意
識
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
解
説
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
解
釈
は
見
る
通
り
、『
公
任
集
』
の
も
の
で
は

な
く
『
和
泉
式
部
集
』
の
も
の
で
あ
る
。『
公
任
集
』
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
公
任
か
ら
贈
ら
れ
た
一
枝
」
は
存
在
せ
ず
、
和
泉
式
部

の
見
た
の
は
帥
宮
が
折
り
取
っ
て
持
ち
帰
っ
た
一
枝
で
あ
っ
た
。

『
四
条
大
納
言
家
集
』（
本
文
）
も
『
和
泉
式
部
集
』
に
よ
っ
て
補
っ
た
う
え
で
、「
今
日
の
お
歌
を
つ
け
て
下
さ
っ
た
花
の
枝
は
折
る
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人
が
格
別
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
見
に
行
き
た
く
て
困
る
ほ
ど
先
日
拝
見
し
た
山
里
の
花
の
香
が
た
っ
ぷ
り
と
匂
う
こ
と
で
す
」
と

や
は
り
『
公
任
集
』
に
は
な
い
「
公
任
が
贈
っ
て
来
た
花
の
一
枝
」
を
含
め
て
解
釈
し
て
お
り
、
折
る
人
を
、「
公
任
」
と
し
て
い
る
。

『
公
任
集
全
釈
』
は
『
公
任
集
』
に
沿
っ
て
、「
花
が
手
折
っ
た
方
が
宮
様
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
も
思
わ
な
か
っ

た
山
里
の
花
が
、
今
も
香
り
の
あ
せ
る
こ
と
な
く
、
袖
に
ま
で
移
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。『
公
任
集
全
釈
』
の
解
釈
は
、

『
公
任
集
』
の
詞
書
に
従
う
も
の
で
、
無
理
が
な
い
し
、
公
任
の
返
歌
と
も
照
応
す
る
。

こ
の
和
泉
式
部
の
101
番
歌
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
別
系
統
本
に
も
と
ら
れ
て
い
る
。

『
新
古
今
和
歌
集
』　
巻
第
十
六
　
雑
歌
上 

（
新
大
系
）
15

（
注

）

敦
道
の
親
王
の
供
に
、
前
大
納
言
公
任
白
河
の
家
に
ま
か
り
て
、
又
の
日
、
親
王
の
つ
か
は
し
け
る
使
ひ
に
つ
け
て
申
侍
け
る
　
　

1459
お
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
見
し
わ
が
宿
の
花
の
香
ぞ
す
る

（
折
っ
た
の
が
あ
な
た
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
お
話
に
も
な
ら
ぬ
も
の
と
思
っ
て
い
た
我
が
家
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
花
の
香

と
な
り
ま
し
た
。）

『
宸
翰
本
和
泉
式
部
集
』

）
16

（
注

　

敦
道
の
み
こ
の
も
と
に
、
前
大
納
言
公
任
の
白
河
院
に
ま
か
り
て
ま
た
の
日
、
つ
か
は
し
け
る
使
ひ
に
つ
け
て

88
折
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
見
し
わ
が
宿
の
花
の
香
ぞ
す
る               

（
花
を
手
折
っ
た
の
が
私
の
よ
う
な
者
だ
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
せ
っ
か
く
の
白
河
院
の
花
の
香
も
、
ご
く
つ
ま
ら
ぬ
私
の

家
の
花
の
香
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。）

『
松
井
本
和
泉
式
部
集
』）

17

（
注

敦
道
親
王
の
と
も
に
、
前
大
納
言
公
任
の
白
川
の
家
に
ま
か
り
て
、
又
の
日
、
敦
道
の
み
こ
つ
か
は
し
け
る
つ
か
ひ
に
つ
け
よ
と
て
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205
お
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
あ
ぢ
き
な
く
み
し
わ
が
宿
の
花
の
香
ぞ
す
る

（
花
を
手
折
っ
た
人
が
公
任
卿
の
よ
う
な
立
派
な
方
な
の
で
、
日
頃
つ
ま
ら
な
い
所
と
思
っ
て
い
た
私
の
家
が
、
芳
し
い
花
の

香
を
放
っ
て
お
り
ま
す
。）

宸
翰
本
、
松
井
本
は
勅
撰
集
か
ら
後
に
抜
粋
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』
と
と
も
に
、
詞
書
に
は
式
部
が
敦

道
親
王
の
使
い
に
託
し
て
公
任
に
贈
っ
た
と
あ
る
。『
和
泉
式
部
集
』
や
『
公
任
集
』
と
の
違
い
は
「
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
」
で
は
な

く
、「
あ
ぢ
き
な
く
見
し
わ
が
宿
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
わ
が
宿
」
で
あ
る
と
、
和
泉
式
部
の
自
ら
の
家
を
へ
り
く
だ
っ
た
言
葉
と
し

て
解
す
る
こ
と
が
で
き
、「
あ
ぢ
き
な
く
」
と
の
続
き
が
よ
く
な
る
。「
み
こ
の
も
と
に
」
と
す
る
宸
翰
本
で
は
、「
折
る
人
」
を
和
泉
式

部
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
も
う
一
度
『
和
泉
式
部
集
』
101
番
の
歌
を
考
察
す
る
。

「
折
る
人
」
は
、『
公
任
集
』
で
は
「
帥
宮
」
を
さ
す
の
が
自
然
で
あ
る
。「
桜
の
枝
」
は
一
本
し
か
な
く
、
こ
れ
を
折
っ
た
の
は
「
帥

宮
」
し
か
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
和
泉
式
部
集
』
で
は
、
100
番
の
公
任
の
歌
に
、
公
任
が
も
う
一
枝
折
っ
て
帥
宮
へ
の
返
歌
に
つ
け
た
と
い
う
詞
書
を
付
し
、
101
番
の

歌
に
は
「
と
あ
る
文
を
つ
け
た
る
花
の
い
と
面
白
き
を
」
の
詞
書
で
、
公
任
が
贈
っ
て
来
た
花
へ
の
賛
美
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。

そ
し
て
101
番
の
「
折
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
」
は
公
任
に
対
す
る
敬
意
を
い
う
こ
と
に
な
る
。「
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
」
は
、
趣
の

な
い
と
見
た
山
里
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
少
し
け
な
し
て
お
い
て
、
実
際
に
は
「
い
と
面
白
き
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
咲
く
花

の
美
を
今
回
の
公
任
か
ら
の
一
枝
で
よ
く
わ
か
っ
た
と
褒
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
直
接
に
公
任
に
宛
て
た
の
で
は
な
く
、「
口
す
さ

び
」
と
い
う
構
え
を
と
る
。
こ
の
歌
を
も
れ
聞
い
た
公
任
は
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
言
わ
れ
た
山
里
を
逆
手
に
取
っ
て
、
104
番
で
「
そ
の

山
里
の
花
の
香
り
は
だ
れ
に
で
も
移
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
帥
宮
に
は
移
る
が
和
泉
式
部
の
袖
に
は
移
ら
な
い
と
い
う
意
を
含
め
て
、
切
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り
返
し
て
い
る
。
帥
宮
は
花
盗
人
と
化
す
ま
で
愛
で
た
桜
だ
が
、
そ
の
よ
さ
を
あ
な
た
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
桜
の
方
で
区
別

し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
貴
顕
の
歌
人
と
道
貞
の
妻
に
過
ぎ
な
い
和
泉
式
部
が
対
等
に
や
り
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
ぞ
贈
答
歌
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

『
和
泉
式
部
集
』
で
は
「
折
る
人
の
そ
れ
な
る
か
ら
に
」
の
歌
が
な
ぜ
帥
宮
と
公
任
の
二
回
の
贈
答
歌
の
間
に
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
先
行
研
究
で
は
清
水
文
雄
氏
「
和
泉
式
部
正
集
を
構
成
す
る
諸
歌
群
の
形
態
と
性
質
」

）
18

（
注

で
こ
の
歌
群
の
「
折
る
人
」
の
歌
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
お
る
人
の
」
歌
一
首
の
食
ひ
違
ひ
の
も
た
ら
し
た
両
歌
群
の
特
色
は
、
単
に
一
方
が
式
部
中
心
で
あ
り
、
他
方
が
公

任
中
心
で
あ
る
と
い
ふ
点
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
正
集
で
は
、
公
任
か
ら
最
初
宮
に
贈
ら
れ
た
歌
の
付
け
ら
れ
た
花
を
見
て
、
口

す
さ
び
に
詠
ま
れ
た
「
お
る
人
」
の
歌
と
な
っ
て
を
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
直
接
公
任
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
か

は
公
任
の
耳
に
入
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
予
想
が
、
全
然
な
か
っ
た
と
は
い
へ
な
い
が
、
い
は
ば
独
詠
的
な
口
す
さ
び
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
第
二
回
目
の
宮
と
公
任
と
の
贈
答
の
歌
の
つ
ぎ
に
、「
一
日
御
ふ
み
つ
け
た
り
し
花
み
て
ま
ろ
な
ん
さ
い
ひ
し

と
人
の
か
た
り
け
れ
は
云
々
」
と
い
ふ
詞
書
を
持
っ
た
歌
と
、
そ
れ
に
対
す
る
式
部
の
返
歌
と
が
自
然
に
導
か
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
か
う
し
た
い
き
さ
つ
は
、
贈
答
歌
の
妙
味
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
伝
へ
て
ゐ
ば
か
り
で
な
く
、
さ
う
い
ふ
贈
答
営
為
の
進
め

ら
れ
る
世
界
の
雰
囲
気
ま
で
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

と
し
、『
公
任
集
』
で
は
、「
す
べ
て
公
任
は
返
歌
を
詠
む
立
場
に
立
っ
て
を
り
、
そ
の
排
列
は
一
見
機
械
的
・
形
式
的
の
感
が
強
く
、
詞

書
も
簡
略
に
過
ぎ
る
嫌
ひ
が
あ
る
の
に
対
し
て
…
」『
和
泉
式
部
集
』
は
排
列
も
自
然
で
詞
書
も
詳
細
か
つ
具
体
的
と
、『
和
泉
式
部
集
』

の
伝
本
が
先
に
今
の
形
で
存
在
し
て
い
て
、『
公
任
集
』
が
後
世
の
人
が
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
公
任
中
心
に
歌
順
が
整
理
さ
れ
、
最
後

の
歌
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
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清
水
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
和
泉
式
部
集
』
の
形
が
先
行
し
、
か
つ
自
撰
だ
と
す
る
立
場
を
本
稿
も
と
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
、
興

味
深
い
の
は
全
体
か
ら
う
か
が
え
る
歌
群
構
成
の
妙
で
あ
る
。

ま
ず
、
帥
宮
と
花
見
に
同
道
し
た
和
泉
式
部
は
、
帥
宮
の
折
っ
た
花
盗
人
の
桜
も
、
公
任
が
贈
っ
て
来
た
桜
の
一
枝
も
、
二
人
の
歌
の

贈
答
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
和
泉
式
部
と
は
関
係
な
く
や
り
と
り
さ
れ
た
贈
答
歌
で
あ
る
。
99
番
、
100

番
、
103
番
と
花
を
惜
し
む
心
を
「
知
る
」
の
を
め
ぐ
っ
て
贈
答
さ
れ
、
103
番
で
花
を
惜
し
む
帥
宮
の
心
を
了
解
し
た
公
任
に
よ
っ
て
「
花

の
あ
た
り
に
春
は
過
ぐ
さ
ん
」
と
き
ち
ん
と
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
100
番
を
見
て
の
和
泉
式
部
の
101
番
の
口
す
さ
び
の
歌

が
入
る
の
で
あ
る
が
、
直
接
公
任
に
贈
っ
た
歌
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
、「
あ
ぢ
き
な
く
見
し
山
里
」
と
や
や
失
礼
な
歌
の
響
き
を
和

ら
げ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
数
日
経
っ
て
公
任
が
素
晴
ら
し
い
桜
の
一
枝
を
贈
り
（
100
番
）、
さ
ら
に
後
日
和
泉
式
部
の
揶
揄
の
歌

の
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
わ
ざ
わ
ざ
公
任
が
贈
っ
て
く
る
（
104
番
）
と
い
う
形
で
時
間
を
持
ち
込
み
、
107
番
「
行
く
春
の
」
に
つ
な
げ
て
い

る
。
105
番
と
107
番
の
間
に
も
少
し
時
間
が
経
過
し
て
い
る
が
、
そ
こ
は
「
霞
」
と
「
白
河
院
」「
白
河
の
関
」
と
呼
応
さ
せ
て
や
は
り
107

番
が
受
け
止
め
て
い
る
。

ま
た
、『
公
任
集
』
に
は
な
い
107
番
歌
は
、
し
か
し
こ
の
歌
群
の
真
ん
中
に
あ
る
103
番
と
呼
応
し
て
い
る
。
花
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
春

は
花
の
あ
る
白
河
院
で
過
ご
し
た
い
。
行
く
春
を
と
ど
め
た
い
の
で
白
河
を
訪
れ
た
の
だ
、
と
い
う
形
で
全
体
の
流
れ
を
作
っ
て
い
る
。

『
公
任
集
』
で
は
前
半
は
花
を
惜
し
む
心
を
め
ぐ
る
貴
顕
二
人
の
や
り
と
り
、
後
半
は
「
道
貞
が
妻
」
が
差
し
出
が
ま
し
く
宮
様
が

折
っ
た
か
ら
と
失
礼
な
歌
を
贈
っ
て
（
33
番
）
公
任
に
や
り
返
さ
れ
、
最
後
は
白
河
院
の
「
霞
の
隔
て
」
か
ら
、
示
唆
的
に
「
白
河
の

関
」
を
持
ち
出
し
和
泉
式
部
に
当
て
付
け
た
公
任
の
歌
で
終
わ
る
。
こ
こ
に
時
間
の
流
れ
は
な
く
、
花
盗
人
を
め
ぐ
っ
て
の
二
組
の
歌
の

応
酬
だ
け
が
並
ぶ
形
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
「
あ
ぢ
き
な
く
」
の
解
釈
が
落
ち
着
か
な
い
の
で
、『
新
古
今
集
和
歌
集
』
の
よ
う
に
、「
わ
が
宿
」
と
言
葉
を
変
え
た
伝
本
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も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
現
代
の
解
釈
が
混
乱
し
て
い
る
原
因
は
、『
公
任
集
』
に
同
じ
歌
群
が
あ
り
、
し
か
も
配
列
が
違
う
こ
と
を
等

閑
視
し
て
同
じ
く
解
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、『
和
泉
式
部
集
』
に
は
、『
公
任
集
』
と
は
異
な
る
そ
れ

な
り
の
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四
　「
ま
ろ
」
に
つ
い
て

『
和
泉
式
部
集
』
の
歌
群
の
99
、
101
、
104
、
107
番
の
詞
書
に
「
ま
ろ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

「
ま
ろ
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
人
名
な
ど
に
使
わ
れ
る
ほ
か
、
人
称
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
。
語
誌
と
し
て
「
上

代
の
確
実
な
例
は
少
な
い
が
、
中
古
の
文
献
で
は
、
老
幼
男
女
、
貴
賤
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
源
氏
」

で
は
、
発
話
者
は
年
少
の
男
子
に
偏
り
、
成
人
男
性
の
場
合
は
愛
情
を
よ
せ
る
女
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
な
ど
、
親
密
な

人
間
関
係
を
基
底
に
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
」
と
あ
る
。

針
本
正
行
氏
は
、「『
土
佐
日
記
』・『
蜻
蛉
日
記
』・『
紫
式
部
日
記
』
の
中
の
『
ま
ろ
』
は
す
べ
て
会
話
も
し
く
は
消
息
の
表
現
で
あ

り
、
自
己
の
存
在
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
行
動
を
聞
き
手
に
承
認
、
確
認
を
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
現
主
体
は
男
女
の

区
別
、
卑
賤
、
年
令
の
区
別
は
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
三
作
品
で
六
例
し
か
用
例
が
見
出
さ
れ
な
い
の
は
、「
ま
ろ
」
が
散
文
用
語
と

し
て
熟
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。」
と
す
る

）
19

（
注

。
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
和
泉
式
部
日
記
』
に
も
一
例
あ
る
。
帥
宮

が
出
家
の
意
志
を
示
し
、「
か
し
こ
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
、
ま
ろ
が
ほ
か
に
も
行
き
、
法
師
に
も
な
り
な
ど
し
て
、
見
え
た
て
ま

つ
ら
ず
は
、
本
意
な
く
や
お
ぼ
さ
れ
ん
」
と
語
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
ろ
」
も
、
針
本
氏
の
「
会
話
…
の
表
現
」「
自
己
の
行
動
を

聞
き
手
に
承
認
、
確
認
を
さ
せ
る
機
能
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
物
語
の
中
で
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
例
を
見
て
み
る
。
特
に
、
自
称
と
し
て
の
「
ま
ろ
」
が
出
て
く
る
物
語
は
、『
落
窪
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物
語
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。『
落
窪
物
語
』
に
は
一
人
称
で
25
例
あ
り
、
そ
の
他
に
「
ま
ろ
ら
」
と
い
う
複
数
形

も
あ
り
（
2
例
）、
下
仕
え
の
女
房
の
名
前
「
ま
ろ
や
」（
2
例
）
と
い
う
の
も
出
て
く
る
。
発
話
者
の
半
数
は
落
窪
の
君
の
夫
と
な
る
、

右
近
の
少
将
道
頼
で
あ
り
、
女
性
で
は
北
の
方
、
女
君
、
あ
こ
ぎ
な
ど
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
46
例
あ
り
、
他
に
和
歌
に
詠
ま

れ
て
い
る
1
例
が
あ
る
。
発
話
者
は
家
忠
、
あ
て
宮
、
忠
康
、
仁
寿
殿
、
仲
忠
、
凉
、
五
の
宮
、
い
ぬ
宮
な
ど
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
37
例
ほ
ど
あ
る
。
発
話
者
を
詳
し
く
見
る
と
、
源
氏
10
例
、
匂
宮
6
例
、
薫
4
例
、
鬚
黒
3
例
、
夕
霧
2
例
と
、

25
例
ま
で
が
、
源
氏
は
無
論
の
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
で
主
役
級
の
男
性
の
発
話
に
な
る
。
他
に
は
女
性
で
小
君
3
例
（
帚
木
、
空
蝉
）、

雲
居
雁
3
例
（
少
女
、
夕
霧
）
が
複
数
例
で
、
娘
（
玉
鬘
）、
二
の
宮
（
横
笛
）、
紫
の
上
（
御
法
）、
侍
従
（
浮
舟
）、
浮
舟
（
浮
舟
）、

中
宮
（
手
習
）
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
ま
ろ
」
は
物
語
の
中
で
は
、
会
話
の
中
で
お
お
む
ね
男
主
人
公
の
自
称
と
し
て
出
て
く
る
。
女
性
の
発

話
で
あ
っ
て
も
、
男
性
の
会
話
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
男
性
が
行
動
の
主
体
で
あ
る
こ
と
と
、「
ま
ろ
」
と
一
人
称
で

語
る
こ
と
と
に
は
、
関
連
が
あ
る
よ
う
だ
。

次
に
和
歌
の
例
を
見
る
と
、
ま
ず
詞
書
に
「
ま
ろ
」
が
で
て
く
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
和
歌
そ
の
も
の
に
「
ま
ろ
」
が
含
ま
れ
て
い

る
例
は
少
数
で
あ
る
が
見
る
こ
と
が
出
来
る
。『
古
事
記
』（
中
巻
　
応
神
天
皇
（『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
　
応
神
天
皇
十
九
年
の
冬
十
月

の
戊
戌
の
朔
）、『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
、『
曽
禰
好
忠
集
』
347
、
572
、『
蜻
蛉
日
記
』
巻
末
歌
集
、『
和
泉
式
部
集
』

1386
が
、「
ま
ろ
」
を

詠
み
込
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、「
ま
ろ
が
父
」、「
ま
ろ
が
た
け
」、「
ま
ろ
が
身
」
と
い
う
所
属
の
格
助
詞
が
つ
い
て
い
る
例
や
、
好
忠
の
「
ま
ろ
植
ゑ
じ
」

ぐ
ら
い
が
主
格
を
表
し
て
い
る
。「
ま
ろ
は
人
す
げ
」「
ま
ろ
が
ま
ろ
寝
」
な
ど
は
遊
戯
的
な
技
巧
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
ま
ろ
」
は
、

和
歌
に
お
い
て
は
自
称
の
意
味
で
は
用
い
ら
れ
に
く
い
語
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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ま
と
め
れ
ば
、「
ま
ろ
」
は
日
常
会
話
の
中
で
は
老
若
男
女
、
貴
賎
を
問
わ
ず
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
学
に
お
い

て
は
、
物
語
で
は
、
ほ
ぼ
会
話
の
中
に
使
わ
れ
、
男
主
人
公
が
自
分
の
行
動
を
表
現
す
る
と
き
や
、
あ
る
程
度
主
題
に
か
ら
ん
で
言
葉
を

発
し
て
い
る
女
性
（
例
え
ば
雲
居
雁
な
ど
）
の
会
話
に
見
ら
れ
る
。
和
歌
に
お
い
て
は
、
詞
書
に
も
な
く
、
歌
そ
の
も
の
に
も
あ
ま
り
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
和
泉
式
部
の
こ
の
歌
群
の
詞
書
に
お
け
る
「
ま
ろ
」
は
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
和
泉
式
部
集
』
で
は
こ
の
歌
群
と
、
す
ぐ
あ
と
の
108
番
の
詞
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
180
番
も
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
も
つ
歌
群
の
最
初
の
歌
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
個
人
の
家
集
の
場
合
、
詞
書
に
自
称
は
必
要
な
い
。
自
ら
の
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。『
和
泉
式
部
集
』
の
場
合
は
贈
答
歌
で
も

た
い
て
い
は
相
手
の
歌
は
記
し
て
い
な
い
。
本
歌
群
で
は
、
帥
宮
と
公
任
の
歌
を
も
記
し
て
お
り
、
そ
の
二
人
に
対
し
て
第
三
の
人
物
で

あ
る
自
分
を
「
ま
る
」
と
わ
ざ
わ
ざ
称
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
こ
の
歌
群
99
番
も
100
番
も
和
泉
式
部
の
歌
で
は
な
い
。
こ
の
贈
答
歌
に
和
泉
式
部
を
関
わ
ら
せ
る
た
め
の
詞
書
に
「
ま

ろ
」
が
使
わ
れ
、「
ま
ろ
」
を
中
心
と
す
る
贈
答
歌
群
で
あ
る
の
を
明
確
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
い
ず
れ
の
宮
に
か
お
は
し
け
む
」

と
物
語
め
い
た
世
界
に
読
者
を
引
き
込
み
、
そ
の
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
自
分
を
「
ま
ろ
」
と
表
現
す
る
。
101
番
の
歌
は
、「
と
あ
る
文

を
つ
け
た
る
花
の
い
と
面
白
き
を
見
て
」
で
あ
れ
ば
、
た
だ
の
詞
書
で
あ
り
、
自
歌
を
次
に
示
し
て
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
し
か

し
、「
ま
ろ
が
口
す
さ
び
に
う
ち
言
ひ
し
」
と
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
二
人
の
貴
顕
の
贈
答
歌
に
接
し
た
戯
れ
の
独
詠
で
あ
る
の
を
示
し

て
い
る
。
加
え
て
104
番
に
「
ま
ろ
な
ん
さ
言
ひ
し
」
と
「
ま
ろ
」
を
再
登
場
さ
せ
る
伏
線
で
も
あ
る
。
102
番
103
番
と
貴
顕
た
ち
の
再
び
の

贈
答
歌
で
終
わ
る
は
ず
の
話
が
、
さ
ら
に
数
日
経
っ
て
「
ま
ろ
」
の
歌
を
知
っ
た
と
し
て
公
任
の
歌
が
登
場
し
、
104
番
以
下
の
贈
答
歌
に

展
開
す
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
104
番
以
降
、
公
任
贈
、
和
泉
式
部
答
と
う
贈
答
歌
に
な
り
、
最
後
に
107
番
と
い
う
『
公
任
集
』
に
は
な
い
和
泉
式
部
の
感
慨
の

よ
う
な
趣
の
歌
が
加
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
107
番
に
お
い
て
「
返
し
」
で
は
な
く
「
ま
ろ
、
返
し
」
と
す
る
こ
と
で
、「
い
づ
れ
の
宮
に
か
お
は
し
け
む
」
世
界
に

絡
み
合
っ
た
「
ま
ろ
」
の
物
語
の
終
わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
ま
ろ
」
は
あ
た
か
も
狂
言
回
し
の
ご
と
く
登
場
し
つ
つ
、

実
は
桜
を
思
っ
て
春
を
過
ご
す
日
々
の
上
に
、
忘
れ
が
た
い
思
い
を
残
し
つ
つ
も
去
っ
て
ゆ
く
人
（
道
貞
）
を
思
う
「
ま
ろ
」
の
物
語
に

展
開
さ
せ
て
い
る
。
愛
し
て
い
る
の
に
と
ど
め
難
く
散
る
桜
と
、
思
い
を
残
し
て
い
る
の
に
と
ど
め
難
く
去
っ
て
ゆ
く
人
と
を
と
も
に
惜

し
む
た
め
に
白
河
を
訪
ね
る
歌
群
と
し
て
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
歌
群
は
「
ま
ろ
」
と
い
う
自
称
で
始
ま
り
、「
ま
ろ
、
返
し
」
で
収
束
す
る
。
帥
宮
と
公
任
の
歌
の
両
方
を
知
り

得
る
環
境
に
あ
っ
た
和
泉
式
部
は
、
自
ら
を
「
ま
ろ
」
と
し
て
登
場
さ
せ
、
詞
書
に
よ
っ
て
状
況
を
膨
ら
ま
せ
、
一
つ
の
物
語
の
よ
う
に

ま
と
め
た
。
和
泉
式
部
の
自
身
の
歌
は
こ
の
九
首
の
う
ち
三
首
し
か
な
い
。『
公
任
集
』
に
到
っ
て
は
二
首
の
み
で
和
泉
式
部
は
貴
顕
二
人

と
は
別
に
公
任
と
贈
答
す
る
「
道
貞
が
め
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
和
泉
式
部
集
』
で
は
、
和
泉
式
部
は
帥
宮
と
共
に
山

荘
に
訪
れ
、
贈
答
歌
を
傍
で
見
る
。
何
気
な
く
つ
ぶ
や
い
た
歌
ま
で
公
任
卿
の
耳
に
入
り
、
わ
ざ
わ
ざ
返
歌
が
来
る
ほ
ど
で
あ
る
。
む
ろ

ん
彼
女
が
「
道
貞
が
妻
」
だ
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
の
で
道
貞
下
向
を
あ
て
こ
す
る
よ
う
な
歌
も
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
さ

り
気
な
く
「
ま
ろ
」
の
物
語
に
回
収
し
、
塗
り
替
え
て
い
る
。

鄙
び
た
山
荘
、
美
し
い
桜
の
一
枝
、
高
貴
な
親
王
と
上
流
貴
族
の
贈
答
な
ど
、
道
具
立
て
の
揃
っ
た
風
雅
な
成
り
行
き
の
な
か
に
、
自

ら
を
主
体
と
し
た
物
語
的
志
向
に
よ
る
歌
群
を
和
泉
式
部
は
ま
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
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