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は
じ
め
に

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
一
定
の
表
現
の
反
復
が
多
く
、
特
に
和

歌
に
関
す
る
表
現
、
歌
語
や
引
歌
が
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
る
。
一

部
の
歌
語
に
つ
き
、
そ
の
反
復
に
よ
っ
て
二
条
と
後
深
草
院
の
契
り

を
追
懐
す
る
表
現
性
が
指
摘）

1
（

さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
歌
語
は
大
意

と
関
連
す
る
用
例
が
注
釈
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

歌
語
を
執
拗
な
ま
で
に
く
り
出
す
こ
と
は
、
二
条
の
身
の
上
の
表

現
と
い
か
に
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。
個
々
の
歌
語
は
他
の
作
品
で

用
い
ら
れ
て
一
定
の
表
現
の
傾
向
を
有
す
る
が
、
そ
れ
を
『
と
は
ず

が
た
り
』
が
反
復
す
る
時
、
二
条
の
生
涯
を
語
る
固
有
の
表
現
へ
と

変
容
す
る
こ
と
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
い
つ
ま
で
草
」、「
な
る
み
」、「
心
の
色
」
と
い
う
歌
語

の
表
現
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
つ
の
歌
語
は
、
院
を
始
め
と
す
る

人
々
と
二
条
の
え
に
し
を
示
す
表
現
と
し
て
重
要
で
あ
る
。併
せ
て
、

こ
れ
ら
の
歌
語
に
関
す
る
鎌
倉
期
ま
で
の
和
歌
や
関
連
作
品
の
表
現

史
を
跡
づ
け
、
そ
の
影
響
を
お
さ
え
つ
つ
『
と
は
ず
が
た
り
』
独
特

の
表
現
性
を
解
明
し
た
い
。

一た
だ
に
も
な
き
な
ど
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
後
は
、
こ
と
に
あ
は
れ

ど
も
か
け
さ
せ
お
は
し
ま
す
さ
ま
、
何
も
、「
い
つ
ま
で
草
の
」

と
の
み
お
ぼ
ゆ
る
に
、
御
匣
殿
さ
へ
、
こ
の
六
月
に
産
す
る
と

て
失
せ
た
ま
ひ
に
し
も
、
人
の
上
か
は
と
恐
ろ
し
き
に
、
大
納

言
の
病
の
や
う
、
つ
ひ
に
は
か
ば
か
し
か
ら
じ
と
見
ゆ
れ
ば
、

「
何
と
な
る
み
の
」
と
の
み
嘆
き
つ
つ
、（
後
略
）

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
歌
語
表
現
の
反
復
に
つ
い
て

│
│
い
つ
ま
で
草
・
な
る
み
・
心
の
色
│
│

高
木　
　

周
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右
は
巻
一
の
「
い
つ
ま
で
草
」
の
第
一
の
例
で
あ
る
。
後
深
草
院

が
皇
子
を
懐
妊
し
た
二
条
を
い
た
わ
っ
て
「
あ
は
れ
」
を
示
す
が
、

二
条
は
「
い
つ
ま
で
草
の
」
と
感
じ
た
と
い
う
。
こ
の
表
現
に
関
す

る
諸
注）

2
（

は
「
い
つ
ま
で
続
く
こ
と
や
ら
」
と
い
う
不
安
・
疑
問
と
解

す
る
か
、「
い
つ
ま
で
も
続
く
よ
う
に
」と
い
う
願
望
と
解
す
る
。「
い

つ
ま
で
草
」
は
和
歌
・
物
語
に
用
例
が
あ
り
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、

疑
問
表
現
と
し
て
「
い
つ
ま
で
続
く
か
」
と
解
す
べ
き
例
、
ま
た
は

「
い
つ
ま
で
も
続
か
な
い
」
と
い
う
反
語
の
含
み
が
あ
る
例
の
い
ず

れ
か
で
あ
り
、
願
望
と
解
せ
る
例
は
な
い
。
現
存
す
る
最
も
早
い
時

期
の
和
歌
は
、諸
注
に
も
引
く
『
堀
河
百
首
』
雑
廿
首
「
山
家
」（
異

伝）
3
（

歌
52
）
の
藤
原
公
実
の
詠
で
あ
る
。

か
べ
に
生
ふ
る
い
つ
ま
で
草
の
い
つ
ま
で
か
か
れ
ず
問
ふ
べ
き

し
の
原
の
里

「
い
つ
ま
で
草
」
が
い
つ
ま
で
枯
れ
な
い
か
不
安
な
よ
う
に
、
篠

原
の
里
に
い
つ
ま
で
人
の
訪
れ
が
続
く
か
と
心
細
い
山
里
の
風
情
を

表
す
。
こ
の
例
か
ら
す
る
と
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
い
つ
ま
で
草
」

は
、
院
の
寵
愛
が
「
い
つ
ま
で
続
く
の
か
」
と
い
う
危
惧
を
表
す
と

解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
枕
草
子
』「
草
は
」（
角
川
文
庫
六
三
段
）
は
「
い
つ
ま
で
草
」
の

あ
り
か
た
を
よ
く
示
す
。

あ
や
ふ
草
は
、
岸
の
額
に
生
ふ
ら
む
も
、
げ
に
頼
も
し
か
ら
ず
。

い
つ
ま
で
草
は
、
ま
た
は
か
な
く
あ
は
れ
な
り
。
岸
の
額
よ
り

も
、
こ
れ
は
崩
れ
や
す
か
ら
む
か
し
。
ま
こ
と
の
石
灰
な
ど
に

は
、
え
生
ひ
ず
や
あ
ら
む
と
思
ふ
ぞ
、
わ
ろ
き
。

「
い
つ
ま
で
草
」
は
「
は
か
な
く
」、「
岸
の
額
」
に
生
え
る
あ
や
ふ
草

よ
り
も
「
崩
れ
や
す
か
ら
む
」
も
の
と
さ
れ
る
。「
岸
の
額
」
は
『
和

漢
朗
詠
集
』
無
常
・
羅
維
「
観
身
岸
額
離
根
草　

論
命
江
頭
不
繋
舟
」

を
ふ
ま
え
て
お
り
、
脆
い
「
い
つ
ま
で
草
」
は
無
常
を
観
じ
さ
せ
る

草
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

無
常
を
象
徴
す
る
「
い
つ
ま
で
草
」
は
中
世
和
歌
で
も
詠
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
。『
新
古
今
集
』
雑
下
1789
皇
嘉
門
院
、

な
に
と
か
や
か
べ
に
お
ふ
な
る
草
の
名
よ
そ
れ
に
も
た
ぐ
ふ
わ

が
身
な
り
け
り

は
無
常
歌
群
に
配
さ
れ
て
お
り
、
い
つ
ま
で
草
の
よ
う
に
わ
が
命
も

い
つ
ま
で
も
続
か
な
い
と
い
う
無
常
観
を
表
す
。
同
様
に
『
続
古
今

集
』
哀
傷
「
虫
の
な
く
を
き
き
て
」
1421
雅
成
親
王
、

か
べ
に
お
ふ
る
草
の
な
か
な
る
き
り
ぎ
り
す
い
つ
ま
で
露
の
身

を
や
ど
す
ら
ん

も
、
い
つ
ま
で
草
に
宿
る
き
り
ぎ
り
す
と
同
じ
く
は
か
な
い
露
命
を

思
う
無
常
観
の
表
現
で
あ
る）

4
（

。

『
と
は
ず
が
た
り
』の
前
掲
場
面
で
は
、御
匣
殿
（
後
深
草
院
の
女
房
、

久
明
親
王
の
母
）
が
御
産
で
亡
く
な
っ
た
よ
う
に
二
条
も
出
産
で
死
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ぬ
恐
れ
を
抱
き
、
父
も
死
に
至
る
病
勢
で
あ
る
こ
と
を
嘆
く
。
そ
の

記
述
の
前
に
用
い
ら
れ
る
「
い
つ
ま
で
草
」
は
、『
枕
草
子
』
や
和
歌

と
同
じ
く
無
常
観
の
表
現
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
い
つ
ま
で
草
」
の
歌
は
無
常
に
限
ら
ず
恋
の
不
安
を
表
す
例
も

稀
少
な
が
ら
存
す
る
。『
久
安
百
首
』
恋
廿
首
1075
待
賢
門
院
堀
河
、

夢
ば
か
り
お
も
は
ぬ
人
は
か
べ
に
お
ふ
る
い
つ
ま
で
草
の
い
つ

ま
で
か
み
む

は
、
冷
た
い
恋
人
と
い
つ
ま
で
逢
え
る
か
と
い
う
不
安
を
表
し
、
契

り
の
持
続
性
を
疑
う
点
は
、
院
の
寵
を
危
ぶ
む
二
条
の
心
と
通
じ
る

だ
ろ
う
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
い
つ
ま
で
草
の
」
と
い
う
表
現
は
、
右

の
『
堀
河
百
首
』『
久
安
百
首
』
以
外
の
和
歌
や
後
述
す
る
物
語
に

も
み
ら
れ
、
直
接
の
典
拠
を
限
定
し
が
た
い
。
広
く
和
歌
・
物
語
に

よ
っ
て
培
わ
れ
た
「
い
つ
ま
で
草
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ま
え
た
表
現

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
注
釈）

5
（

で
は
『
栄
花
物
語
』
や
『
苔
の
衣
』
に
「
い

つ
ま
で
草
」
の
例
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現

性
の
検
討
や
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
の
比
較
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

『
栄
花
物
語
』
に
は
堀
河
女
御
、
延
子
に
関
わ
る
二
例
の
「
い
つ

ま
で
草
」
が
あ
る
。

① 

高
松
殿
に
お
は
し
ま
し
た
れ
ば
、
た
と
し
へ
な
き
こ
と
ど
も
多

か
り
。
こ
た
み
の
絶
え
間
い
と
こ
よ
な
し
。
女
御
今
は
た
だ
、

こ
の
嘆
き
は
、
わ
が
身
の
な
か
ら
ん
の
み
ぞ
絶
ゆ
べ
き
と
、
御

心
一
つ
に
と
な
し
か
う
な
し
、「
い
つ
ま
で
草
の
」
と
の
み
思
し

乱
る
。 

（
巻
十
三
ゆ
ふ
し
で
）

② 

堀
河
の
女
御
殿
は
、
た
だ
「
い
つ
ま
で
草
の
」
と
の
み
、
あ
は

れ
に
も
の
を
思
し
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
院
も
お
ろ
か
な

ら
ず
思
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
、
し
ば
し
こ
そ
あ
れ
、

男
の
御
心
、
や
う
や
う
月
日
ご
ろ
隔
た
り
ゆ
く
ま
ま
に
は
、
う

と
く
こ
そ
な
り
ま
さ
ら
せ
た
ま
へ
（
後
略
）

 

（
巻
十
四
あ
さ
み
ど
り
）

①
は
小
一
条
院
が
道
長
女
の
寛
子
と
結
婚
し
、
延
子
の
所
へ
通
っ

て
こ
な
く
な
る
場
面
で
あ
る
。
延
子
が
夫
の
心
変
わ
り
の
嘆
き
は
死

ぬ
ま
で
絶
え
な
い
と
胸
を
痛
め
る
局
面
で
「
い
つ
ま
で
草
」
が
語
ら

れ
る
。
②
は
①
と
同
様
の
例
で
あ
り
、
小
一
条
院
の
「
男
の
御
心
」

が
移
ろ
い
、延
子
と
は
ま
す
ま
す
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
さ
ま
を
語
る
。

『
栄
花
物
語
』
諸
注
は
「
い
つ
ま
で
草
の
」
は
引
歌
と
お
ぼ
し
い
が
、

『
栄
花
物
語
』
よ
り
も
早
い
例
は
未
詳
と
す
る
。『
堀
河
百
首
』
の
例

を
挙
げ
、
①
の
「
い
つ
ま
で
草
の
」
を
「
こ
の
嘆
き
は
い
つ
ま
で
続

く
こ
と
だ
ろ
う
か
」の
意
と
解
す
る）

6
（

。
ま
た
、『
枕
草
子
』を
挙
げ
、「
崩

れ
や
す
い
壁
に
生
え
る
の
で
、
頼
り
な
い
と
す
る
。
小
一
条
院
に
頼

る
こ
と
の
で
き
な
い
自
身
を
た
と
え
た
」
と
解
す
る
注
も
あ
る）

7
（

。
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延
子
は
夫
の
変
心
の
後
に
嘆
き
、
二
条
は
主
の
変
心
を
予
め
危
ぶ

む
と
い
う
差
は
あ
る
が
、「
い
つ
ま
で
草
」
が
心
変
わ
り
に
関
わ
る
点

は
共
通
す
る
。
延
子
は
夫
の
変
心
に
悩
む
う
ち
に
病
に
臥
せ
り
急
死

す
る
（
巻
十
六
も
と
の
し
づ
く
）。「
い
つ
ま
で
草
」
と
共
に
語
ら
れ
た

延
子
像
は
命
の
無
常
を
観
じ
さ
せ
、
二
条
が
自
ら
と
父
の
死
を
恐
れ

た
こ
と
と
通
じ
る
。

『
栄
花
物
語
』
と
同
様
の
用
例
が
『
苔
の
衣
』
に
も
あ
る
。『
苔
の

衣
』
秋
の
巻
で
は
、
苔
の
衣
の
大
将
は
北
の
方
と
相
思
相
愛
で
あ
っ

た
が
、
帝
の
意
向
で
弘
徽
殿
の
宮
が
大
将
に
降
嫁
す
る
こ
と
が
決
ま

る
。
降
嫁
を
夫
か
ら
告
げ
ら
れ
た
北
の
方
は
、「
何
事
も
「
い
つ
ま
で

草
」
と
の
み
か
り
そ
め
に
思
ひ
給
ひ
つ
つ
病
に
も
な
り
ぬ
」
と
、
今

ま
で
の
夫
婦
仲
は
い
つ
ま
で
も
続
か
な
い
と
は
か
な
み
、病
臥
す
る
。

同
場
面
の
北
の
方
の
心
内
語
に
よ
れ
ば
、
北
の
方
へ
の
大
将
の
愛
情

が
深
い
こ
と
は
弁
え
て
い
る
が
、
大
将
が
宮
に
通
う
よ
う
に
な
れ
ば

二
人
の
妻
の
間
で
心
を
労
し
、
北
の
方
も
二
人
き
り
の
夫
婦
仲
が
崩

れ
る
こ
と
が
心
細
い
と
い
う
。
そ
の
後
北
の
方
は
急
逝
し
、
大
将
は

そ
れ
を
嘆
い
て
遁
世
、
降
嫁
は
実
現
し
な
い
。

夫
に
新
し
い
妻
が
現
れ
、
元
来
の
妻
が
世
を
は
か
な
み
、
急
死
す

る
と
い
う
点
は
『
栄
花
物
語
』
に
等
し
い
。「
い
つ
ま
で
草
」
が
夫

婦
仲
の
定
め
な
さ
と
、
そ
れ
を
嘆
く
妻
の
命
の
無
常
を
表
す
点
が
通

底
す
る）

8
（

。

二
物
語
の
女
君
た
ち
は
「
い
つ
ま
で
草
」
の
表
現
に
伴
っ
て
夫
婦
仲

の
変
化
と
急
死
が
語
ら
れ
た
の
に
対
し
、
二
条
は
そ
の
後
も
生
き
続

け
、
院
の
変
心
を
危
ぶ
み
つ
つ
も
仕
え
続
け
る
さ
ま
が
、
同
表
現
の

反
復
に
よ
っ
て
独
自
に
描
か
れ
る
。

第
二
の
「
い
つ
ま
で
草
」
は
巻
一
の
大
宮
院
と
後
深
草
院
の
母
子

対
面
の
場
面
に
み
え
る
。後
深
草
院
は
二
条
を
そ
の
亡
き
父
母
の「
形

見
」
と
し
て
庇
護
し
て
宮
仕
え
を
さ
せ
る
旨
を
大
宮
院
に
告
げ
、
大

宮
院
も
賛
同
し
て
二
条
に
恩
情
を
か
け
る
。

（
大
宮
院
）「
ま
こ
と
に
、（
二
条
を
）
い
か
が
御
覧
じ
放
ち
さ
ぶ
ら

ふ
べ
き
。
宮
仕
ひ
は
ま
た
、
し
馴
れ
た
る
人
こ
そ
、
し
ば
し
も

さ
ぶ
ら
は
ぬ
は
、
便
り
な
き
こ
と
に
て
こ
そ
」
な
ど
申
さ
せ
た

ま
ひ
て
、「
何
事
も
心
置
か
ず
、
我
に
こ
そ
」
な
ど
、
情
け
あ
る

さ
ま
に
う
け
た
ま
は
る
も
、「
い
つ
ま
で
草
の
」と
の
み
お
ぼ
ゆ
。  

宮
仕
え
の
よ
り
所
で
あ
る
主
が
た
の
恩
顧
を
「
い
つ
ま
で
草
」
と
疑

い
、
宮
仕
え
が
い
つ
ま
で
も
続
か
な
い
恐
れ
を
語
り
、
後
の
院
の
変

心
（
巻
三
）
を
予
感
さ
せ
る
。

主
君
の
寵
へ
の
疑
い
は
、
二
条
の
父
、
源
雅
忠
の
遺
戒
（
巻
一
）

と
関
わ
る
だ
ろ
う
。

思
ふ
に
よ
ら
ぬ
世
の
な
ら
ひ
、
も
し
君
に
も
世
に
も
恨
み
も
あ
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り
、
世
に
住
む
力
な
く
は
、
急
ぎ
て
真
の
道
に
入
り
て
、
わ
が

後
生
を
も
助
か
り
、
二
つ
の
親
の
恩
を
も
送
り
、
一
つ
蓮
の
縁

と
祈
る
べ
し
。
世
に
捨
て
ら
れ
、
便
り
な
し
と
て
、
ま
た
異
君

に
も
仕
へ
、
も
し
は
い
か
な
る
人
の
家
に
も
立
ち
寄
り
て
、
世

に
住
む
わ
ざ
を
せ
ば
、
亡
き
跡
な
り
と
も
不
孝
の
身
と
思
ふ
べ

し
。

雅
忠
は
院
へ
の
出
仕
に
遺
恨
が
生
じ
れ
ば
出
家
せ
よ
と
い
い
、
二
条

が
「
世
に
捨
て
ら
れ
」、
院
に
寵
さ
れ
な
く
な
る
場
合
を
想
定
す
る
。

主
君
の
恩
顧
を
疑
う
「
い
つ
ま
で
草
」
表
現
は
、
父
が
教
え
た
主
従

関
係
の
定
め
な
さ
を
覚
悟
し
て
院
に
仕
え
る
二
条
の
態
度
を
示
し
て

い
る
。

巻
三
に
も
「
い
つ
ま
で
草
」
に
準
じ
る
表
現
が
見
い
だ
せ
る
。
有

明
の
月
の
子
を
懐
妊
し
た
二
条
が
身
を
潜
め
る
四
条
大
宮
の
乳
母
の

家
に
、
院
が
見
舞
い
に
来
た
場
面
で
あ
る
。

荒
れ
に
け
る
む
ぐ
ら
の
宿
の
板
廂
さ
す
が
離
れ
ぬ
心
地
こ

そ
す
れ 

（
院
）

と
あ
る
も
、
い
つ
ま
で
と
心
細
く
て
、

あ
は
れ
と
て
訪
は
る
る
こ
と
も
い
つ
ま
で
と
思
へ
ば
悲
し

庭
の
蓬
生 

（
二
条
）

見
舞
い
の
翌
朝
の
院
の
歌
は
、
荒
廃
し
た
宿
で
会
っ
た
二
条
に
対

し
、
有
明
の
月
と
の
仲
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
離
れ

が
た
い
情
愛
を
改
め
て
感
じ
た
と
告
げ
る
。
二
条
の
返
歌
は
、
院
の

「
あ
は
れ
」
も
「
い
つ
ま
で
」
続
く
こ
と
か
と
危
惧
し
つ
つ
陋
屋
に

い
る
わ
が
身
を
描
く
。
こ
の
二
条
詠
は
、
諸
注
「
い
つ
ま
で
草
」
と

の
関
わ
り
を
指
摘
し
な
い
が
、
巻
一
の
第
一
の
「
い
つ
ま
で
草
」
の

例
で
二
条
へ
の
院
の
「
あ
は
れ
」
が
い
つ
ま
で
か
と
語
っ
て
い
た
こ

と
と
重
ね
合
わ
せ
た
反
復
表
現
で
あ
る
。

二
条
詠
が
表
し
た
寵
の
途
絶
え
の
予
感
は
そ
の
後
の
展
開
で
現
実

化
す
る
。
該
歌
に
続
け
て
出
産
記
事
が
あ
り
、
そ
の
直
後
に
有
明
の

月
が
病
に
よ
っ
て
急
死
す
る
と
同
時
に
院
は
二
条
に
出
仕
を
以
前
ほ

ど
求
め
な
く
な
り
、
心
変
わ
り
（「
色
変
り
ゆ
く
御
事
」）
が
始
ま
る
。

院
以
外
の
男
達
と
の
契
り
が
度
重
な
り
、
亀
山
院
と
懇
ろ
だ
と
い
う

噂
や
東
二
条
院
の
二
条
へ
の
勘
気
も
手
伝
い
、
院
は
二
条
の
出
仕
を

禁
じ
た
。
こ
の
物
語
展
開
を
予
言
す
る
は
た
ら
き
が
二
条
詠
の
「
い

つ
ま
で
」
に
は
認
め
ら
れ
る
。

第
三
の
「
い
つ
ま
で
草
」
は
出
仕
禁
止
後
、
北
山
准
后
九
十
賀
に

大
宮
院
の
要
請
で
参
仕
し
た
巻
三
末
の
記
事
に
み
え
る
。

事
始
ま
り
ぬ
る
に
や
、
両
院
・
春
宮
・
両
女
院
・
今
出
川
の
院

・
姫
宮
・
春
宮
大
夫（
実
兼
）う
ち
つ
づ
く
。（
中
略
）舞
を
奏
す
。

気
色
ば
か
り
う
ち
そ
そ
く
春
の
雨
、糸
帯
び
た
る
ほ
ど
な
る
を
、

厭
ふ
気
色
も
な
く
、
こ
の
も
か
の
も
に
並
み
ゐ
た
る
有
様
、
い

つ
ま
で
草
の
あ
ぢ
き
な
く
見
渡
さ
る
。
左
、
万
歳
楽
・
楽
拍
子
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・
賀
殿
・
陵
王
、
右
、
地
久
・
延
喜
楽
・
納
蘇
利
。

 

（
賀
の
第
一
日
）

九
十
賀
に
列
席
す
る
後
深
草
院
、
大
宮
院
、
東
二
条
院
な
ど
の
主

が
た
や
、
西
園
寺
実
兼
（
雪
の
曙
）
な
ど
の
廷
臣
の
名
を
書
き
連
ね
、

舞
楽
の
次
第
を
坦
々
と
記
録
す
る
合
間
に
、
賀
宴
に
列
な
る
宮
廷
の

人
々
の
さ
ま
が
「
い
つ
ま
で
続
く
こ
と
や
ら
」
と
冷
め
た
目
で
眺
め

る
二
条
を
描
く
。
盛
儀
に
参
仕
し
て
い
て
も
祝
意
に
溶
け
込
め
ず
、

宮
廷
の
華
や
ぎ
を
か
り
そ
め
の
も
の
と
感
じ
る
二
条
の
心
を
表
す
。

賀
の
第
三
日
に
は
「
世
の
中
の
華
や
か
に
お
も
し
ろ
き
を
見
る
に
つ

け
て
も
、
か
き
暗
す
心
の
中
は
、
さ
し
出
で
つ
ら
む
も
悔
し
き
心
地
」

と
、
出
仕
を
後
悔
し
た
と
も
語
る
。

そ
の
感
慨
は
九
十
賀
の
前
の
記
事
で
出
家
を
思
い
立
っ
た
こ
と
と

関
わ
る
。
出
仕
停
止
後
に
祇
園
に
参
籠
し
、「
今
は
こ
の
世
に
は
残
る

思
ひ
も
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
三
界
の
家
を
出
で
て
解
脱
の
門
に

入
れ
た
ま
へ
」
と
祈
願
し
て
い
た
。
宮
廷
か
ら
一
度
斥
け
ら
れ
、
世

を
捨
て
る
心
づ
も
り
の
二
条
は
、
宮
廷
の
宴
と
、
そ
れ
に
仕
え
る
女

房
と
し
て
の
自
己
を
も
は
や
終
わ
り
の
近
い
存
在
と
諦
観
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

賀
の
第
三
日
に
は
、
院
が
二
条
に
再
び
寵
意
を
示
す
文
を
届
け
、

船
楽
へ
の
出
仕
を
命
じ
、
自
ら
二
条
の
装
束
を
整
え
た
。「
い
つ
よ

り
ま
た
か
く
も
な
り
ゆ
く
御
心
に
か
」
と
、
出
仕
を
止
め
た
こ
と
を

忘
れ
た
か
の
ご
と
く
豹
変
す
る
院
の
心
が
描
か
れ
る
。
九
十
賀
の
記

事
の
末
尾
で
は
院
か
ら
「
た
び
た
び
御
使
」
が
あ
っ
た
が
、
二
条
は

「
さ
し
出
で
む
空
な
き
心
地
」
が
し
た
と
い
う
。
主
君
の
移
り
気
を

厭
い
、
再
出
仕
の
誘
い
に
応
じ
る
気
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
巻
三

結
尾
に
語
る
。

「
い
つ
ま
で
草
」
は
、
主
君
の
寵
を
頼
む
宮
仕
え
が
か
り
そ
め
の

も
の
で
あ
り
、
い
つ
か
は
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
予

期
を
示
す
表
現
と
し
て
、
巻
三
ま
で
の
記
事
に
反
復
さ
れ
た
。
出
家

後
を
描
く
巻
四
以
降
に
は
用
い
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
り
、
二
条
が
院

へ
の
宮
仕
え
に
見
切
り
を
つ
け
て
世
を
捨
て
る
ま
で
の
軌
跡
を
語
る

上
で
重
要
な
表
現
で
あ
る
。

三
「
い
つ
ま
で
草
」
は
宮
仕
え
の
行
く
末
の
不
安
と
予
感
を
表
し
た

が
、
同
じ
く
二
条
の
身
の
行
方
へ
の
危
惧
を
表
す
歌
語
表
現
を
検
討

す
る
。
巻
一
に
お
け
る
「
い
つ
ま
で
草
」
の
第
一
例
の
場
面
に
立
ち

戻
る
。「

い
つ
ま
で
草
の
」
と
の
み
お
ぼ
ゆ
る
に
、
御
匣
殿
さ
へ
、
こ

の
六
月
に
産
す
る
と
て
失
せ
た
ま
ひ
に
し
も
、
人
の
上
か
は
と

恐
ろ
し
き
に
、
大
納
言
の
病
の
や
う
、
つ
ひ
に
は
か
ば
か
し
か

ら
じ
と
見
ゆ
れ
ば
、「
何
と
な
る
み
の
」
と
の
み
嘆
き
つ
つ
、（
後
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略
）

「
何
と
な
る
み
の
」
は
、
諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
『
続
古
今
集
』

羇
旅
934
歌
に
よ
る
。

鳴
海
寺
に
て
か
き
付
け
侍
り
け
る　

藤
原
光
俊
朝
臣

あ
は
れ
な
り
何
と
な
る
み
の
果
て
な
れ
ば
ま
た
あ
く
が
れ
て
浦

伝
ふ
ら
ん

第
二
句
が
身
の
な
り
ゆ
き
を
不
安
と
共
に
自
問
す
る
の
を
ふ
ま
え
、

二
条
が
院
の
寵
を
疑
い
な
が
ら
出
産
に
よ
る
死
と
父
の
死
を
恐
れ
て

身
の
行
く
末
を
自
問
す
る
さ
ま
を
表
す
。
該
歌
は
鳴
海
の
浦
を
さ
ま

よ
う
旅
の
歌
で
あ
り
、
第
二
句
以
外
は
二
条
の
境
遇
と
は
異
な
る
。

既
成
の
歌
の
一
部
を
引
い
て
そ
れ
以
外
の
部
分
の
表
現
・
内
容
を
も

重
ね
合
わ
せ
る
引
歌
と
は
違
い
、
該
歌
の
一
句
の
み
を
ふ
む
表
現
で

あ
る
。『
と
は
ず
が
た
り
』
は
引
歌
に
よ
っ
て
、
引
い
て
い
な
い
部

分
や
引
歌
の
詠
者
（
物
語
の
人
物
や
西
行
な
ど
の
歌
人
）
の
境
遇
を
も

ふ
ま
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
既
成
の
歌
の
フ
レ
ー
ズ
だ
け
を
借
り
、

ま
た
は
そ
の
歌
句
を
変
形
し
て
用
い
、
固
有
の
境
遇
を
語
る
こ
と
も

あ
る
。
こ
こ
で
は
「
な
る
み
」
に
関
わ
る
表
現
の
反
復
が
二
条
の
身

の
上
を
語
る
独
特
の
方
法
と
化
す
こ
と
を
捉
え
た
い
。

『
続
古
今
集
』
で
は
右
の
934
歌
の
前
の
933
歌
が
阿
仏
尼
の
鳴
海
の

歌
で
あ
る
。思

ふ
こ
と
侍
り
け
る
頃
、
父
平
度
繁
朝
臣
、
遠
江
の
国
に

ま
か
れ
り
け
る
に
、
心
な
ら
ず
伴
ひ
て
、
鳴
海
の
浦
を
過

ぐ
と
て
、
詠
み
侍
り
け
る 

安
嘉
門
院
右
衛
門
佐

さ
て
も
我
い
か
に
な
る
み
の
浦
な
れ
ば
思
ふ
か
た
に
は
と
ほ
ざ

か
る
ら
ん

阿
仏
尼
が
物
思
い
を
抱
い
て
遠
江
に
下
向
し
た
際
に
わ
が
身
の
行
方

を
自
問
し
た
歌
で
あ
り
、
第
二
句
は
934
の
光
俊
詠
と
似
る
た
め
、『
と

は
ず
が
た
り
』
は
阿
仏
尼
詠
も
連
想
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

阿
仏
尼
詠
は
『
う
た
た
ね
』
で
も
遠
江
に
下
向
し
た
女
が
詠
ん
だ

と
さ
れ
て
い
る
。

鳴
海
の
浦
の
潮
干
潟
、
音
に
聞
き
け
る
よ
り
も
お
も
し
ろ
く
、

（
中
略
）
思
ふ
こ
と
な
く
て
、
都
の
友
に
も
う
ち
具
し
た
る
身

な
ら
ま
し
か
ば
と
、
人
知
れ
ぬ
心
の
中
の
み
様
々
苦
し
く
て
、

こ
れ
や
さ
は
い
か
に
な
る
み
の
浦
な
れ
ば
思
ふ
か
た
に
は

遠
ざ
か
る
ら
ん

女
の
歌
は
「
思
ふ
か
た
」
即
ち
都
を
離
れ
、
都
で
別
れ
た
恋
人
と
も

遠
ざ
か
り
、
鳴
海
を
さ
ま
よ
う
身
の
先
が
見
え
な
い
不
安
を
表
す
。

『
う
た
た
ね
』
は
女
が
身
の
行
く
末
を
自
問
す
る
表
現
が
多
い
。
恋

人
の
訪
れ
が
途
絶
え
が
ち
な
頃
、
来
意
を
告
げ
る
文
が
届
い
て
期
待

を
抱
く
女
は
「
あ
だ
な
る
身
の
行
方
、
つ
ひ
に
い
か
に
な
り
果
て
ん

と
す
ら
む
」
と
、
は
か
な
い
恋
に
す
が
る
身
の
行
方
を
自
問
す
る
。

遠
江
へ
出
立
す
る
日
に
も
「
い
か
に
さ
す
ら
ふ
る
身
の
行
方
に
か
」
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と
、
あ
て
も
な
く
さ
ま
よ
い
出
る
身
の
行
く
手
を
自
問
し
、
旅
先
で

も
身
の
行
く
末
を
思
い
定
め
ら
れ
な
い
。
都
の
旧
居
に
戻
っ
て
も
、

「
な
り
ゆ
か
ん
果
て
い
か
が
」
と
、
身
の
行
方
へ
の
疑
問
を
抱
い
た

ま
ま
の
女
の
姿
が
結
尾
に
描
か
れ
る
。『
う
た
た
ね
』
と
『
と
は
ず

が
た
り
』
は
身
の
行
方
を
追
尋
す
る
表
現
を
有
す
る
点
で
同
じ
系
譜

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

「
な
る
み
」
に
関
す
る
前
掲
歌
を
意
識
し
て
二
条
の
身
の
な
り
ゆ

き
の
不
安
を
語
る
表
現
は
、
巻
一
で
雪
の
曙
の
子
を
懐
妊
し
て
着
帯

を
す
る
場
面
に
も
見
い
だ
せ
る
。

（
雪
の
曙
は
）帯
を
手
づ
か
ら
用
意
し
て
、「
こ
と
さ
ら
と
思
ひ
て
、

四
月
に
て
あ
る
べ
か
り
し
を
、
世
の
恐
ろ
し
さ
に
今
日
ま
で
に

な
り
ぬ
る
を
、
御
所
よ
り
、
十
二
日
は
着
帯
の
よ
し
聞
く
を
、

こ
と
に
思
ふ
や
う
あ
り
て
」
と
言
は
る
る
ぞ
、
心
ざ
し
も
な
ほ

ざ
り
な
ら
ず
お
ぼ
ゆ
れ
ど
も
、
身
の
な
り
ゆ
か
む
果
て
ぞ
悲
し

く
お
ぼ
え
は
べ
り
し
。

雪
の
曙
の
子
を
皇
子
と
偽
っ
た
た
め
、
院
と
雪
の
曙
に
よ
る
二
重

の
着
帯
が
な
さ
れ
る
場
面
で
、
二
条
は
「
身
の
な
り
ゆ
か
む
果
て
」

を
案
じ
る
。
院
に
対
す
る
後
ろ
暗
さ
、
産
む
子
の
処
置
に
関
す
る
心

配
、
雪
の
曙
と
の
契
り
の
不
安
を
抱
い
て
、
身
の
な
り
ゆ
き
を
危
惧

す
る
表
現
で
あ
る
。

光
俊
詠
と
の
関
連
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
歌
の
「
何
と
な

る
み
の
果
て
」
を
響
か
せ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
同
歌
が
引
か
れ
た
の

は
皇
子
懐
妊
の
場
面
で
あ
り
、
当
該
場
面
も
雪
の
曙
の
子
の
懐
妊
中

で
あ
る
。
皇
子
懐
妊
時
は
父
の
死
後
に
遺
さ
れ
る
身
の
行
く
末
を
危

惧
し
、
雪
の
曙
の
子
の
懐
妊
中
も
、
院
に
よ
る
着
帯
に
際
し
、
皇
子

懐
妊
中
に
着
帯
を
院
の
配
慮
で
な
し
た
時
の
父
の
喜
び
を
思
い
返
し

て
哀
し
ん
だ
。
父
の
死
の
影
を
帯
び
た
懐
妊
場
面
で
身
の
な
り
ゆ
き

を
案
じ
る
表
現
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。

雪
の
曙
の
子
を
密
か
に
産
ん
だ
記
事
の
直
後
に
、
皇
子
の
夭
折
が

語
ら
れ
る
。

身
の
過
ち
の
行
く
末
は
か
ば
か
し
か
ら
じ
と
思
ひ
も
あ
へ
ず
、

神
無
月
の
初
め
の
八
日
に
や
、「
し
ぐ
れ
の
雨
の
雨
そ
そ
き
、
露

と
と
も
に
消
え
果
て
た
ま
ひ
ぬ
」
と
聞
け
ば
、
か
ね
て
思
ひ
ま

う
け
に
し
こ
と
な
れ
ど
も
、
あ
へ
な
く
あ
さ
ま
し
き
心
の
内
、

お
ろ
か
な
ら
む
や
。

雪
の
曙
の
子
を
産
ん
だ
「
過
ち
」
が
悪
い
事
態
に
つ
な
が
る
予
感
が

当
た
り
、
雪
の
曙
の
子
と
ひ
き
か
え
の
よ
う
に
皇
子
を
喪
っ
た
「
愛

別
離
苦
」
を
語
る
。
雪
の
曙
の
子
の
着
帯
時
に
危
惧
し
た
「
身
の
な

り
ゆ
か
む
果
て
」
は
皇
子
の
死
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
。
身
の
な
り

ゆ
き
に
関
す
る
表
現
は
、
二
条
が
恩
愛
を
抱
く
者
た
ち
の
死
の
予
感

を
表
す
傾
向
が
あ
り
、「
い
つ
ま
で
草
」
が
無
常
を
表
し
、
二
条
の
父

の
死
の
恐
れ
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
通
底
す
る
。
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四
「
な
る
み
」
に
関
す
る
表
現
を
以
後
、「
な
る
み
」
表
現
と
呼
ぶ
が
、

同
表
現
は
巻
三
の
有
明
の
月
と
の
逢
瀬
の
場
面
に
も
み
ら
れ
る
。

明
日
は
こ
の
御
談
義
結
願
な
れ
ば
、今
宵
ば
か
り
の
御
な
ご
り
、

さ
す
が
に
思
は
ぬ
に
し
も
な
き
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
夜
も
す
が
ら

か
か
る
御
袖
の
涙
も
所
せ
け
れ
ば
、
何
と
な
り
ゆ
く
べ
き
身
の

果
て
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
、
か
か
る
仰
せ
言
を
（
有
明
の
月
は
）
つ

ゆ
違
は
ず
語
り
つ
つ
、「
な
か
な
か
か
く
て
は
便
り
も
と
思
ふ
こ

そ
、
げ
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
心
の
色
も
知
ら
る
れ
。
不
思
議
な
る

こ
と
さ
へ
あ
る
な
れ
ば
、
こ
の
世
一
つ
な
ら
ぬ
契
り
も
、
い
か

で
か
お
ろ
か
な
る
べ
き
。（
院
）『
一
筋
に
我
撫
で
お
ほ
さ
む
』
と

う
け
た
ま
は
り
つ
る
う
れ
し
さ
も
、
あ
は
れ
さ
も
、
限
り
な
く
。

さ
る
か
ら
、
い
つ
し
か
心
も
と
な
き
心
地
す
る
こ
そ
」（
後
略
）

院
が
有
明
の
月
と
二
条
の
仲
を
許
し
、
産
ま
れ
る
子
の
世
話
ま
で

引
き
受
け
る
と
い
う
「
仰
せ
言
」
を
有
明
の
月
は
二
条
に
告
げ
る
。

子
ま
で
な
し
た
契
り
に
感
じ
入
っ
た
有
明
の
月
が
「
心
の
色
」
即
ち

愛
執
を
深
め
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
二
条
は
「
何
と
な
り
ゆ
く
べ
き
身

の
果
て
」
と
危
惧
し
た
。
こ
の
表
現
は
光
俊
詠
に
よ
る
か
と
注
釈）

9
（

さ

れ
て
い
る
。
巻
一
の
皇
子
懐
妊
時
の
同
歌
引
用
と
同
じ
く
二
条
が
懐

妊
中
に
行
く
末
を
危
ぶ
む
表
現
で
あ
り
、光
俊
詠
に
よ
る
「
な
る
み
」

表
現
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
当
該
場
面
で
は
有
明
の
月
の
愛
執
に

加
え
、
院
が
二
条
を
待
っ
て
独
り
寝
を
し
て
い
た
と
妬
み
、
三
つ
巴

の
愛
憎
が
描
か
れ
る
。
愛
執
の
渦
中
で
惑
乱
す
る
身
の
上
を
自
問
す

る
「
な
る
み
」
表
現
で
あ
る
。

「
な
る
み
」
表
現
に
伴
い
、
巻
一
で
は
父
の
重
病
に
つ
い
て
「
つ

ひ
に
は
か
ば
か
し
か
ら
じ
」
と
危
惧
し
、
雪
の
曙
の
子
の
出
産
に
つ

い
て
「
身
の
過
ち
の
行
く
末
は
か
ば
か
し
か
ら
じ
」
と
危
ぶ
ん
だ
よ

う
に
、
有
明
の
月
に
関
す
る
右
掲
場
面
直
後
で
も
、
院
の
嫉
妬
に
苦

し
み
つ
つ
「
つ
ひ
に
は
か
ば
か
し
か
る
ま
じ
き
身
の
行
く
末
」
と
な

る
予
感
に
襲
わ
れ
る
。
予
感
は
死
に
つ
な
が
る
傾
向
が
あ
り
、
有
明

の
月
の
子
を
産
ん
だ
直
後
に
も
有
明
の
月
の
急
死
が
語
ら
れ
る
。
有

明
の
月
の
子
が
院
の
手
配
で
表
向
き
は
死
産
と
さ
れ
、
院
の
某
寵
人

の
子
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
の
が
十
一
月
六
日
で
あ
り
、
続
く
十
三

日
の
記
事
で
は
有
明
の
月
が
流
行
病
で
死
ぬ
こ
と
を
自
ら
予
感
し
、

十
八
日
に
は
発
病
、二
十
五
日
に
死
去
と
い
う
急
展
開
と
な
る
。「
な

る
み
」
表
現
に
よ
っ
て
不
安
を
示
し
た
後
に
子
が
産
ま
れ
、
同
時
に

死
者
が
生
じ
る
と
い
う
展
開
は
、
雪
の
曙
の
子
の
出
産
記
事
と
同
じ

で
あ
る
。「
な
る
み
」
表
現
は
、
二
条
が
男
と
の
契
り
と
出
産
に
お

い
て
く
り
か
え
し
み
ま
わ
れ
た
愛
別
離
苦
の
予
兆
を
示
す
の
で
あ

る
。巻

三
ま
で
の
「
な
る
み
」
表
現
を
み
て
き
た
が
、
巻
四
に
お
い
て
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は
鳴
海
を
旅
し
た
折
の
歌
が
あ
る
。

巻
四
冒
頭
、
熱
田
社
の
御
垣
の
内
の
桜
が
盛
り
な
の
を
見
て
、
次

の
歌
を
書
い
た
札
を
社
の
杉
に
打
っ
た
。

春
の
色
も
弥
生
の
空
に
鳴
海
潟
い
ま
い
く
ほ
ど
か
花
も
杉
村

こ
の
歌
で
は
晩
春
の
空
に
「
な
る
」
に
つ
れ
花
の
盛
り
が
過
ぎ
ゆ
く

の
を
惜
し
ん
で
お
り
、「
な
る
み
」
表
現
が
我
が
「
身
」
の
な
り
ゆ
き

を
問
う
た
の
と
は
異
な
る
。

伊
勢
で
外
宮
祠
官
の
度
会
常
良
と
別
れ
、
熱
田
へ
向
か
う
時
の
贈

答
に
も
鳴
海
が
詠
わ
れ
る
。

立
ち
帰
る
波
路
と
聞
け
ば
袖
濡
れ
て
よ
そ
に
鳴
海
の
浦
の
名
ぞ

憂
き 

（
度
会
常
良
）

か
ね
て
よ
り
よ
そ
に
鳴
海
の
契
り
な
れ
ど
返
る
波
に
は
濡
る
る

袖
か
な 

（
二
条
）

伊
勢
で
歌
交
を
し
た
二
人
が
別
れ
を
惜
し
む
贈
答
で
あ
り
、
諸
注
関

連
歌
を
挙
げ
な
い
が
、「
よ
そ
に
鳴
海
」
や
「
袖
」
を
濡
ら
す
と
い
う

恋
歌
的
表
現
は
、松
屋）
10
（

本
『
山
家
集
』「
恋
の
歌
五
首
よ
み
け
る
に
」、

思
ひ
き
や
よ
そ
に
な
る
み
の
う
ら
み
し
て
涙
に
袖
を
あ
ら
ふ
べ

し
と
は

と
い
う
西
行
詠
を
連
想
し
て
い
る
だ
ろ
う）
11
（

。
西
行
和
歌
の
影
響
に
つ

い
て
は
、
後
述
す
る
。

「
な
る
み
」
表
現
か
ら
鳴
海
の
歌
へ
の
推
移
は
、
宮
仕
え
期
に
自

己
の
行
く
手
を
恐
れ
て
問
い
返
し
て
い
た
二
条
像
か
ら
、
旅
路
で
季

節
の
移
ろ
い
を
感
じ
て
人
と
心
を
通
わ
せ
る
二
条
像
へ
の
変
容
を
示

す
。

五
有
明
の
月
に
関
す
る
「
な
る
み
」
表
現
が
み
ら
れ
た
前
掲
巻
三
の

場
面
で
、
有
明
の
月
が
二
条
に
示
し
た
愛
執
を
「
心
の
色
」
と
表
し

て
い
た
。

何
と
な
り
ゆ
く
べ
き
身
の
果
て
と
も
お
ぼ
え
ぬ
に
、
か
か
る
仰

せ
言
を
（
有
明
の
月
は
）
つ
ゆ
違
は
ず
語
り
つ
つ
、「
な
か
な
か

か
く
て
は
便
り
も
と
思
ふ
こ
そ
、
げ
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
心
の
色

も
知
ら
る
れ
。（
中
略
）
我
も
通
ふ
心
の
出
で
来
け
る
に
や
。

こ
れ
、
逃
れ
ぬ
契
り
と
か
や
な
ら
む
（
後
略
）

「
心
の
色
」
は
作
中
に
六
例
あ
り
、
概
ね
院
・
雪
の
曙
・
有
明
の

月
が
二
条
に
思
い
の
た
け
を
語
る
場
面
で
「
情
愛
」
を
表
す
。「
い

つ
ま
で
草
」
や
「
な
る
み
」
な
ど
、
院
ら
と
の
契
り
の
不
安
を
表
す

歌
語
に
加
え
、「
心
の
色
」も
契
り
を
表
す
歌
語
と
し
て
検
討
し
た
い
。

『
う
た
た
ね
』
に
も
一
例
あ
り
、
女
が
法
金
剛
院
で
「
木
々
の
紅

葉
色
々
に
見
え
て
、
松
に
か
か
れ
る
枝
、
心
の
色
も
ほ
か
に
は
異
な

る
心
地
し
て
」
と
い
う
例
で
あ
る
。「
心
の
色
」
は
勅
撰
集
の
恋
歌

に
用
例
が
多
く
、『
う
た
た
ね
』
の
例
も
紅
葉
の
色
と
と
も
に
女
の
恋
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心
を
表
す
こ
と
が
指
摘）
12
（

さ
れ
て
い
る
。

歌
語
辞
書
の
「
心
の
色
」
の
解
説）
13
（

は
「
本
来
無
色
で
あ
る
心
を
あ

え
て
色
あ
る
も
の
に
見
立
て
る
語
」
と
し
、勅
撰
集
で
は
『
後
撰
集
』

が
初
出
で
、
飛
ん
で
『
千
載
集
』
以
下
に
例
が
あ
り
、
慈
円
、
西
行
、

定
家
な
ど
新
古
今
歌
人
が
多
用
し
た
と
指
摘
す
る
。

『
後
撰
集
』
恋
三
735
の
「
五
節
の
所
に
て
、
閑
院
の
お
ほ
い
君
に

つ
か
は
し
け
る
」
師
尹
の
歌
、

と
き
は
な
る
日
か
げ
の
か
づ
ら
け
ふ
し
こ
そ
心
の
色
に
ふ
か
く

見
え
け
れ

は
『
古
今
和
歌
六
帖
』「
ひ
か
げ
」
3932
と
同
歌
で
あ
り
、恋
の
深
い
「
心

の
色
」
を
伝
え
る
点
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
用
法
と
共
通
す
る
。

勅
撰
集
で
は
『
千
載
集
』
か
ら
『
続
後
撰
集
』
ま
で
各
一
、
二
首
ず

つ
例
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、『
続
古
今
集
』
に
は
八
例
あ
り
、
以
降

の
『
新
後
撰
集
』
四
例
、『
玉
葉
集
』
二
例
と
比
べ
て
も
突
出
し
て
多

い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る）
14
（

。『
続
古
今
集
』
入
集
歌
に
は
『
と
は
ず
が

た
り
』
に
登
場
す
る
人
物
や
関
係
者
の
歌
が
あ
り）
15
（

、
例
え
ば
後
嵯
峨

院
も
贈
答
で
「
心
の
色
」
を
詠
う
。

し
ぐ
れ
の
み
お
と
は
の
さ
と
は
ち
か
け
れ
ど
都
の
人
の
こ
と
づ

て
は
な
し 

（
雑
上
1610
山
階
実
雄
）

と
は
ず
と
も
お
と
は
の
さ
と
の
は
つ
し
ぐ
れ
心
の
色
は
も
み
ぢ

に
も
み
よ 

（
1611
後
嵯
峨
院
）

『
と
は
ず
が
た
り
』
は
『
新
古
今
集
』、『
古
今
集
』
に
つ
い
で
『
続
古

今
集
』
入
集
歌
を
多
く
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘）
16
（

さ
れ
て
お
り
、

「
な
る
み
」
表
現
も
『
続
古
今
集
』
歌
に
よ
っ
た
。「
心
の
色
」
も
特

定
の
典
拠
歌
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、『
続
古
今
集
』
に
頻
出
す
る
「
心

の
色
」
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

巻
一
で
は
雪
の
曙
が
二
条
に
「
年
月
の
心
の
色
を
た
だ
の
ど
か
に

言
ひ
聞
か
せ
む
」
と
思
い
を
訴
え
、
初
め
て
契
り
を
結
ぶ
。
雪
の
曙

が
語
っ
た
「
心
の
色
」
の
内
容
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
巻
一
冒

頭
か
ら
二
条
に
恋
文
を
送
り
、
二
条
の
父
の
四
十
九
日
中
の
弔
問
で

も
恋
情
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
思
い
の
た
け
を
「
心
の
色
」
と
表
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

恋
の
「
心
の
色
」
を
相
手
に
告
げ
る
類
例
で
あ
る
『
続
古
今
集
』

恋
一
「
初
恋
の
心
を
」
951
土
御
門
院
、

く
れ
な
ゐ
の
こ
ぞ
め
の
衣
ふ
り
い
で
て
心
の
色
を
し
ら
せ
つ
る

か
な

は
濃
い
紅
の
衣
の
よ
う
に
深
い
恋
の
「
心
の
色
」
を
知
ら
せ
た
と
す

る
。散

文
で
は
中
世
以
降
の
作
品
に
用
例
が
見
い
だ
せ）
17
（

、『
十
訓
抄
』
八

序
の
忍
ぶ
草
に
関
す
る
説
話
に
、

花
園
左
大
臣
、
か
の
草
の
紅
葉
に
つ
け
て
、
心
の
色
を
あ
ら
は

し
給
ひ
け
む
も
や
さ
し
く
お
ぼ
ゆ
。



－60－

と
、
恋
心
を
知
ら
せ
る
類
例
が
あ
る
。『
新
古
今
集
』
恋
一
1027
源
有

仁
「
わ
が
恋
も
い
ま
は
色
に
や
い
で
な
ま
し
軒
の
し
の
ぶ
も
紅
葉
し

に
け
り
」
を
「
心
の
色
」
の
告
白
の
歌
と
す
る
。

有
明
の
月
の
「
心
の
色
」
の
例
に
戻
る
と
、
有
明
の
月
は
仁
和
寺

御
室
、
性
助
法
親
王
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
性
助
の
「
心
の
色
」
の

歌
が『
続
千
載
集
』雑
上
1800 

1801
の
亀
山
院
と
の
贈
答
に
見
い
だ
せ
る
。

雪
の
ふ
か
く
つ
も
り
て
侍
り
け
る
に
、
性
助
法
親
王
の
も

と
に
つ
か
は
さ
れ
け
る

昔
よ
り
今
も
か
は
ら
ず
た
の
み
つ
る
心
の
跡
ぞ
雪
に
み
る
べ
き

御
返
し　

入
道
二
品
親
王
性
助

た
の
み
つ
る
心
の
色
の
跡
み
え
て
雪
に
し
ら
る
る
君
が
こ
と
の

は

亀
山
院
が
性
助
を
信
頼
す
る
「
心
の
色
」
を
性
助
は
詠
う
。
該
歌
を

二
条
が
知
っ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
性
助
の
和
歌
の
口
吻
と
重
な

る
有
明
の
月
の
「
心
の
色
」
に
応
じ
、
二
条
は
「
通
ふ
心
」、「
逃
れ

ぬ
契
り
」
を
感
じ
、
身
の
な
り
ゆ
き
を
恐
れ
つ
つ
も
契
り
を
深
め
て

ゆ
く）
18
（

。六
院
に
関
す
る「
心
の
色
」が
巻
三
か
ら
四
に
か
け
て
四
例
あ
り
、「
い

つ
ま
で
草
」
が
巻
三
の
院
の
心
変
わ
り
に
至
る
予
感
を
表
し
た
の
に

対
し
、「
心
の
色
」
は
そ
の
変
心
か
ら
巻
四
の
再
会
に
至
る
宿
縁
を
示

す
表
現
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
巻
三
で
院
は
二
条
に
対
す
る
「
心
の

色
」、
つ
ま
り
寵
愛
を
語
る
。

「
人
よ
り
先
に
見
初
め
て
、
あ
ま
た
の
年
を
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
何

事
に
つ
け
て
も
な
ほ
ざ
り
な
ら
ず
お
ぼ
ゆ
れ
ど
も
、
何
と
や
ら

む
、
わ
が
心
に
も
か
な
は
ぬ
こ
と
の
み
に
て
、
心
の
色
の
見
え

ぬ
こ
そ
い
と
口
惜
し
け
れ
。
わ
が
新
枕
は
故
典
侍
大
に
し
も
習

ひ
た
り
し
か
ば（
中
略
）腹
の
中
に
あ
り
し
折
も
、心
も
と
な
く
、

い
つ
か
い
つ
か
と
、
手
の
内
な
り
し
よ
り
、
さ
ば
く
り
つ
け
て

あ
り
し
」

院
の
「
心
の
色
」
語
り
は
有
明
の
月
の
二
条
に
対
す
る
愛
執
に
院
が

気
づ
い
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
。
院
は
二
条
に
有
明
の
月
の
愛
執
に

応
え
る
よ
う
に
命
じ
た
後
に
右
の
「
心
の
色
」
を
語
る
。
院
の
「
心

の
色
」
語
り
は
、
二
条
を
「
人
よ
り
先
に
見
初
め
て
」
と
、
有
明
の

月
よ
り
も
誰
よ
り
も
先
に
寵
愛
を
施
し
た
と
切
り
出
さ
れ
る
。
院
は

有
明
の
月
の
愛
執
を
許
容
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
半
ば
対
抗
し
て
、
自

ら
の
「
心
の
色
」
を
語
っ
た
。
そ
の
後
、
有
明
の
月
が
「
心
の
色
」

を
語
る
既
掲
場
面
に
至
り
、
二
人
の
「
心
の
色
」
の
板
挟
み
と
な
っ

た
二
条
の
不
安
が
「
な
る
み
」
表
現
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

院
の
「
心
の
色
の
見
え

0

0

ぬ
」
と
い
う
言
葉
づ
か
い
は
、
前
掲
『
後

撰
集
』
735
「
心
の
色
に
ふ
か
く
見
え

0

0

け
れ
」、『
続
古
今
集
』
恋
二
1072 
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大
納
言
通
成
「
な
か
な
か
に
さ
て
も
心
の
色
見
え

0

0

ば
あ
ふ
に
は
か
へ

て
身
を
や
す
て
ま
し
」
等
と
あ
る
歌
語
表
現
で
あ
り
、
二
条
へ
の
寵

を
十
分
に
伝
え
き
れ
な
い
恨
み
を
示
す
。

院
は
二
条
に
対
す
る
「
心
の
色
」
が
、
新
枕
の
相
手
で
あ
っ
た
二

条
の
母
の
「
典
侍
大
」（
四
条
隆
親
女
、
大
納
言
典
侍
）
へ
の
思
慕
に

由
来
す
る
と
明
か
し
、
二
条
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
寵
す
る
意
向
で
あ

っ
た
こ
と
を
告
げ
る
。
院
の
「
心
の
色
」
語
り
は
二
条
の
生
い
立
ち

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
昔
語
り
を
特
徴
と
す
る
。
雪
の
曙
や
有
明
の
月
の

「
心
の
色
」
語
り
で
は
二
条
の
母
の
代
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
れ
ず
、
院

は
他
の
男
よ
り
も
根
深
い
宿
縁
を
有
す
る
こ
と
を
対
比
的
に
描
き
分

け
て
い
る
。

院
の
「
心
の
色
」
は
、
有
明
の
月
へ
の
対
抗
心
に
よ
っ
て
語
ら
れ

た
が
故
に
、
有
明
の
月
の
急
死
と
と
も
に
移
ろ
う
。
そ
の
変
心
は
既

述
し
た
よ
う
に
「
い
つ
ま
で
草
」
の
表
現
で
予
感
さ
れ
た
通
り
実
現

し
た
。
巻
四
で
は
旅
す
る
二
条
が
都
の
院
を
追
慕
す
る
さ
ま
が
武
蔵

野
紀
行
な
ど
で
描
か
れ
、
そ
の
思
慕
に
呼
応
す
る
よ
う
に
院
と
の
再

会
が
石
清
水
八
幡
で
実
現
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
石
清
水
に
お
け

る
院
の
語
り
で
再
び
「
心
の
色
」
が
示
さ
れ
る
。

「
ゆ
ゆ
し
く
見
忘
ら
れ
ぬ
に
て
、
年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
も
、
忘

れ
ざ
り
つ
る
心
の
色
は
思
ひ
知
れ
」
な
ど
よ
り
始
め
て
、
昔
今

の
こ
と
ど
も
、
移
り
変
は
る
世
の
な
ら
ひ
あ
ぢ
き
な
く
お
ぼ
し

め
さ
る
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
う
け
た
ま
は
り
し
（
中
略
）
は
し

た
な
く
明
け
ぬ
れ
ば
、「
さ
ら
ば
よ
」
と
て
引
き
立
て
さ
せ
お
は

し
ま
し
ぬ
る
御
な
ご
り
は
、
御
跡
な
つ
か
し
く
匂
ひ
、
近
き
程

の
御
移
り
香
も
、
墨
染
の
袂
に
留
ま
り
ぬ
る
心
地
し
て
、
人
目

あ
や
し
く
目
立
た
し
け
れ
ば
、
御
形
見
の
御
小
袖
を
墨
染
の
衣

の
下
に
重
ぬ
る
も
、
便
な
く
悲
し
き
も
の
か
ら
、

重
ね
し
も
昔
に
な
り
ぬ
恋
衣
今
は
涙
に
墨
染
の
袖

院
の
「
心
の
色
」
語
り
は
「
昔
今
」
の
思
い
出
語
り
を
含
み
、
そ

の
内
容
は
詳
述
さ
れ
な
い
が
、「
い
は
け
な
か
り
し
世
の
こ
と
ま
で

数
々
仰
せ
あ
り
つ
る
」
と
も
あ
り
、
巻
三
の
「
心
の
色
」
語
り
と
同

様
に
二
条
と
の
契
り
を
懐
古
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
別
れ
際

に
院
か
ら
「
御
肌
に
召
さ
れ
た
る
御
小
袖
を
三
つ
」、「
形
見
」
と
し

て
下
賜
さ
れ
た
二
条
は
、
語
ら
い
の
「
な
ご
り
」
を
惜
し
み
、
院
の

「
移
り
香
」
を
慕
い
、歌
で
院
と
「
恋
衣
」
を
重
ね
た
「
昔
」
を
偲
ぶ
。

こ
の
別
れ
の
描
写
は
、
遥
か
昔
の
巻
一
で
、
二
条
が
父
の
喪
に
服

し
て
い
る
頃
に
籠
も
っ
た
醍
醐
寺
に
院
が
お
忍
び
で
訪
れ
た
際
の
後

朝
の
表
現
を
反
芻
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

今
宵
は
こ
と
さ
ら
こ
ま
や
か
に
語
ら
ひ
た
ま
ひ
つ
つ
、
明
け
ゆ

く
鐘
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、立
ち
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
す
。（
中
略
）

「
ま
た
よ
」
と
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
御
な
ご
り
は
、
袖
の
涙
に

残
り
、
う
ち
交
は
し
た
ま
へ
る
御
移
り
香
は
、
わ
が
衣
手
に
染
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み
か
へ
る
心
地
し
て
、（
中
略
）
明
け
ぬ
れ
ば
、
文
あ
り
。「
今

朝
の
有
明
の
名
残
は
、
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ
心
地
し
て
」
な
ど
あ

れ
ば
、君

だ
に
も
な
ら
は
ざ
り
け
る
有
明
の
面
影
残
る
袖
を
み
せ

ば
や

巻
四
の
二
条
は
「
墨
染
」
の
衣
の
尼
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
巻

一
の
「
昔
」
の
「
恋
衣
」
を
再
び
ま
と
っ
て
院
と
逢
瀬
を
持
っ
た
か

の
ご
と
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
逢
瀬
の
回
想
表
現
を
引
き
出
し
た
の

が
巻
四
の
院
の
「
心
の
色
」
を
示
す
昔
語
り
で
あ
っ
た
。
巻
三
で
院

の
「
心
の
色
」
が
変
じ
た
後
、
巻
四
の
旅
を
経
て
再
び
院
の
「
心
の

色
」に
ふ
れ
て
昔
の
契
り
に
立
ち
帰
る
二
条
の
心
が
描
か
れ
て
い
る
。

七
石
清
水
で
の
院
の
「
心
の
色
」
語
り
に
呼
応
し
て
、
二
条
の
側
か

ら
も
院
に
対
す
る
「
心
の
色
」
が
伊
勢
の
内
宮
に
お
け
る
詠
歌
で
示

さ
れ
る
。

「
こ
の
御
社
の
千
木
は
、
上
一
人
を
護
ら
む
と
て
上
へ
削
が
れ

た
る
」
と
聞
け
ば
、
何
と
な
く
、「
玉
体
安
穏
」
と
申
さ
れ
ぬ
る

ぞ
、
我
な
が
ら
い
と
あ
は
れ
な
る
。

思
ひ
そ
め
し
心
の
色
の
変
は
ら
ね
ば
千
代
と
ぞ
君
を
な
ほ

祈
り
つ
る

石
清
水
か
ら
熱
田
を
経
て
伊
勢
に
参
っ
た
二
条
は
、
院
の
玉
体
の
つ

つ
が
な
き
こ
と
を
祈
願
し
て
右
の
歌
を
詠
ん
だ
。
一
首
は
院
へ
の
思

慕
を
「
心
の
色
」
と
表
し
、
院
の
長
久
の
栄
え
を
祈
る
。

二
条
詠
の
上
の
句
は
、
西
行
の
『
御
裳
濯
和
歌
集
』
秋
上
290
の
歌

と
類
似
す
る
。

お
も
ひ
そ
む
る
心
の
色
も
か
は
り
け
り
け
さ
あ
き
に
な
る
ゆ
ふ

ぐ
れ
の
そ
ら

西
行
詠
の
第
三
句
が
立
秋
に
と
も
な
う
変
化
を
表
し
、
二
条
詠
が
不

変
の
主
君
思
慕
を
表
す
の
は
対
照
的
だ
が
、
二
条
は
西
行
を
意
識
し

て
該
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
西
行
の
「
心
の
色
」
の
歌
は
多

く）
19
（

、
二
条
詠
に
類
似
す
る
例
と
し
て
、
松
屋
本
『
山
家
集
』「
恋
の

歌
五
首
よ
み
け
る
に
」、

君
に
染
し
心
の
色
の
う
ら
ま
で
も
し
ぼ
り
は
て
ぬ
る
む
ら
さ
き

の
袖

や
、『
山
家
集
』
恋
百
十
首
1342
、

君
に
そ
む
心
の
色
の
ふ
か
さ
に
は
に
ほ
ひ
も
さ
ら
に
見
え
ぬ
な

り
け
り

も
見
い
だ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
西
行
詠
が
「
君
」
へ
の
恋
に
染
ま
っ
た

「
心
の
色
」
の
深
さ
を
表
し
た
の
を
ふ
ま
え
、
二
条
は
主
君
へ
の
思

慕
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
「
心
の
色
」
を
詠
っ
た
の
で
あ
る）
20
（

。

二
条
詠
以
外
の
「
心
の
色
」
の
作
中
例
は
全
て
二
条
に
対
す
る
男
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の
思
い
を
表
す
が
、
伊
勢
で
は
例
外
的
に
二
条
か
ら
院
へ
の
「
心
の

色
」
が
詠
わ
れ
た
。
石
清
水
で
院
の
「
心
の
色
」
に
接
し
て
募
っ
た

思
慕
を
伊
勢
で
主
君
の
守
護
神
に
誓
う
に
至
る
二
条
の
心
の
高
揚
が

表
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢
か
ら
の
帰
京
に
続
け
て
、
巻
四
末
に
伏
見
殿
に
お
け
る
院
と

の
語
り
合
い
の
記
事
が
配
さ
れ
、「
心
の
色
」
の
最
後
の
例
は
対
話
末

尾
に
み
ら
れ
る
。
院
が
二
条
の
修
行
中
の
男
と
の
関
わ
り
を
疑
い
、

二
条
は
契
り
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
誓
い
、
院
一
人
を
慕

う
衷
情
を
訴
え
る
。
院
の
「
御
陰
に
隠
さ
れ
て
、
父
母
に
別
れ
し
恨

み
も
、
を
さ
を
さ
慰
み
は
べ
り
き
」
と
、
父
母
を
亡
く
し
た
身
に
寵

愛
を
賜
っ
た
恩
に
謝
し
た
。
院
の
返
答
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

何
に
も
、
人
の
思
ひ
染
む
る
心
は
よ
し
な
き
も
の
な
り
。
ま
こ

と
に
、
母
に
お
く
れ
、
父
に
別
れ
に
し
後
は
、
我
の
み
は
ぐ
く

む
べ
き
心
地
せ
し
に
、
事
の
違
ひ
も
て
ゆ
き
し
こ
と
も
、
げ
に

浅
か
り
け
る
契
り
に
こ
そ
と
思
ふ
に
、
か
く
ま
で
深
く
思
ひ
そ

め
け
る
を
知
ら
ず
が
ほ
に
て
過
ぐ
し
け
る
（
中
略
）
還
御
の
後
、

思
ひ
か
け
ぬ
あ
た
り
よ
り
、
御
尋
ね
あ
り
て
、
ま
こ
と
し
き
御

訪
ひ
お
ぼ
し
め
し
よ
り
け
る
、
い
と
か
た
じ
け
な
し
。
思
ひ
か

け
ぬ
御
言
の
葉
に
か
か
る
だ
に
、
露
の
御
情
け
も
、
い
か
で
か

う
れ
し
か
ら
ざ
ら
む
。
い
は
ん
や
、
ま
こ
と
し
く
お
ぼ
し
め
し

よ
り
け
る
御
心
の
色
、
人
知
る
べ
き
こ
と
な
ら
ぬ
さ
へ
、
置
き

所
な
く
ぞ
お
ぼ
え
は
べ
り
し
。

院
は
二
条
の
親
代
わ
り
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
昔
語
り

と
と
も
に
二
条
の
思
い
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
、「
ま
こ
と

し
き
御
訪
ひ
」（
二
条
の
修
行
・
生
活
へ
の
援
助
）
ま
で
施
す
「
心
の
色
」

を
示
し
た）
21
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
院
と
二
条
の
「
心
の
色
」
の
呼
応
に
よ
っ
て
宿

縁
の
確
か
め
合
い
を
描
く
こ
と
が
巻
四
の
重
要
な
表
現
志
向
で
あ

る
。
旧
主
の
「
心
の
色
」
に
染
め
ら
れ
て
昔
の
契
り
を
思
い
出
し
、

自
ら
も
「
心
の
色
」
を
祈
誓
し
、
一
度
断
た
れ
た
え
に
し
を
結
び
直

す
二
条
の
心
の
旅
が
巻
四
に
描
か
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

『
と
は
ず
が
た
り
』
で
反
復
さ
れ
る
歌
語
表
現
に
つ
い
て
検
討
し

た
。「
い
つ
ま
で
草
」
は
院
の
変
心
の
予
感
を
表
し
、「
な
る
み
」
表

現
は
懐
妊
中
の
身
の
な
り
ゆ
き
の
不
安
を
表
し
て
愛
別
離
苦
に
つ
な

が
り
、共
に
男
た
ち
と
の
契
り
に
お
け
る
二
条
の
苦
難
を
予
示
し
た
。

苦
し
み
を
予
期
し
な
が
ら
も
、
男
た
ち
が
示
す
情
愛
を
受
け
容
れ
、

自
ら
も
示
し
、
そ
の
宿
縁
を
感
じ
る
二
条
像
が
「
心
の
色
」
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
た
。
三
つ
の
歌
語
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
が
こ
だ
わ
る

二
条
と
人
々
の
契
り
や
死
別
と
い
う
枢
要
な
テ
ー
マ
を
担
っ
た
表
現

な
の
で
あ
る
。
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歌
語
の
反
復
は
本
作
が
二
条
の
身
の
上
を
語
る
上
で
重
要
な
表
現

方
法
で
あ
り
、
他
の
歌
語
に
つ
い
て
も
そ
の
意
義
を
今
後
検
討
し
た

い）
22
（

。
【
注
】

（
１
）
岩
佐
美
代
子
「『
と
は
ず
が
た
り
』
読
解
考　

五　

小
夜
衣
」『
宮
廷

女
流
文
学
読
解
考　

中
世
編
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）
は
、
歌

語
「
小
夜
衣
」
に
つ
い
て
表
現
史
と
作
中
和
歌
で
反
復
さ
れ
る
意
義

を
指
摘
す
る
。

（
２
）
福
田
秀
一
「「
い
つ
ま
で
草
」
と
「
安
の
河
原
」
―
『
と
は
ず
が
た
り
』

注
解
補
正
そ
の
二
―
」『
解
釈
』
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
一
年
一
月
）

は
諸
注
の
解
釈
を
不
安
と
願
望
に
二
分
し
、
文
脈
上
不
安
と
解
す
る

べ
き
と
指
摘
。
三
角
洋
一
『
と
は
ず
が
た
り　

た
ま
き
は
る
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
四
年
）、
久
保
田
淳
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集　

と
は

ず
が
た
り
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）
は
不
安
・
疑
問
と
解
す
る
。

（
３
）『
新
編
国
歌
大
観
第
四
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）
の
『
堀
河

百
首
』
解
題
（
橋
本
不
美
男
・
滝
澤
貞
夫
）
に
よ
れ
ば
、
該
歌
は
雑

廿
首
「
山
家
」
1489
公
実
「
霜
が
れ
の
草
の
戸
ざ
し
の
あ
だ
な
れ
ば
賤

の
竹
が
き
風
も
た
ま
ら
ず
」
の
異
伝
歌
で
あ
る
。

（
４
）
い
つ
ま
で
草
を
詠
む
和
歌
は
き
り
ぎ
り
す
と
併
せ
て
晩
秋
の
情
趣
や

無
常
観
を
表
す
例
が
多
く
、
鎌
倉
期
ま
で
に
『
月
詣
集
』
九
月
「
暮

秋
聞
蛬
」
773
覚
延
法
師
、『
千
五
百
番
歌
合
』
秋
二
1269
源
通
親
、『
東
撰

六
帖
』
抜
粋
本
・
秋
247
源
光
行
、『
夫
木
抄
』「
夏
虫
」
3737
順
徳
院
、『
光

経
集
』572
無
常
、『
隣
女
集
』「
壁
底
虫
」2058
、『
宗
尊
親
王
百
五
十
番
歌
合
』

159
時
直
、『
現
存
和
歌
六
帖
』「
き
り
ぎ
り
す
」
342
式
乾
門
院
御
匣
が
あ

る
。
な
お
、『
山
家
集
』「
雨
中
虫
」
461
「
か
べ
に
お
ふ
る
こ
ぐ
さ
に
わ

ぶ
る
き
り
ぎ
り
す
し
ぐ
る
る
に
は
の
つ
ゆ
い
と
ふ
べ
し
」
も
い
つ
ま

で
草
を
詠
む
。
久
保
田
淳
「
和
歌
植
物
誌
⑯
」（
和
歌
文
学
大
系
月
報

16
二
〇
〇
二
年
七
月
）
は
歌
の
い
つ
ま
で
草
を
マ
ン
ネ
ン
グ
サ
と
推

定
。

（
５
）
三
角
洋
一
（
注
２
前
掲
書
）
は
「
引
歌
あ
る
か
」
と
し
、『
枕
草
子
』

や
物
語
の
例
を
挙
げ
る
。

（
６
）
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈
三
』（
角
川
書
店
、一
九
七
二
年
）
参
照
。

（
７
）
山
中
裕
・
秋
山
虔
・
池
田
尚
隆
・
福
長
進
『
栄
花
物
語
二
』（
小
学
館
、

一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
８
）
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
別
巻
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
一
年
）
の
引
歌
索
引
に
、『
浅
茅
が
露
』
の
い
つ
ま
で
草
の
例

を
指
摘
。
物
語
冒
頭
の
三
位
中
将
の
紹
介
で
、
道
心
深
い
中
将
は
現

世
を
「
か
り
そ
め
な
る
も
の
」
と
観
じ
、常
々
「
壁
に
生
ふ
る
草
の
名
」

即
ち
い
つ
ま
で
草
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
現
世
に
在
る
か
定
か
で
な
い

と
言
う
た
め
、父
大
臣
は
出
家
を
恐
れ
て
道
心
を
制
し
た
と
い
う
。『
苔

の
衣
』
と
同
じ
く
い
つ
ま
で
草
は
「
か
り
そ
め
」
の
世
の
象
徴
だ
が
、
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他
の
物
語
と
違
っ
て
夫
婦
仲
に
は
関
わ
ら
な
い
。

（
９
）
久
保
田
淳
『
と
は
ず
が
た
り
一
』（
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）、
三
角

洋
一
（
注
２
前
掲
書
）
の
注
を
参
照
。

（
10
）
本
文
は
久
保
田
淳
『
西
行
全
集
』（
日
本
古
典
文
学
会
、
一
九
八
二
年
）

所
収
「
松
屋
本
書
入
六
家
集
本
」
に
よ
り
、
清
濁
・
表
記
を
私
意
で

改
め
た
。
該
歌
は
松
屋
本
に
の
み
存
す
る
。

（
11
）「
よ
そ
に
な
る
み
」
と
い
う
句
は
、『
新
古
今
集
』
冬
649
藤
原
秀
能
「
風

吹
け
ば
よ
そ
に
な
る
み
の
か
た
お
も
ひ
思
は
ぬ
波
に
な
く
千
鳥
か
な
」

の
他
、『
建
保
名
所
百
首
』
恋
・
鳴
海
浦
の
歌
な
ど
に
も
あ
る
が
、
そ

れ
に
加
え
て
「
袖
」
が
濡
れ
る
と
い
う
表
現
は
西
行
詠
と
二
条
ら
の

贈
答
の
共
通
点
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。

（
12
）
渡
辺
仁
作
「
心
の
色
」『
解
釈
』
三
三
巻
九
号
（
一
九
八
七
年
九
月
）

参
照
。

（
13
）
松
村
雄
二
「
心
の
色
」（『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
一

九
九
九
年
）
参
照
。

（
14
）『
続
古
今
集
』
以
外
の
勅
撰
集
の
「
心
の
色
」
歌
は
、『
千
載
集
』
恋
四

892
小
待
従
、『
新
古
今
集
』
神
祇
1891
慈
円
、『
新
勅
撰
集
』（
秋
上
205
通
親
、

雑
二
1154
西
行
）、『
続
後
撰
集
』（
恋
四
922
資
季
、
雑
上
1097
前
太
政
大
臣
）、

『
新
後
撰
集
』（
春
上
66
隆
衡
、
秋
上
429
前
関
白
太
政
大
臣
、
釈
教
640

為
方
、
恋
五
1150
行
念
）、『
玉
葉
集
』（
春
下
169
清
輔
、
哀
傷
2359
西
行
）。

（
15
）
雪
の
曙
こ
と
西
園
寺
実
兼
の
祖
父
実
氏
の
歌
「
こ
の
は
る
ぞ
心
の
色

は
ひ
ら
け
ぬ
る
む
そ
ぢ
あ
ま
り
の
花
は
み
し
か
ど
」（
賀
1867
↓
正
元
元

年（
一
二
五
九
）大
宮
院
一
切
経
供
養
時
の
詠（『
増
鏡
』お
り
ゐ
る
雲
））

も
あ
る
。
そ
の
他
の
『
続
古
今
集
』
入
集
歌
は
、
春
下
106
藤
原
行
家
、

恋
一
951
土
御
門
院
、
恋
一
953
前
大
納
言
忠
良
、
恋
一
964
宗
尊
親
王
、

恋
二
1072
大
納
言
通
成
、
恋
三
1193
紫
式
部
。　

（
16
）
渡
辺
静
子
「『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
和
歌
摂
取
の
位
相
」『
中

世
日
記
文
学
論
序
説
』
第
二
章
第
二
節
（
新
典
社
、
一
九
八
九
年
）、

久
保
田
淳
『
と
は
ず
が
た
り
二
』（
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）
の
「
引

歌
一
覧
」
参
照
。

（
17
）『
無
名
草
子
』
消
息
文
論
「
う
ち
向
か
ひ
て
は
思
ふ
ほ
ど
も
続
け
や
ら

ぬ
心
の
色
も
あ
ら
は
し
」、『
徒
然
草
』
二
四
〇
段
「
く
ら
ぶ
の
山
も
守

る
人
滋
か
ら
む
に
、
わ
り
な
く
通
は
ん
心
の
色
」（
無
理
に
通
う
程
の

情
愛
）
等
。

（
18
）
有
明
の
月
と
性
助
の
和
歌
の
関
わ
り
は
、「
心
の
色
」
は
検
討
さ
れ
て

い
な
い
が
、冨
倉
徳
次
郎
『
と
は
ず
が
た
り
』
四
一
三
頁
（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
）
が
「
有
明
の
月
」
の
名
は
性
助
が
「
有
明
の
月
」
を

詠
ん
だ
『
続
拾
遺
集
』
956
な
ど
に
由
来
す
る
と
推
定
し
、次
田
香
澄
『
と

は
ず
が
た
り
全
訳
注　

下
』
四
九
一
頁
（
講
談
社
、
一
九
八
七
年
）

は
性
助
和
歌
と
二
条
と
の
恋
の
関
連
性
を
示
唆
す
る
。

（
19
）『
山
家
集
』616 

785 

1322 

1342
、『
西
行
法
師
家
集
』72 

273 

276 

514 

543
、『
聞
書
集
』

144
等
、
全
十
二
例
。『
聞
書
集
』
107
詞
書
で
某
男
が
深
く
契
っ
た
女
の
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死
後
、「
心
の
色
変
り
て
」
弔
わ
な
か
っ
た
と
い
う
例
も
あ
る
。

（
20
）
二
条
は
幼
時
か
ら
西
行
と
そ
の
和
歌
を
憧
憬
し
て
お
り
（
巻
一
）、
西

行
が
伊
勢
に
住
ん
で
和
歌
活
動
を
し
た
こ
と
を
意
識
し
て
、
同
地
で

西
行
詠
を
ふ
ま
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
行
の
影
響
は
な
お
別
途
考

察
し
た
い
。

（
21
）
当
該
場
面
に
続
け
て
、
二
条
の
内
心
と
し
て
、「
昔
よ
り
何
事
も
う
ち

絶
え
て
、
人
目
に
も
、「
こ
は
い
か
に
」
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
御
も
て
な
し

も
な
く
」
と
、
院
か
ら
殊
遇
を
受
け
た
「
思
ひ
出
で
」
が
な
い
と
一

言
付
記
さ
れ
る
。
院
と
の
宿
縁
を
確
か
め
た
と
は
い
え
、
院
の
変
心

に
左
右
さ
れ
た
宮
仕
え
の
恨
み
も
一
抹
残
る
。

（
22
）中
世
和
歌
で
遁
世
の
善
知
識
を
表
す
定
型
句「
憂
き
は
う
れ
し
」が『
と

は
ず
が
た
り
』で
反
復
さ
れ
る
意
義
に
つ
き
、拙
稿「『
と
は
ず
が
た
り
』

巻
二
の「
傾
城
」と
二
条
│
遁
世
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
日
記
文
学
研
究
誌
』

一
四
号
（
二
〇
一
三
年
十
月
）
で
検
討
し
た
。

＊ 

引
用
本
文
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』『
栄
花
物
語
』『
十
訓
抄
』『
無
名
草
子
』『
和

漢
朗
詠
集
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
徒
然
草
』
は
新
日
本
古
典
文

学
大
系
、『
苔
の
衣
』『
浅
茅
が
露
』
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
、
和
歌
と
歌

番
号
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
っ
た
が
、
各
本
文
の
表
記
は
私
意
で
改
め
た
。

『
う
た
た
ね
』
は
影
印
校
注
古
典
叢
書
（
伊
東
章
次
蔵
本
）
に
よ
る
が
、

群
書
類
従
本
に
よ
っ
て
一
部
校
訂
し
た
。


