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源
俊
頼
の
歌
学
知
識
と
和
歌
実
作

一

源
俊
頼
に
次
の
詠
作
が
あ
る

（１
）
。

修
理
大
夫
顕
季
の
樋
口
に
て
恋
の
こ
こ
ろ
を

わ
か
れ
に
し
た
つ
か
の
ゆ
み
の
し
ら
と
り
を
き
の
か
は
ゆ
す
り
こ
ひ

ぬ
日
ぞ
な
き

（散
木
奇
歌
集
　
一
一
一〇

一
）

一
方
、
俊
頼
は

『俊
頼
髄
脳
』

（２
）
に
三
首
の
歌
、

あ
さ
も
よ
ひ
き
の
せ
き
も
り
が
た
つ
か
ゆ
み
ゆ
る
す
と
き
な
く
ま
づ

ゑ
め
る
き
み

た
つ
か
ゆ
み
手
に
と
り
も
ち
て
あ
さ
か
り
に
き
み
は
た
ち
き
ぬ
た
な

く
ら
の
ゝ
に

あ
さ
も
よ
ひ
き
の
か
は
ゆ
す
り
ゆ
く
水
の
い
つ
さ
や
む
さ
や
い
る
さ

や
む
さ
や

を
掲
げ
て
、
次
の
よ
う
な
注
説
を
記
し
て
い
る
。
男
が
大
事
に
し
て
い
た

女
が
弓
を
形
見
に
残
し
て
、
姿
を
消
し
た
。
月
日
を
経
て
弓
は

「
し
ろ
き

鳥
」
と
な
り
南
の
空
高
く
飛
び
去
る
が
、
行
く
先
を
尋
ね
る
と
紀
伊
国
に

ル
攣

騰

　

明

選

ロ

至
っ
て
再
び
人
と
な
っ
た
。

「
さ
て
此
歌
は
そ
の
を
り
に
よ
み
た
り
け
る

と
ぞ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
わ
か
れ
に
し
」
の
俊
頼
歌
は
、
こ
の
話
を

知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
意
味
が
納
得
さ
れ
る
。
と
く
に

「
た
つ
か
の
ゆ
み
の
し
ら
と
り
」
が
自
分
の
許
を
去
っ
て
行
っ
た
女
性
を

表
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、

「俊
頼
髄
脳
』
に
あ
る
よ
う
な
注
説
の
知
識

な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。

「散
木
奇
歌
集
」
を
読
ん
で
い
る
と
、
右
の
よ
う
な
、

「俊
頼
髄
脳
』

に
意
味
を
説
い
て
い
る
言
葉
を
俊
頼
が
和
歌
の
実
作
に
用
い
て
い
る
例
を

し
ば
し
ば
見
か
け
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
小
峯
和
明
氏
の

『
俊
頼
髄
脳
」
に
関
す
る
二
部
作

（３
）
の
各
論
文
の
初
め
に
関
係
す
る

俊
頼
の
和
歌
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
し
、
小
川
豊
生
氏

（
４
）
、
山
田
洋
嗣

氏

（５
）
の
諸
論
に
も
い
く
つ
か
の
俊
頼
歌
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
そ
れ
ら
を
含
む
先
学
の
成
果
に
導
か
れ
つ
つ
、
改
め
て
俊
頼
の

歌
学
知
識
と
和
歌
実
作
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た
い
。

「俊
頼
髄
脳
』
に
は
、
遡
る
文
献
に
未
見
の
古
歌
が
い
く
つ
も
採
り
上

げ
ら
れ
、
そ
れ
に
こ
れ
も
本
書
に
初
め
て
見
え
る
∧
物
語
∨
を
も

っ
て
注
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説
を
加
え
る
例
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
忠
実
の
女
勲
子
に
献
上
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
本
書
が
、
饒
舌
と
も
思
え
る
多
弁
さ
を
も

っ
て
こ
れ
ら
の
注
説

を
書
き
連
ね
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
院
政
期
に
お
け
る
和
歌
文

学
の
史
的
状
況
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
。
本
稿
で

は
、

「俊
頼
髄
脳
』
所
載
の
歌
学
知
識
と
、
俊
頼
自
身
の
実
作
と
の
関
係

を
検
討
し
、
そ
れ
を
通
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

二

は
じ
め
に
、

「俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
、
注
釈
を
加
え
ら

れ
て
い
る
語
句
が
、
ど
れ
く
ら
い
俊
頼
の
実
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か

を

一
覧
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、

「俊
頼
髄
脳
』
の

「
異
名
」
を
記
し
て

あ
る
部
分
の
後
、
す
な
わ
ち
小
学
館
版
日
本
古
典
文
学
全
集

『
歌
論
集
』

（６
）
で
い
え
ば

一
二
〇
頁

「
〔
一
一
〕
季
語

・
歌
語
の
由
来
」
の
部
分

以
降
、
末
尾
ま
で
を
対
象
と
し
て

（
７
）
、
そ
こ
に
注
の
付
け
ら
れ
て
い

る
語
句
を
検
出
し
た

（底
本
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵

「無
名
抄

俊
頼
」
）
。

そ
し
て
、
俊
頼
が
そ
れ
ら
の
語
句
に
拠
る
歌
を
ど
れ
ほ
ど
詠
ん
で
い
る
か

を
調
査
し
た
。
次
頁
の
表
は
、
そ
の
結
果
を

一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
語
句
」
は

『俊
頼
髄
脳
』
の
対
象
と
な
る
語
句
、

「頁
」
は
そ
の
語
句

に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
部
分
を
前
記

『歌
論
集
』
の
頁
数
に
よ
っ
て
示
し

た
も
の
、

「
俊
頼
歌
」
は
そ
の
語
句
に
拠
る

『散
木
奇
歌
集
』
中
の
歌
の

番
号

（新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
）
、
な
お
、

「永
」
は

『永
久
百
首
』
の

略
で
あ
る
。
問
題
の
語
句
が
直
接
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
く
て
も
注
説
と
密

接
に
関
わ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
掲
げ
て
い
る

（楊
貴
妃
、
王
昭
君
な
ど
）
。

ま
た
、
注
説
と
と
く
に
関
わ
ら
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
語
句
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
も
の
も
、
機
械
的
に
採

っ
て
あ
る

（た
と
え
ば
、

「
あ
や
め
」

は

「
ひ
と
つ
の
く
ち
な
は
の
名
な
り
」
と

『
俊
頼
髄
脳
』
に
説
い
て
い
る

が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
俊
頼
歌
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
場
合
で
も
、
い
ち

お
う

「あ
や
め
」
を
詠
ん
だ
俊
頼
歌
の
番
号
を
掲
げ
た
）
。
た
だ
し
、
こ

れ
に
該
当
す
る
の
は
他
に

「
た
な
ば
た
」
く
ら
い
で
あ
る
。

暫
時
の
調
査
で
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
事
情
は
把
握
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
私
に
対
象
と
し
た

「俊
頼
髄
脳
』
の
語
句

。
注
説
は
全
部
で

一
八
五

項
目
あ
る
。
そ
の
う
ち
俊
頼
が
実
作
に
用
い
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
表

に

一
覧
さ
れ
て
い
る
項
目
は
、
九
七
項
目
と
半
数
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

い
ま
、
他
に
比
較
す
る
明
確
な
数
字
を
呈
示
で
き
な
い
が
、
俊
頼
は
自
ら

注
説
を
施
し
て
い
る
語
を
か
な
り
積
極
的
に
実
作
に
用
い
て
い
る
こ
と
は

確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
冒
頭
に
掲
げ
た

「
た
つ
か
ゆ
み
」
の
例
な
ど
は
、

「俊
頼
髄
脳
』
の
注
説
と
彼
の
実
作
と
が
よ
く
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
注
説
と
実
作
と
の
関
係
は
こ
の
よ
う
な
場
合
ば
か
り
で
は
な

い
。
そ
の
関
係
に
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、

し
ば
ら
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三

『
俊
頼
髄
脳
』
に
、

「
と
よ
は
た
ぐ
も
」

「
く
も
の
は
た
て
」
か
ら
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「く
も
で
」
へ
と
及
ぶ

一
連
の
叙
述
が
あ
る

（
一
三

一
～

一
三
四
頁
）
。

ま
ず
、わ

た
つ
み
の
と
よ
は
た
ぐ
も
に
い
り
日
さ
し
こ
よ
ひ
の
月
よ
す
み
あ

か
く
こ
そ

夕
さ
れ
ば
く
も
の
は
た
て
に
も
の
ぞ
思
ふ
あ
ま
つ
そ
ら
な
る
人
こ
ふ

る
身
は

の
二
首
を
掲
げ
、
次
の
よ
う
に
注
し
て
い
る
。

「
と
よ
は
た
ぐ
も
」
と
い
ふ
も
、

「
く
も
の
は
た
て
に
」
と
い
ふ
も
、

お
な
し
こ
と
な
り
。
日
の
い
ら
ん
と
す
る
と
き
に
、
に
し
の
山
ぎ
は

に
あ
か
く
さ
ま
′
ヽ
な
る
く
も
の
み
ゆ
る
が
、
は
た
の
あ
し
の
か
ぜ

に
ふ
か
れ
て
さ
は
ぐ
に
に
た
る
な
り
。
は
た
と
い
ふ
は
、
つ
ね
に
み

ゆ
る
佛
の
御
ま

へ
に
か
く
る
は
た
に
は
あ
ら
ず
。
ま
こ
と
の
儀
式
に

た
て
、
た
ゝ
か
ひ
の
庭
な
ど
に
た
つ
る
は
た
な
り
。

「
と
よ
は
た
ぐ
も
」
と

「く
も
の
は
た
て
」
を
、
い
ず
れ
も
日
没
時
に
赤

く
見
え
る
、

「
は
た
」
の
形
状
に
似
て
い
る
雲
だ
と
言
う
。
さ
ら
に

「
は

た
」
は
、
仏
の
荘
厳
具
と
し
て
の

「
幡
」
で
は
な
く
、
正
式
の
宮
中
行
事

に
用
い
る
使
旗
、
戦
場
の
軍
旗
の

「旗
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
（８
）。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

「
く
も
の
は
た
て
」
の
語
句
が
用
い
ら
れ
た

次
の
俊
頼
の
実
作
で
あ
る
。

観
無
量
ず
経
文
十
六
想
観
い
ら
ん
と
す
る
日
を
み
て
仏
の
み
く

に
を
お
も
ふ

色
色
の
雲
の
は
た
て
を
か
ぎ
り
に
て
い
る
日
や
弥
陀
の
ひ
か
り
な
る

ら
ん

（九
〇
四
）

（９
）

日
想
観
を
詠
ん
だ
歌
で
、

「
入
る
日
」
を

「
弥
陀
の
光
」
だ
と
観
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、

「
雲
の
は
た
て
」
が

「
仏
」
に
縁
の
あ
る
も
の
と
し
て

詠
ま
れ
て
い
る
。

「
は
た
」
は
仏
の

「
幡
」
に
あ
ら
ず
と
す
る
先
の

『俊

頼
髄
脳
』
の
注
説
と
照
し
合
せ
る
と
、
噛
み
あ
っ
て
い
な
い
と
い
う
印
象

を
受
け
る
。
こ
こ
で
も
俊
頼
歌
の

「
雲
の
は
た
て
」
の

「
は
た
」
は

「
旗
」

で
あ
っ
て
、
掛
詞
と
し
て

「幡
」
の
意
味
を
も
持
ち
、

「
弥
陀
の
ひ
か
り
」

と
縁
語
関
係
を
成
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
ち
お
う
の
説
明
は
つ
く
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、

「く
も
の
は
た
て
」
は

「
幡
」
で
は
な
く

「
旗
」
で
あ

る
と
い
う
説
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
じ

な
い
ほ
う
が
無
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
注
説
と
実
作
の
間
に
ズ
レ
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『俊
頼
髄
脳
』
は
、
前
引
部
分
の
後
に

「
わ
た
つ
み
の
」

「
ゆ
ふ
さ
れ

ば
」
の
二
首
に
解
釈
を
施
し
、
さ
ら
に
、

「
」れ
を
ま
た
、
く
も
と
い
へ

る
む
し
の
手
八
あ
れ
ば
、
そ
の
く
も
の
い
へ
は
、
手

（
イ
軒
）
に
み
ゆ
る
、

手
を
く
み
た
る
や
う
に
み
ゆ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
そ
へ
て
よ
む
な
り
。
こ
れ

も
事
の
ほ
か
の
ひ
が
こ
と
に
は
な
き
に
や
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
く
も
の

は
た
て
」
は
ま
た

「
蜘
蛛
の
巣
」
を
も
言
う
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
続

い
て
源
重
之
の
一
首
を
例
証
と
し
て

「
む
か
し

（虫
敗
）
の
手
を
も
く
も

で
と
云
は
ん
に
と
が
な
し
」
と
、
蜘
蛛
の
足
を
も

「く
も
で
」
と
言
い
得

る
こ
と
を
示
す
。

さ
ら
に
、
次
の
二
首
を
掲
げ
、

「
八
橋
」
お
よ
び

「
く
も
で
」
に
言
及

す
る
。こ

ひ
せ
し
と
な
れ
る
み
か
は
の
や
つ
は
し
の
く
も
で
に
物
を
お
も
ふ



こ
ろ
か
な

も
ろ
と
も
に
ゆ
か
ぬ
み
か
は
の
や
つ
は
し
を
恋
し
と
の
み
や
お
も
ひ

わ
た
ら
ん

こ
れ
に
注
し
て
、

「
八
橋
」
は
通
常
の
橋
で
は
な
く
、
湿
地
に
あ
ち
ら
こ

ち
ら
渡
し
た
板
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
八
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
い
ひ
よ
き
に
つ
き
て
八
橋
と
は
よ
み
に
け
る
に
や
」
と
言
う
。

「綺
語

抄
」
に
は

「
み
か
は
の
や
つ
は
し
は
、
は
し
ら
の
や
つ
あ
れ
ば
、
く
も
の

あ
し
や
つ
あ
る
に
よ
そ
へ
て
よ
め
る
也
と
ぞ
。
さ
れ
ど
も
、
さ
は
な
く
て
、

は
し
の
や
つ
あ
り
け
る
と
ぞ
。
」
と
、
二
説
を
掲
げ
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、

「
八
」
は
そ
の
通
り
の
数
を
表
し
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

俊
頼
が
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な

く
と
も
結
果
的
に
は
、

「綺
語
抄
』
の
二
説
に
対
し
て
、
さ
ら
に
異
説
を

立
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

続
い
て

「
く
も
で
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

雲
で
と
い
へ
る
は
、
は
し
の
し
た
に
、
よ
は
く
て
よ
ろ
ぼ
ひ
た
ふ
れ

も
ぞ
す
る
と
て
、
は
し
ら
を
た
よ
り
に
て
、
木
を
す
ぢ
か
へ
て
う
ち

た
る
を
い
ふ
な
り
。
そ
れ
は
は
し
に
の
み
た

（う
イ
）
つ
に
は
あ
ら

ず
。
た
な
ゝ
ど
の
あ
し
の
よ
は
く
て
た
ふ
れ
ぬ
べ
き
に
も
う
つ
め
れ

ば
、
く
も
で
と
い
ふ
物
は
さ
だ
め
も
な
し
。
彼
八
橋
に
は
雲
手
た

（う
敗
）
つ
べ
し
と
も
き
こ
え
ね
ど
も
、
橋
と
い
へ
る
に
ひ
か
さ
れ

て
よ
め
る
に
や
。
ふ
る
き
琴
は
さ
や
う
に
（イ
の
み
Ｖ
」そ
は
よ
む
め

れ
。
（イ
此
比
な
ら
ば
、
そ
の
は
し
に
く
も
で
な
し
と
や
い
は
ん
。
）

「
く
も
で
」
と
は
橋
脚
な
ど
の
補
強
材
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、

「
八
橋
」

に
は

「く
も
で
」
は
無
い
の
だ
が
、

「
橋
」
の
縁
で

「
八
橋
の
く
も
で
」

と
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は

「古
き
歌
」
の
読
み
方
だ
と
述
べ
て
い

る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、

又
、
い
た
を
さ
だ
め
も
な
く
を
き
ち
ら
し
た
る
さ
ま
の
く
も
で
に
に

た
れ
ば
、
よ
そ
へ
て
よ
め
る
に
や
。

と
、
別
の
説
を
提
示
し
て
、

「
八
橋
」

「く
も
で
」
に
関
す
る
叙
述
を
閉

じ
る
。

「
又
」
以
下
は
、
八
橋
の
様
子
が

「
く
も
で
」
に
似
て
い
る
と
い

う
、

「
八
橋
」
と

「く
も
で
」
の
関
係
づ
け
に
つ
い
て
の
も
う

一
つ
の
見

解
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

「く
も
で
」
は
、
こ
れ
に
先
立
つ

「く

も
の
は
た
て
」
↓

「く
も
で
」
の
説
明
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
た

「
蜘
蛛

の
巣
」
あ
る
い
は

「
蜘
妹
の
手
」
の
意
味
で
言
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

確
認
し
て
お
く
と
、

「
八
橋
」
を

「
た
だ
板
を
さ
だ
め
た
る
こ
と
も
な

く
所
々
に
う
ち
渡
し
」
た
状
態
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

「
八
橋
」
と

「く

も
で
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
二
様
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
た
。

（
１
）

「
く
も
で
」
は
、
橋
な
ど
の
補
強
材
で
、
実
際
は

「
八
橋
」
に

「
く
も
で
」
を
打
つ
こ
と
は
な
い
が
、

「橋
」
の
縁
語
と
し
て
関
わ
る
。

（
２
）

「
八
橋
」
の
形
状
が

「
蜘
妹
手
」
＝
蜘
蛛
の
足

（あ
る
い
は

「
蜘

妹
の
巣
」
）
に
似
て
い
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

で
は
、
実
作
に
お
い
て
俊
頼
は

「く
も
で
」
を
ど
の
よ
う
に
詠
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

「散
木
奇
歌
集
』
か
ら
二
首
を
掲
げ
る
。

百
首
歌
中
に
霞
を
よ
め
る

波
た
て
る
松
の
し
づ
え
を
く
も
で
に
て
か
す
み
わ
た
れ
る
あ
ま
の
は
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し
だ
て

（
一
〇
）

（殿
下
に
て
、
郭
公
の
歌
人
人
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
に
）

ほ
と
と
ぎ
す
ま
ち
し
わ
た
ら
ば
や
つ
は
し
の
く
も
で
の
か
ず
に
声
を

き
か
ば
や

（
三
二
六
）

一
首
目
は
、
天
の
橋
立
に
お
け
る
春
霞
の
景
。
波
の
立
っ
て
い
る
海
岸
に
、

並
び
立
っ
て
い
る
松
、
そ
の
松
の
下
枝
を

「く
も
で
」
と
し
て
、
霞
が
橋

を
渡
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
り

一
面
霞
わ
た
っ
て
い
る
天
の
橋
立
よ
。

お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
さ
れ
よ
う
。
霞
を
擬
人
化
し
つ
つ
、
天
の

橋
立
を
橋
に
見
立
て
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「
く
も
で
」
は
、

「俊
頼
髄

脳
」
に
述
べ
て
い
た
、
橋
脚
の
補
強
材
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
う

一
首
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
待
つ
心
を

「
や
つ
は
し
の
く
も
で
の
か

ず
に
声
を
き
か
ば
や
」
と
表
現
し
て
い
る
。

「
波
た
て
る
」
の
歌
が
、

「く
も
で
」
の
語
を
詠
み
な
が
ら
、

「
八
橋
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と

み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
歌
で
は

「
八
橋
の
く
も
で
」
と
詠
ん
で
い

る
。

「く
も
で
の
数
に
」
―

一
度
だ
け
で
な
く
数
多
く
―
ほ
と
と
ぎ
す
の

声
を
聞
き
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

「く
も
で
」
は
、

「
蜘
蛛
手
」

の
意
味
、
す
な
わ
ち

『俊
頼
髄
脳
』
の

（
２
）
の
見
解
に
即
し
て
理
解
す

る
と
よ
く
わ
か
る
。

「俊
頼
髄
脳
』
で
は

「
八
橋
の
く
も
で
」
に
つ
い
て
二
様
の
見
解
を
掲

げ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
よ
う
な
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
の

「
く
も
で
」
に
関
し
て
、
俊
頼
が
二
様
の
見
解
そ
れ
ぞ
れ
の
意

味
に
拠
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
注
説
が
複
数

あ
る
と
き
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
拠
る
実
作
が
も
の
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

ま
た
、

『俊
頼
髄
脳
』
で

「
や
つ
は
じ
の
く
も
で
」
と
い
う
表
現
に
つ
い

て

「
古
き
歌
」
の
詠
み
方
だ
と
述
べ
、

「此
比
」
以
下
の
異
文
注
記

（
１０
）

を
採
用
す
る
と
、

「
」
の
頃
」
の
歌
な
ら
ば

「
そ
の
橋
に
く
も
で
な
し
」

と
詠
む
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
ほ
と
と
ぎ

す
」
の
歌
で
は
、

「
や
つ
は
し
の
く
も
で
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
注
説

と
実
作
の
間
の
岨
語
と
も
み
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、

「俊
頼
髄
脳
」
に
注
説
の
な
い
語
句
で
あ
る
が
、

「
む
ろ

の
や
し
ま
」
も
俊
頼
に
よ
っ
て
二
つ
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（摂
政
殿
下
に
て
十
首
の
歌
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
に
つ
か
ま
つ
れ

る
）

煙
か
と
む
ろ
の
や
し
ま
を
み
し
ほ
ど
に
や
が
て
も
空
の
か
す
み
ぬ
る

か
な

（九
）

歳
暮
の
歌
と
て
よ
め
る

さ
ら
ひ
す
る
む
ろ
の
や
し
ま
の
こ
と
こ
ひ
に
身
の
な
り
は
て
ん
程
を

し
る
か
な

（六
八
三
）

「
む
ろ
の
や
し
ま
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
元
永
元
年

（
一
一
一
八
）

十
月
二
日

『
内
大
臣
家
歌
合
』
の
判
詞
に
言
及
が
あ
る

（
こ
の
歌
合
は
俊

頼

・
基
俊
の
両
判
）
。
恋

。
一
番
左

「
た
え
ず
た
く
む
ろ
の
や
し
ま
の
け

ぶ
り
に
も
な
ほ
た
ち
ま
さ
る
こ
ひ
も
す
る
か
な
」

（摂
津
）
に
つ
い
て
、

基
俊
の
判
に

「む
ろ
の
や
し
ま
と
云
有
Ｌ
一。　
一
は
下
野
に
む
ろ
の
や
し

ま
と
云
所
あ
り
。　
一
は
人
の
家
に
か
な
え
に
む
ろ
ぬ
り
た
る
を
よ
め
り
と

ぞ
、
或
ふ
み
に
み
え
た
る
」

（
『袋
草
紙
』
所
引
本
文
）
と
あ
り
、

（
１
）

下
野
国
の
名
所
、

（２
）
家
の
竃
、
と
い
う
二
つ
の
理
解
が
当
時
存
し
た
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こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
俊
頼
歌

「煙
か
と
」
は
、
春
霞
の
叙
景
歌
で
あ
り
、

（
１
）
下
野
国
の
名
所
の
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。　
一
方
、

「
さ
ら
ひ

す
る
」
の
歌
は
、
後
に
顕
昭
が

「袖
中
抄
』

『散
木
集
注
』
で
注
記
し
て

い
る
よ
う
に
、

（２
）
竃
と
し
て

「む
ろ
の
や
し
ま
」
を
詠
み
込
ん
で
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
の
語
句
に
つ
い
て
二
つ
の
理
解
が
あ
り
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
に
基
づ
い
た
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
な
お
、
俊
頼

は
前
述
の

『内
大
臣
家
歌
合
』
の
判
で
、

「
か
の
む
ろ
の
や
し
ま
は
、
ま

こ
と
に
火
を
た
く
に
は
あ
ら
ず
。
野
中
に
し
み
づ
の
あ
る
が
、
け
の
た
つ

が
煙
と
み
ゆ
る
な
り
。
そ
れ
を
た
く
と
い
は
む
こ
と
か
た
し
」
と
、
名
所

と
し
て
の

「
む
ろ
の
や
し
ま
」
の
実
態
を
示
し
て
、
左
歌
を
批
判
し
て
い

る

（た
だ
し
、
結
果
的
に
は
左
歌
を
勝
と
す
る
）
。
こ
こ
に
は
、

（２
）

の
説
へ
の
顧
慮
は
ま

っ
た
く
窺
わ
れ
な
い
。
歌
合
判
の
言
辞
を
不
変
の
見

解
と
み
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、

「
ま
こ
と
に
火
を
た
く
に
は
あ
ら

ず
」
と
す
る
判
詞
の
説
明
と
竃
を
詠
む

「
さ
ら
ひ
す
る
」
の
実
作
と
の
間

に
、
岨
輛
が
存
す
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う

（
Ｈ
）
。

四

『俊
頼
髄
脳
』
の
注
説
と
俊
頼
の
実
作
が
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る

例
も
指
摘
で
き
る
。

炎
王
光
仏

な
ら
く
か
の
そ
こ
ま
で
さ
せ
や
け
け
ら
な
く
ほ
に
て
る
ひ
か
り
や
み

も
け
す
が
に

（九
三

一
）

こ
の
歌
に
み
え
る

「
け
け
ら
な
く
」
に
つ
い
て
は
、

「
俊
頼
髄
脳
」
に

「
か
ひ
が
ね
を
さ
や
に
も
み
し
か
け
ヽ
ら
な
く
よ
こ
ほ
り
ふ
せ
る
さ
や
の

な
か
山
」

（
１２
）
の
古
今
集
歌
を
掲
げ
、

此
厨
に
け
ゝ
ら
な
く
と
い
ふ
は
心
な
し
と
い
ふ
む
か
し
の
詞
也
。
彼

甲
斐
国
の
風
俗
也
。

と
注
し
て
い
る
。
こ
の
古
今
集
歌
の

「
け
け
ら
な
く
」
を

「
心
無
く
」
の

方
言
と
す
る
の
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
定
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
先
の
俊
頼
歌

「
な
ら
く
か
の
」
の

「
け
け
ら
な
く
」
は

「
心
無

く
」
の
意
に
は
解
し
難
い
。
当
該
歌
は

「十
二
光
仏
」
そ
れ
ぞ
れ
の
光
明

を
賛
美
す
る
歌
の
一
首
で
、

「
炎
王
光
仏
」
の
光
明
が
地
獄
の
間
を
も
消

し
去
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
そ
の

「
光
」
を

形
容
す
る
の
に
、

「
心
無
く
」
で
は
い
か
に
も
不
相
応
で
あ
る
。
こ
こ
で

参
考
に
な
る
の
が
、
俊
頼
よ
り
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
藤
原
教
長

『古

今
集
註
』
で
あ
る
。
古
今
集
三
〇
番
歌
の
注
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

ア
ヅ
マ
ノ
ウ
タ
ノ
ナ
カ
ノ
甲
斐
腎
二

「
カ
ヰ
ガ
ネ
ヲ
サ
ヤ
ニ
モ
ミ
シ

カ
ケ
ケ
レ
ナ
ク
」
ト
イ
ヘ
ル
、

「
カ
ク
レ
ナ
ク
」
ト
ヨ
メ
ル
ナ
リ
。

カ
キ
ク
ケ
コ
、
マ
タ
ヲ
ナ
ジ
五
音
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
、
カ
ク
カ
ヨ
ハ
シ

ョ

メ

リ

。

こ
こ
で
は

「
け
け
れ
な
く
」
を

「
隠
れ
な
く
」
の
意
に
解
し
て
い
る
。
先

に
触
れ
た
歌
の
主
旨
か
ら
す
れ
ば
、
俊
頼
歌

「
な
ら
く
か
の
」
の

「
け
け

ら
な
く
」
は

「
隠
れ
な
く
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
み
る
の
が
至

当
で
あ
る
。
教
長
以
前
に
も
こ
の
よ
う
な
見
解
が
存
し
、
俊
頼
は
そ
れ
に

拠

っ
て
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

『俊
頼
髄
脳
」
に
言
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う
と
こ
ろ
と
は
別
説
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
注
説
と
実
作
の
間
に
矛
盾
を

来
た
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
例
な
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

「俊
頼
髄
脳
』
に

「
け
け
ら
」
の
意
味
を
説
い
た
時
期
と
、

「
な
ら
く
か
の
」
の
歌
を
詠
ん
だ
時
期

（具
体
的
に
は
不
明
）
と
が
隔
た

っ
て
い
て
、
俊
頼
の
見
解
に
変
更
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
れ
ば

矛
盾
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
も
、
た

と
え
ば

『
俊
頼
髄
脳
』
で
は

「
け
け
ら
な
く
」
を

「
心
無
く
」
の
意
だ
と

説
い
た
が
、
後
年
、

「
隠
れ
な
く
」
と
の
理
解
が
あ
る
と
い
う
情
報
を
得

て
興
味
を
覚
え
、
さ

っ
そ
く
実
作
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
事
情
を

想
定
し
得
る
。
こ
こ
に
は
、
自
説
を
固
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な

ぐ
、
別
の
説
を
見
聞
す
れ
ば
触
手
を
伸
ば
し
て
取
り
込
み
、
そ
れ
に
拠
っ

て
一詠
作
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
刺
激
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

五

次
に
、

「
つ
ま
」
を
め
ぐ
る
注
説
と
実
作
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

「俊
頼
髄
脳
』
に

「
を
と
こ
は
め
を
わ
が
せ
こ
と
い
ひ
、
女
は
を
と
こ
を

わ
が
せ
こ
と
申
す
な
り
」
と
言
い
、
例
証
し
た
の
ち
、

「
つ
ま
」
に
言
及

し
て
い
る

公
〓
三

頁
）
。

「
つ
ま
」
に
ぞ
、
め
と
い
ふ
文
字
を
か
き
た
れ
ば
、
を
と
こ
と
申
し

に
く
け
れ
。
そ
れ
も
、
を
と
こ
を

「
つ
ま
」
と
よ
め
る
寄
、
あ
ま
た

あ
り
。

む
さ
し
の
は
け
ふ
は
な
や
き
そ
わ
か
く
さ
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り

わ
れ
も
こ
も
れ
り

こ
の
寄
も
、
い
せ
も
の
が
た
り
に
、
を
と
こ
、
女
を
ぬ
す
み
て
む
さ

し
の
を
ゆ
く
に
、
こ
の
野
に
は
ぬ
す
人
こ
も
り
て
、
野
を
や
か
む
と

し
け
る
と
き
、
女
の
よ
め
る
と
か
け
り
。

け
さ
は
し
も
思
は
む
人
は
と
ひ
て
ま
し
つ
ま
な
き
ね
や
の
う
ヘ

は
い
か
に
と

こ
れ
は
、
式
部
が
保
昌
に
す
て
ら
れ
て
な
げ
き
侍
け
る
と
き
、
雪
の

あ
し
た
に
よ
め
る
腎
な
り
。
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
を
と
こ
を
も
な
ど

か
よ
ま
ざ
ら
む
と
、
人
申
け
ん
。
な
ほ
、

「
つ
ま
」
と
は

〔女
〕
な

鋏
Ｈ
′
。

わ
が
か
ど
の

（
に
イ
）
ち
ど

〔り
〕
し
ば
な
く
お
き
よ
ノ
ヽ
わ

が
ひ
と
よ

（
に
本
）
づ
ま
人
に
し
ら
せ
し

こ
れ
も
女
の
■
な
れ
ば
、
さ
だ
め
も
な
し
。

こ
の
部
分
の
叙
述
に
は
屈
曲
が
み
ら
れ
、
必
ず
し
も
俊
頼
の
意
見
が
は
っ

き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
初
め
に
、
男
を

「
つ
ま
」
と
詠
ん
だ
例
歌
を
掲
げ
、

「
つ
ま
」
は
女
も
男
も
指
す
言
葉
で

あ
る
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
途
中
に

「
な

ほ
、
つ
ま
と
は
女
な
り
」
と
、
こ
れ
に
対
立
す
る
言
説
が
現
れ
、
最
後
は

「
さ
だ
め
も
な
し
」
と
、
男
を
も

「
つ
ま
」
と
言
う
こ
と
を
認
て
い
る
よ

う
で
あ
り
な
が
ら
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

こ
こ
で
併
せ
考
え
る
べ
き
は
、
逸
書

『後
拾
遺
問
答
」
に
み
え
る
俊
頼

の
父
経
信
と
後
拾
遺
集
撰
者
藤
原
通
俊
と
の
や
り
と
り

（
『
袋
草
紙
』
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『袖
中
抄
』
所
引
）
で
あ
る
。

「後
拾
遺
集
』
草
稿
本
に
収
め
ら
れ
て
い

た
、
前
掲

『俊
頼
髄
脳
」
に
も
引
く
和
泉
式
部
歌

「
け
さ
は
し
も
」
に
つ

い
て
、
経
信
が

「
女
歌
に
は
つ
ま
と
は
よ
て
み
て
ん
や
」
と
問
い
、
女
性

が
夫
を

「
つ
ま
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
疑
義
を
は
さ
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
す

る
通
俊
の
答
は
、

「
男
は
女
を
つ
ま
と
い
ひ
、
女
も
を
と
こ
を
つ
ま
と
い

ふ
な
り
」
と
明
快
で
、
例
証
と
し
て

「
む
さ
し
の
は
」
の
伊
勢
物
語
歌

（前
掲

『
俊
頼
髄
脳
」
に
も
所
引
）
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
答
に
対
し
て

経
信
は

「
猶
間
」
う
。　
一
応
、
通
俊
の
言
の
理
を
認
め
な
が
ら
、
伊
勢
物

語
歌
に
つ
い
て
は
別
様
の
理
解
の
可
能
性
を
提
示
し
、
な
お
男
を

「
つ
ま
」

と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
こ
の
難
の
故
に
通
俊
は
こ
の

和
泉
式
部
歌
を
削
除
し
た
と
お
ぼ
し
く
、
現
行
本

『後
拾
遺
集
」
に
は
み

え
な
い
。
ち
な
み
に
、
後
年
、
藤
原
清
輔
は
九
条
兼
実
に
、
万
葉
集
を
調

べ
れ
ば
男
女
と
も

「
つ
ま
」
と
言
う
こ
と
は
明
ら
か
な
の
に
、
彼
ら
が
知

ら
な
か
っ
た
の
は

「
尤
遺
恨
事
也
」
と
語
っ
て
い
る

（
『
玉
葉
』
安
元
三

年
正
月
十
二
日
）
。

こ
の
間
答
は
先
の

『俊
頼
髄
脳
』
の
叙
述
に
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
俊
頼
は
別
の
と
こ
ろ
で

「
を
と
こ
は
め
を
つ
ま
と
い
ひ
、
め
は

を
と
こ
を
つ
ま
と
云
に
や
」

（八
八
頁
）
と
記
し
て
お
り
、
夫
を
も

「
つ

ま
」
と
言
う
ど
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
掲
箇
所
で
、

「
け
さ
は
し
も
」
の
歌
に
問
題
が
及
ぶ
と
、
経
信
の
言
説
に
配
慮
し
て
で

あ
ろ
う
、

「
な
ほ
、
つ
ま
と
は
女
な
り
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
や
や
錯
雑
と
し
た
叙
述
は
、
経
信
説
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
書
き
連

ね
て
い
く
な
か
で
、
俊
頼
自
身
の
見
解
と
区
別
が
つ
か
な
い
形
で
経
信
の

説
が
入
り
込
ん
だ
し
ま

っ
た
結
果
生
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
父
経
信
の
説
を
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
と
い
う
配
慮
が
存
す

る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

「
つ
ま
」
の
語
を
用
い
た
俊
頼
の
実
作
を
検
す
る
と
、
多
く
は

「
妻
」
の
意
で
一認
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

秋
た
ち
て
い
く
か
も
あ
ら
ぬ
に
、
風
ひ
や
か
に
も
の
こ
こ
ろ
ぼ

そ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
よ
め
る

秋
風
や
涙
も
よ
ほ
す
つ
ま
な
ら
ん
お
と
づ
れ
し
よ
り
袖
の
か
は
か
ぬ

（三
七
五
）

雨
中
恋

ひ
ま
も
な
く
も
り
く
る
あ
め
の
あ
し
お
と
を
わ
が
と
ほ
づ
ま
と
お
も

は
ま
し
か
ば

（
一
二

一
一
）

「
秋
風
や
」
の
歌
は

『
千
載
集
』
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
新
日
本
古
典
文

学
大
系
の
脚
注

（松
野
陽

一
氏
担
当
）
に
、

「
○
つ
ま
　
端
緒
。

「
訪
れ
」

の
縁
語
で

「
夫
」
、

「
袖
」
の
縁
語
で

「
棲
」
を
か
け
る
」
、

「
屋
根
の

軒
先

（
つ
ま
）
に
ま
で
延
び
る
荻
の
葉
先
に
先
ず
訪
れ
る
秋
風
の
寂
参
感

を
い
い
つ
つ
、　
一
向
に
訪
れ
よ
う
と
し
な
い
恋
人
の
喩
え
に

「
飽
き
」
を

か
け
た

「
秋
風
」
を
お
く
」
と
あ
る
。
掛
詞
と
し
て
の
用
法
で
は
あ
る
が
、

こ
の
歌
で
は
、

「
つ
ま
」
を

「夫
」
の
意
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ひ
ま
も
な
く
」
の
歌
は
、
雨
中
に
恋
人
の
訪
れ
を
待
つ
女
の
立
場
で

の
詠
で
あ
ろ
う
。
間
断
な
く
聞
こ
え
る
あ
の
雨
脚
の
音
が
、
遠
く
か
ら
や

っ
て
来
る

「
つ
ま
」
＝

「
夫
」
の
足
音
で
あ

っ
た
な
ら
ば
い
い
の
に
、
と

い
う
来
ぬ
人
を
待
つ
女
の
嘆
息
で
あ
る
。
こ
の

「遠
づ
ま
」
も
男
を
指
し
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て
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

俊
頼
の
当
時
に
あ

っ
て
は
、
歌
学
書
の
記
述
や

「
つ
ま
」
の
用
例
か
ら

推
し
て
、

「
つ
ま
」
は
専
ら
女
性
で
あ
る

「
妻
」
を
指
す
の
が
常
識
で
あ

っ
た
よ
う
で
、

「夫
」
を
も
意
味
し
う
る
と
い
う
の
は
、
す
で
に
知
識
の

上
で
の
問
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
俊
頼
が
上
記
の
二
首
の

ご
と
く
、
男
を

「
つ
ま
」
と
呼
ぶ
、
女
性
の
立
場
で
の
詠
を
残
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
は
、
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
た

『俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
よ
り
も
、

よ
ほ
ど
は

っ
き
り
と
彼
の
見
解
が
現
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
父
経
信

の
言
説
を
あ
る
程
度
尊
重
す
る
が
た
め
に
、
注
説
に
お
い
て
は
、
男
女
を

問
わ
ず

「
つ
ま
」
と
言
う
の
だ
と
断
言
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、

「
つ
ま
」
を

「夫
」
の
意
味
で
も
用
い
得
る
と
い
う
歌
こ
と
ば
と
し
て
の

可
能
性
を
捨
て
切
れ
ず
、
実
作
に
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
俊

頼
に
あ
っ
て
は
、
経
信
の
言
を
家
説
と
し
て
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
意

識
よ
り
も
、
歌
こ
と
ば
の
可
能
性
を
拓
い
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
の
方
が

ま
さ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

六

『俊
頼
髄
脳
」
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
難
義
語
の
類
や
、
故
事
に

基
づ
く
言
葉
が
、
し
ば
し
ば
当
時
の
贈
答
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見

出
す
。
ま
ず
、

『俊
頼
髄
脳
』
に
注
説
の
み
え
る
語
句
に
関
す
る
例
を
挙

げ
て
お
く

（
い
ず
れ
も

『散
木
奇
歌
集
』
）
。

＊
に
へ
す

（
〓

〓
一頁
）

隆
源
阿
閣
梨
七
条
房
に
申
す
べ
き
こ
と
あ
り
て
た
び
た
び
ま
か

り
け
る
に
、
い
た
は
る
事
あ
り
と
て
あ
は
ざ
り
け
れ
ば
か
み
さ

う
し
に
か
き
つ
け
侍
り
け
る

こ
り
は
て
ぬ
に
へ
の
は
つ
か
り
あ
さ
に
す
る
や
ど
に
も
あ
ら
で
人
か

へ
し
け
り

（
一
三
〇
三
）

か
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
闇
梨

は
つ
か
り
の
に
へ
の
ひ
る
げ
の
つ
か
な
り
と
ほ
か
け
ぞ
す
べ
き
い
か

が
か
へ
さ
ん

（
一
三
〇
四
）

＊
ひ
た
ち
お
び

（
一
四

一
頁
）

常
陸
守
経
兼
が
く
だ
り
侍
り
け
る
に
、
さ
う
ぞ
く
し
て
つ
か
は

じ
け
る
帯
に
む
す
び
つ
け
て
侍
り
け
る

な
ぞ
も
か
く
わ
か
れ
そ
め
け
ん
ひ
た
ち
な
る
か
し
ま
の
お
び
の
う
ら

め
し
の
よ
や

（七
四
五
）

か
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経

兼

別
る
と
も
思
ひ
わ
す
る
な
ち
は
や
ぶ
る
か
し
ま
の
お
び
の
な
か
は
た

え
せ
し

（七
四
六
）

＊
も
ず
の
く
さ
ぐ
き

（
一
八
三
頁
）
／
は
ま
を
ぎ

（
一
八

一
頁
）

伊
勢
に
侍
り
け
る
こ
ろ
た
よ
り
に
つ
け
て
修
理
大
夫
の
も
と
に

つ
か
は
し
け
る

と
へ
か
し
な
た
ま
ぐ
し
の
は
に
み
が
く
れ
て
も
ず
の
草
ぐ
き
め
ぢ
な

ら
ず
と
も

（
一
四
〇
三
）

返
し

し
ら
ず
や
は
伊
勢
の
は
ま
を
ぎ
風
ふ
け
ば
を
り
ふ
し
ご
と
に
こ
ひ
わ
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た
る
と
は

（
一
四
〇
四
）

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

「
ひ
た
ち
お
び
」
の
例

は
、
常
陸
国
へ
赴
任
す
る
友
人
に
餞
別
と
し
て
贈
っ
た
帯
に
添
え
た
歌
で

あ
り
、
折
を
得
た
も
の
と
い
え
る
。
日
常
会
話
の
延
長
上
に
あ
る
、
機
知

を
効
か
せ
た
や
り
と
り
で
あ
る
。

難
義
語

「も
ず
の
草
ぐ
き
」
を
詠
み
込
ん
だ

「
と
へ
か
し
な
」
の
俊
頼

歌
に
は
、

「
た
ま
ぐ
し
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
る
。

「奥
義
抄
」
に

「
た
ま
ぐ
し
と
は
、
さ
か
き
を
云
ふ
也
。
大
神
宮
の
風
俗

也
」
と
あ
り
、
榊
を
言
う
伊
勢
神
宮
特
有
の
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
応
ず
る
よ
う
に
、
修
理
大
夫
顕
季
の
返
歌
に
は

「
伊
勢
の
は
ま
を
ぎ
」

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
は
ま
を
ぎ
」
が
伊
勢
に
お
け
る

「葦
」
の
呼
称
で

あ
る
こ
と
は

『俊
頼
髄
脳
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
歌

学
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
知
識
を
媒
介
と
し
て
、
し
ば
し
ば
歌
の

や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
相
手
が
こ
う
し
た
言
葉
に
つ
い
て
知
っ
て

い
る
か
、
ま
た
、
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
を
試
み
る
気
持
ち
が
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
で
も
お
そ
ら
く
そ
れ
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
信

頼
の
上
に
立
っ
て
歌
を
贈
り
、
そ
れ
に
対
し
て
贈
ら
れ
た
側
も
相
応
の
対

応
を
す
る
と
い
う
、
知
的
応
酬
を
み
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

む
つ
き
の
七
日
、
中
宮
亮
仲
実
が
も
と
へ
、
な
な
く
さ
の
な
、

つ
か
は
す
と
て
よ
め
る

を
か
み
河
む
つ
き
に
は
ゆ
る
ゑ
ご
の
う
ね
を
つ
み
し
な
へ
て
も
そ
こ

の
み
た
め
ぞ

（
二
六
）

返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
実
朝
臣

心
ざ
し
ふ
か
き
み
た
に
に
つ
み
た
め
て
い
し
み
ゆ
す
り
て
あ
ら
ふ
ね

ぜ
り
か

（
二
七
）

こ
の
一
対
の
贈
答
に
関
し
て
は
山
田
洋
嗣
氏
の
詳
細
な
論
考

（１３
）
が
あ

る
。
山
田
氏
は
、
俊
頼
が
問
題
の
歌
語

「
ゑ
ぐ
」
を
め
ぐ
る

「
知
的
挑
発

を
お
こ
な
い
」
、
相
手
の
仲
実
も

「機
知
的
な
切
返
し
で
応
し
た
」
た
め

に
、
難
解
な
贈
答
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
は

「
た
が
い
の
親
愛
と

信
頼
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
先
に
挙
げ
た
贈

答
歌
も
、
こ
の
よ
う
な
知
的
興
味
と
相
互
信
頼
の
上
に
成

っ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。

俊
頼
を
離
れ
て
も
、
た
と
え
ば

『顕
輔
集
」
に
、

火
き
り
と
て
、
近
江
よ
り
貢
御
に
ま
ゐ
ら
す
る
も
ち
ひ
は
、
国

司
の
れ
う
は
こ
と
に
お
び
た
た
し
く
て
お
ほ
き
に
て
、
人
人
の

き
よ
う
ず
る
を
、
前
左
衛
門
佐
基
俊
君
の
も
と
へ
や
る
と
て

よ
し
あ
し
も
き
よ
き
か
が
み
ぞ
て
ら
す
な
る
こ
こ
ろ
の
ほ
ど
は
こ
れ

に
て
を
見
よ

（六
九
）

か
へ
し

は
し
た
か
の
野
も
り
の
か
が
み
な
ら
ね
ど
も
よ
そ
な
る
人
の
こ
こ
ろ

を
ぞ
見
る

（七
〇
）

と
い
う
贈
答
が
あ
り
、
基
俊
の
返
歌
に
、
歌
学
上
問
題
に
さ
れ
て
い
た

「
の
も
り
の
か
が
み
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た
例
を
確
認
で
き
る
。

な
お
、
基
俊
歌
で
は
、

「
の
も
り
の
か
が
み
」
を
、
こ
の
語
旬
の
注
説
と

し
て
や
が
て
主
流
に
な
っ
て
い
く
、
鷹
狩
に
ち
な
む

「
野
中
の
水
」
で
あ

る
と
す
る
説
で
は
な
く
て
、
人
の
心
を
照
す
と
い
う

「
徐
君
の
鏡
」
を
い
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う
と
の
説
に
拠
っ
て
い
る
（両
説
と
も

『俊
頼
髄
脳
』
に
み
え
る
）。
さ
ら

に
、
こ
う
い
っ
た
歌
学
上
の
知
識
に
拠
る
詠
作
が
、

「
月
の
ね
ず
み
」

（‐４
）
を
詠
み
込
ん
だ
、

よ
の
中
は
か
な
く
き
こ
ゆ
る
こ
ろ
、
左
京
権
大
夫
俊
頼
朝
臣
の

も
と
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

か
た
ら
ば
や
草
葉
に
や
ど
る
露
ば
か
り
月
の
ね
ず
み
の
さ
わ
ぐ
ま
に

ま
に

（基
俊
集

九

一
）

の
よ
う
な
、
し
み
し
み
と
し
た
、
や
や
深
刻
な
内
容
の
贈
歌
に
ま
で
及
ん

で
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

「俊
頼
髄
脳
」
に
注
説
は
み
え
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
も
あ
る
。

あ
そ
び
侍
り
け
る
所
に
て
隆
源
阿
閣
梨
い
た
く
ね
ぶ
り
け
れ
ば
、

か
は
ら
け
さ
す
と
て
か
け
け
る

お
ひ
し
げ
る
ね
ぶ
り
の
も
り
の
し
た
に
こ
そ
め
ざ
ま
し
ぐ
さ
は
う
う

べ
か
り
け
れ

（
一
三
二
三
）

こ
の
俊
頼
歌
に
は
万
葉
集
の
語

「
め
ざ
ま
し
ぐ
さ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
季
札
桂
剣
」
の
故
事
に
拠
る
俊
頼
詠
、

つ
く
し
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
肥
後
守
盛
房
が

「
剣
身
の
よ
き
あ

り
た
ま
は
ん
」
と
申
し
け
る
が
お
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

「
い

か
に
」
と
尋
ね
け
る
に
、

「
忘
れ
に
け
り
」
と
申
す
を
聞
き
て

よ
め
る

な
き
か
げ
に
か
け
け
る
た
ち
も
あ
る
も
の
を
さ
や
つ
か
の
ま
に
忘
れ

は
て
け
る

（
一
三
四
三
）

「
威
陽
宮
」
の
故
事
を
踏
ま
え
た
、

「散
木
奇
歌
集
』
に
み
え
る
、

修
理
大
夫
行
宗
が
往
生
要
集
を
か
り
て
か
き
う
つ
し
け
る
を
、

ほ
ど
へ
に
け
り
と
て
し
き
り
に
こ
ひ
か
へ
さ
れ
け
れ
ど
、
か
き

は
て
て
と
お
も
ひ
て
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

美
於
期
が
荊
颯
に
か
う
べ
か
し
け
る
も
さ
こ
そ
は
つ
ひ
に
か
へ
さ
ざ

り
け
る

（
一
三
八
二
）

か
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
修
理
大
夫
∧
三
宮
御
製
云
云
∨

燕
丹
が
深
き
意
を
尽
せ
ば
ぞ
於
期
も
首
を
蘇
り
よ
け
ん

（
一
三
八
三
）

と
い
う
贈
答
な
ど
、
中
国
故
事
に
ち
な
む
も
の
も
あ
る
。
こ
と
に
、
後
者

の
漢
土
の
人
名
を
詠
み
込
ん
だ
贈
答
は
、
和
歌
は
や
ま
と
こ
と
ば
の
み
で

一詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
通
念
の
な
か
に
あ

っ
て
、
大
胆
な
や
り
と

り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
も
、
前
述
の

『俊
頼
髄
脳
』
に
注
の
み

え
る
語
句
を
詠
み
込
ん
だ
場
合
と
同
様
の
意
識
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
贈
答
の
機
会
は
、
歌
人
た
ち
が
難

義
語
や
故
事
に
関
す
る
説
を
語
り
合
う
場
と
連
続
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

七

『散
木
奇
歌
集
』
に
み
え
る
次
の
詠
は
、
俊
頼
た
ち
の
Ａ
難
義
語
∨
に

関
す
る
意
識
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

は
な
か
つ
み
と
い
へ
る
事
を
あ
る
人
の
よ
み
た
り
け
る
を
、
い

か
に
い
ふ
こ
と
ぞ
と
た
づ
ね
け
れ
ば
、
よ
う
も
し
ら
ぬ
事
を
し

り
が
ほ
に
い
ふ
と
聞
え
け
れ
ば
心
の
う
ち
に
思
ひ
け
る



し
ぎ
の
ゐ
る
た
ま
江
に
お
ふ
る
は
な
か
つ
み
か
つ
よ
み
な
が
ら
し
ら

ぬ
な
り
け
り

（
一
三
七
〇
）

「
か
つ
み
」
は
、

「
俊
頼
髄
脳
』
に
も
注
が
あ
っ
て
、
陸
奥
国
で

「
こ
も
」

の
こ
と
を
言
う
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
人
が
こ
の
語
を
歌
に
用
い

た
の
で
、
ど
う
い
う
意
味
で
詠
ん
だ
の
か
尋
ね
て
み
る
と
、
よ
く
知
り
も

し
な
い
こ
と
を
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
言

っ
た
の
だ
と
答
え
た
と
い
う
。

こ
れ
を
聞
い
て

「
心
の
う
ち
に
」
思
い
描
い
た
歌
は
、
さ
か
し
ら
か
ら
出

た
勇
み
足
を
皮
肉
っ
た
嘲
実
的
内
容
と
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、

「
よ

う
も
し
ら
ぬ
事
を
し
り
が
ほ
に
い
ふ
」
と
言
っ
て
の
け
ら
れ
る
雰
囲
気
が

あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「俊
頼
髄
脳
』
の

「
き
の
ま
ろ
ど
の
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
、
藤

原
惟
規
の
逸
話
を
載
せ
て
い
る
。
惟
規
が
大
斎
院
選
子
内
親
王
の
女
房
の

も
と
へ
忍
ん
で
行
っ
た
と
こ
ろ
、
侍
た
ち
に
不
審
者
と
し
て
と
し
込
め
ら

れ
て
し
ま

っ
た
。
大
斎
院
が
こ
れ
を
聞
い
て
、
彼
は
歌
詠
み
だ
と
聞
い
て

い
る
の
で
許
し
て
や
る
よ
う
命
じ
る
。
許
さ
れ
た
惟
規
が
、
退
出
す
る
際
、

「
か
み
が
き
は
木
の
丸
ど
の
に
あ
ら
ね
ど
も
な
の
り
を
せ
ぬ
は
人
と
が
め

け
り
」
と
詠
ん
だ
の
を
、
大
斎
院
が

「
あ
は
れ
が
ら
せ
給
て
」
、

「此
木

の
九
段
と
い
ふ
こ
と
は
し
か
′
ヽ
き
ゝ
て
し
事
な
り
」
と
語
っ
た
そ
の
由

来
を
、
女
房
か
ら
伝
え
聞
い
た
惟
規
は
、

「
此
事
よ
み
な
が
ら
と
し
比
お

ぼ
つ
か
な
か
り
つ
る
こ
と
を
、
き
ゝ
あ
き
ら
め
つ
る
」
と
喜
ん
だ
と
い
う
。

こ
の
話
を
、
俊
頼
は
、
惟
規
を
先
祖
と
す
る

「も
り
ふ
さ
」
の
談
と
し
て

記
し
て
い
る
。
惟
規
は
紫
式
部
の
兄
で
、
俊
頼
の
当
時
に
は
往
古
の
人
で

あ
っ
た
が
、
俊
頼
に
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
話
は
同
時
代
に
も
往
々
に
し
て

あ
る
こ
と
し
て
と
思
い
合
わ
せ
な
が
ら
、
書
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

意
味
を
熟
知
し
て
い
な
い
難
義
語
で
も
、
と
り
あ
え
ず
歌
に
（詠
み
込
ん

で
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て

そ
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と
く
に
咎
め
立
て
ら
れ
る
行
為
で
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
前
掲

「
し
ぎ
の
ゐ
る
」
の
歌
を
詠
ん
だ
俊
頼
に
し
て
も
、

よ
う
も
知
ら
ず
に

「
は
な
か
つ
み
」
を
詠
ん
だ
あ
る
人
を
微
笑
ま
し
く
見

つ
め
る
気
持
ち
が
根
底
に
あ

っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
実
情
に
近
い
の
で
は

な
い
か
。

ま
た
、

『散
木
奇
歌
集
』
に
次
の
よ
う
な
連
歌
が
あ
る
。

よ
う
も
し
ら
ぬ
事
を
と
へ
ば
、
え
し
ら
ぬ
よ
し
申
す
を
聞
き
て

肥
後
君

難
義
を
ば
か
り
に
も
人
の
い
は
ぬ
か
な

つ
く

せ
り
つ
み
に
し
て
よ
を
し
す
ぐ
せ
ば

俊
頼
の
付
句
は
、

「散
木
奇
歌
集
』
に
載
せ
る
、
せ
り
摘
む
男
の

「
物
語
」

に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
い
ま
は
措
く
。
前
句

は
、
あ
る
難
義
語
の
意
味
を
間
う
た
と
こ
ろ
、
あ
っ
さ
り

「
知
ら
な
い
」

と
答
え
る
俊
頼
に
対
し
て
、

「
難
義
」
で
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
と
は
い
っ

て
も
、
と
り
あ
え
ず
思
い
つ
き
で
も
い
い
か
ら
何
か
言

っ
て
く
れ
て
も
よ

さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
、
と
い
う
気
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
詳
し
い
正
確
な
説
で
な
く
て
も
い
い
か
ら
、

「
か
り
に
」

「
言
う
」
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こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
∧
難
義
語
∨
に

つ
い
て
語
る
場
の
雰
囲
気
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
時
間
を
か
け
て

厳
密
で
慎
重
な
考
証
を
す
る
よ
り
も
、
と
り
あ
え
ず
間
に
合
わ
せ
で
い
い

か
ら
、
語
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
た
と
え
そ
れ
が
そ
の
場
の
作
り
事
で

あ

っ
て
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
談
の
場
を
想
定

し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
来
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
俊
頼
当
時
の
歌
語
注
説
と
和

歌
実
作
の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
背
景
と
な
る
歌
人
の
意
識
、
態
度
に
つ
い

て
私
見
を
述
べ
て
結
び
と
し
よ
う
。
俊
頼
は
当
時
歌
学
の
上
で
問
題
と
さ

れ
た
語
句
を
積
極
的
に
実
作
に
取
り
込
ん
で
い
た
。
こ
こ
に
、
歌
こ
と
ば

を
拡
張
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
が
看
取
さ
れ
る
。
新
し
い
表
現
の
可
能

性
を
模
索
し
て
い
た
当
時
の
和
歌
の
史
的
状
況
に
あ

っ
て
、
歌
こ
と
ば
を

拡
張
す
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ

っ
た
。
俊
頼
た
ち
の
世
代

は
そ
れ
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
と
に
、

ひ
と
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
複
数
の
注
説
が
存
在
す
る
と
き
、
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
に
拠
る
歌
を
詠
む
こ
と
の
あ

っ
た
俊
頼
の
姿
勢
は
、
そ
の
意
欲
の
旺
盛

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
歌
こ
と
ば
に
注
説
を
施
す
と

い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
そ
う
し
た
実
作
へ
の
利
用
を
意
識
し
て
い
る
面

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
難
義
と
さ
れ
る
語

を
歌
に
詠
む
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
づ
け
が
必
要
で
、
そ
う
し
た
語
を
あ

る
位
置
に
繋
ぎ
留
め
る
の
が
歌
学
書
な
ど
で
の
注
釈
行
為
で
あ
っ
た
と
み

る
こ
と
も
で
き
る

（１５
）
０

彼
ら
の
注
釈
行
為
は
、
し
ば
し
ば
ひ
と
つ
の
言
葉
に
つ
い
て
複
数
の
注

説
を
林
立
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
小
川
豊
生

氏
の
諸
論
に
詳
し
い

（
１６
）
０
本
稿
で
み
て
き
た
な
か
で
い
え
ば
、

「
八

橋
」
に
つ
い
て

『綺
語
抄
』
と

『
俊
頼
髄
脳
』
が
別
説
に
立
っ
て
い
た
ご

と
く
で
あ
る
。
そ
の
林
立
は

『俊
頼
髄
脳
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
書
物
の
内

部
に
も
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
提
示
さ
れ
た
複
数
の
注
説

に
つ
い
て
、
ど
れ
が
正
説
な
の
か
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

も
見
受
け
ら
れ
る
。

「
く
も
で
」
の
例
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、

「俊
頼
髄

脳
』
の

「
の
も
り
の
か
が
み
」
に
つ
い
て
述
べ
た
条
で
は
、
二
説
を
記
し

た
後
、

「
い
づ
れ
か
ま
こ
と
な
ら
ん
」
と
判
断
に
至
ら
ず
放
置
さ
れ
て
い

る
。
別
稿

（
１７
）
で
検
討
し
た

「
か
は
や
し
ろ
」
で
も
、
結
局
結
論
が
示

さ
れ
ぬ
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
感
が
あ
る

（た
だ
し
、
こ
の
語
は
、
俊
頼
の

実
作
に
用
例
が
見
出
せ
な
い
）
。
彼
ら
、
少
な
く
と
も
俊
頼
に
と

っ
て
、

い
か
な
る
説
が
正
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
第

一
の
関
心
事
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
ど
れ
が
正
し
い
注
説
な
の

か
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
た
と
え
ば

「
か
や
り
び
」

（
一
八
五
～

一
八
六
頁
）
に
つ
い
て
は
二

説
を
掲
げ
て
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
求
め
よ
う
と
す
る
筆
致
が
顕
著
で

あ
る
。
ま
た
、

「
僻
事
」
に
陥
る
こ
と
へ
の
警
戒
感
と
批
判
意
識
が
存
す

る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「
と
ぶ
火
の
野
守
」
に
つ
い
て

「
春
日
野
」
以
外
の

「
ほ
か
の
野
に
詠
み
た
ら
ば
ひ
が
事
に
て
ぞ
あ
る
べ
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き
」

（
一
八
七
頁
）
と
言
う
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

ま
た
、
語
句
の
意
味
づ
け
や
詠
み
方
が

「
僻
事
」
で
な
い
の
で
認
め
ら
れ

る
と
許
容
す
る
こ
と
と
表
裏
を
成
し
て
い
る
。
第
二
節
で
検
討
し
た

一
連

の
叙
述
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

「
雲
の
旗
手
」

「
豊
旗
雲
」
の
意
味
を

述
べ
、

「
蜘
妹
の
巣
」
を
も

「
く
も
の
は
た
て
」
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て

「
こ
れ
も
事
の
ほ
か
の
ひ。
か
こ。
と。
‥こ．
―ま。
な。
き。
―こ．
や。
」
と
認
め
、
さ
ら
に

「
虫
の
手
を
く
も
で
と
云
は
ん
に
と
が
な
し
」
と

「
蜘
蛛
手
」
の
言
い
方

を
是
認
し
、
橋
の
補
強
材
と
し
て
の

「く
も
で
」
の
説
明
へ
と
及
ん
で
い

く
。
あ
る
語
に
つ
い
て
意
味
づ
け
を
し
て
お
い
て
、
ま
た
別
の
理
解
も
あ

る
と
示
し
て
こ
れ
を
認
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
言
い
方
も
あ
る
と
提

示
し
て
こ
れ
も
認
め
て
い
く
―
こ
う
し
た
連
鎖
で
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
作
の
側
か
ら
み
る
と
、
こ
う
い
う
詠
み
方
が
可

能
で
あ
る
、
ま
た
別
の
詠
み
方
も
可
能
で
あ
る
と
、
次
々
に
用
語
、
表
現

の
可
能
性
が
開
示
さ
れ
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
僻
事
」
に
陥
る
こ
と
を
回

避
し
つ
つ
、
用
語
、
表
現
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
思
考
の

軌
跡
を
こ
こ
に
辿
り
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
僻
事
」
を
非
と
す
る
意

識
と
緊
張
関
係
を
持
ち
つ
つ
も
、
歌
こ
と
ば
拡
張
の
意
欲
は
言
葉
の
意
味

づ
け
を
拡
散
す
る
方
向
へ
と
導
い
て
い
っ
た

（１８
）
０
そ
の
結
果
、

「俊

頼
髄
脳
」
と
い
う
同

一
の
書
の
中
で
さ
え
、
注
説
が
増
殖
し
、
林
立
し
て

い
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

新
し
い
歌
こ
と
ば
を
拓
い
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
が
、
俊
頼
の
場
合
、

家
説
を
尊
重
す
る
意
識
を
も
圧
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
第
五
節
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
俊
頼
が
当
代
き
っ
て
の
文
人
で
あ

っ
た
経
信
の
男

で
あ
る
こ
と
を
自
ら
侍
み
と
し
、
そ
の
教
説
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

の
あ
っ
た
こ
と
は
、

「
俊
頼
髄
脳
」
に
も
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
の
珍

し
さ
を
希
求
す
る
心
は
、
そ
れ
を
も
超
え
て
、
既
製
の
枠
を
破
る
用
語
を

追
い
求
め
て
や
ま
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

俊
頼
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
上
述
の
ご
と
き
意
識
と
態
度
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
注
釈
お
よ
び
詠
歌
は
、
彼
の
個
性
や
能
力
に
負
う
も
の
で
あ
る

と
い
う
面
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
贈
答
歌
に
お
い
て
、
歌
学
上
問

題
に
な
る
語
が
好
ん
で
詠
み
込
ま
れ
て
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

俊
頼
に
み
て
と
れ
る
意
識
や
態
度
は
、
あ
る
程
度
当
時
の
歌
人
た
ち
に
共

通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
あ
る
時
代
相
の
な
か
で
、
俊
頼
の
注

釈
行
為
や
詠
歌
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い

（
１９
）
０

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
一認
み
出
さ
れ
る
歌
は
、

「
け
け
ら
な
く
」
の
例

に
顕
著
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
結
果
的
に
注
説
と
の
間
に
矛
盾
を
来
し
て
し

ま
う
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
逸
脱
を
も
招
き
か
ね
な
か
っ
た
、
俊
頼

の
注
釈
お
よ
び
詠
歌
は
、
や
や
後
代
の
清
輔
、
顕
昭
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば

し
ば
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
節
に
取
り
上
げ
た

「
波
た
て
る
」
の
俊
頼
歌
に
つ
い
て
、
顕
昭
は

『詞
花
集
注
」
に
お
い
て
、

「
く
も
で
」
を

『俊
頼
髄
脳
』
の
記
述
と
照
合
し
な
が
ら
解
釈
し
た
上
で
、

こ
れ
は

『伊
勢
物
語
」
に
言
う

「
く
も
で
」
と
は

「
オ
ホ
キ
ニ
タ
ガ
ヘ
リ
」

と
す
る
、
批
判
的
言
辞
を
記
し
て
い
る
。
清
輔
、
顕
昭
の
俊
頼
へ
の
批
判

は
、
直
接
に
は
そ
の
注
説
や
詠
歌
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
俊
頼
の
注
説
、
一詠
歌
の
根
底
に
あ
る
上
述
の
ご
と
き
意
識
や
態
度

が
、
も
は
や
彼
ら
に
と

っ
て
理
解
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
、



姿
勢
の
相
違
が
存
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

別
稿

（注
１７
に
同
じ
）
で

「
か
は
や
し
ろ
」
の
論
争
を
取
り
上
げ
、
清
輔
、

俊
成
、
顕
昭
た
ち
の
時
代
に
お
け
る
、
注
説
と
実
作
の
関
係
を
述
べ
て
お

い
た
。
彼
ら
の
当
時
、
十
二
世
紀
後
半
の
歌
学
に
あ

っ
て
は
、
歌
こ
と
ば

の
意
味
に
つ
い
て
、
正
し
い
説
を
得
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ

っ
た
ら
し

く
、
と
き
と
し
て
こ
れ
が
家
の
意
識
と
結
び
つ
き
、
家
説
の
対
立
と
い
う

事
態

（２０
）
を
招
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
、
信
頼
関
係

の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
難
義
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
交
わ
し
て
、
知
的
応

酬
を
試
み
る
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
は
失
わ
れ
つ
つ
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注
説
と
実
作
と
の
関
係
を
眺
め
て
い
く
と
き
、
十
二
世
紀
の
初
め
と
そ
の

後
半
と
で
は
そ
れ
を
支
え
る
意
識
、
態
度
が
移
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

見
通
せ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
第
六
節
に
掲
げ
た
俊
頼
が

「も
ず
の
草
ぐ

き
」
を
詠
み
込
ん
で
顕
季
に
贈
っ
た
歌
に
つ
い
て
、
清
輔

『奥
義
抄
』
に

「
将
作
こ
れ
を
見
て
、
も
ず
の
く
さ
ぐ
き
と
は
い
か
に
し
り
て
か
く
は
よ

め
る
に
か
と
か
た
ぶ
か
れ
け
り
」
と
、
俊
頼
は

「も
ず
の
草
ぐ
き
」
を
ど

う
理
解
し
て
詠
ん
だ
の
か
顕
季
が
不
審
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る

（２‐
）
。
顕
季
が
俊
頼
歌
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
、
清
輔
に
よ
っ
て
採
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
清
輔
の
耳
目

を
通
し
て
記
さ
れ
た
顕
季
の
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の

よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
こ
う
し
た
批
判
的
言
辞
は
清
輔
や
顕
昭
に

よ
っ
て
殊
更
に
吸
い
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
清
輔
、
顕
昭
の
著
述
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら
の
水
準
で

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
俊
頼
や
そ
の
時
代
を
見
る
眼
は
、
俊
頼

の
当
時
の
水
準
と
は
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
と

思
う
の
で
あ
る
。

本
稿
で
扱
う
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
俊
頼
の
注
説
と
実
作
の
う
ち

一
部

の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
が
、

院
政
期
の
前
半
と
後
半
の
間
に
み
ら
れ
る
∧
時
代
差
ｖ
へ
の
視
点
を
問
題

提
起
的
に
示
し
て
お
い
て
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

注
（
１
）

『散
木
奇
歌
集
』
を
含
め
て
歌
集
類
か
ら
の
引
用
お
よ
び
歌
番
号

は
、

「新
編
国
歌
大
観
』

（角
川
書
店
）
に
拠
る
。
な
お
、
歌
番
号

の
み
で
作
品
名
を
示
さ
な
い
歌
は

『散
木
奇
歌
集
』
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。

（
２
）

『俊
頼
髄
脳
』
の
引
用
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵

「無
名
抄

俊
頼
」

（五

〇
二
―

一
九
、
烏
丸
光
栄
本
）
に
拠
り
、
異
文
注
記
等
の
傍
書
を

（　
）
に
入
れ
て
示
し
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵

「
俊
頼
髄
脳
」

（
い

わ
ゆ
る
定
家
本
）
で
補

っ
た
部
分
を

〔　
〕
で
囲
ん
だ
。
な
お
、
私

に
清
濁
を
分
か
ち
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
に
仮
名
遣
い
を
改
め

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（３
）
①

「
『俊
頼
髄
脳
』
月
の
ね
ず
み
考
―
仏
典
受
容
史
の
一
的
―
」

（
『中
世
文
学
研
究
』
六
　
一
九
八
〇
年
八
月
）
、
②

「
『
俊
頼
髄

脳
」
と
中
国
故
事
」
（
『中
世
文
学
研
究
』
八
　
一
九
八
二
年
八
月
）、

③

「
『俊
頼
髄
脳
』
の
歌
と
語
り
」

（
『中
世
文
学
研
究
』
九
　
一

― ∞ ―



九
八
三
年
八
月
）
。

（４
）
①

「
『俊
頼
髄
脳
』
の
歌
語
と
説
話
―
∧
異
名
∨
か
ら
の
接
近
―
」

（
『
日
本
文
学
』
二
五

。
一
〇
　
一
九
八
六
年

一
〇
月
）
、
②

「院

政
期
の
歌
学
と
本
説
―

『
俊
頼
髄
脳
」
を
起
点
に
―
」

（
『
日
本
文

学
』
三
六

。
二
　
一
九
八
七
年
二
月
）
、
③

「
院
政
期
歌
学
書
の
言

語
時
空
」

（
「
日
本
文
学
』
三
七

・
六
　
一
九
八
八
年
六
月
）
、
④

「
∧
本
文
∨
と
∧
今
案
∨
―
院
政
期
歌
学
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
ー
」

（
『古
典
研
究
』

一
　

一
九
九
二
年

一
二
月
）
な
ど
。

（
５
）
①

「
ゑ
ぐ
と
せ
り
の
歌
―
平
安
後
期
注
釈
の
問
題
と
し
て
―
」

（
『福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
二
〇

・
三
　
一
九
八
八
年

一
二
月
）
、

②

「
「
難
義
は
難
義
に
て
お
き
た
れ
ば
こ
そ
あ
れ
」
の
意
味
―
平
安

後
期
注
釈
の
問
題
と
し
て
―
」

（
『福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』

一
一　
一
九
九
二
年

一
二
月
）
、
③

「
源
俊
頼
の
位
置
―
平
安
後
期
注

釈
を
座
標
と
し
て
―
」
（
「古
典
研
究
』

一
　

一
九
九
二
年

一
二
月
）、

④

「
歌
学
書
と
説
話
」

（説
話
の
講
座
３

『説
話
の
場
―
唱
導

・
注

釈
―
』
　

一
九
九
二
年
二
月
　
勉
誠
社
）
な
ど
。

（６
）
以
下
に
示
す
頁
数
は
同
書
に
拠
る
。

（
７
）
異
名
を
列
挙
し
た
部
分
と
実
作
と
の
関
わ
り
も
検
討
を
要
す
る
が
、

い
ま
は
俊
頼
が
よ
り
主
体
的
に
採
り
上
げ
た
言
葉
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
の
で
、
こ
の
調
査
で
は
異
名
の
部
分
は
対
象
か
ら
外
し
た
。

（８
）
後
に
問
題
に
す
る

「
仏
」
と
の
関
わ
り
か
ら
い
え
ば
、

「
ま
こ
と

の
儀
式
」
に
仏
事
が
含
ま
れ
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、

当
時

「幡
」
と

「
旗
」
の
区
別
は
明
確
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
こ
で

は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
橋
本
不
美
男
氏
の
注
に
し
た
が

っ
て
理

解
し
て
お
く
。

（９
）
阿
波
国
文
庫
旧
蔵
本
は
第
二
句

「か
さ
り
に
て
」
で
、
関
根
慶
子

。
大
井
洋
子

『
阿
波
本

散
木
奇
歌
集

本
文

・
校
異
篇
』

（
一
九
七

九
年
七
月
　
風
間
書
房
）
に
拠
れ
ば
、

「
か
き
り
」
と
す
る
の
は
国

会
図
書
館
蔵
岸
本
由
豆
流
旧
蔵
本
の
一
本
の
み
。
本
文
に
問
題
を
含

む
。
な
お
、
こ
の
歌
は
冷
泉
家
蔵
本

（冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
）
に
は

無
い
。

（
１０
）

「
唯
獨
自
見
抄
」
の
三
本

（松
平
文
庫

。
宮
内
庁
書
陵
部

・
彰
考

館
蔵
）
で
は
、
こ
れ
が
本
行
に
あ
り
、

「
又
」
以
下
の
文
言
を
欠
い

て
い
る
。

（
Ｈ
）
橋
本
不
美
男
氏
は
、

「院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
』

（
一
九
六
六
年

二
月
　
武
蔵
野
書
院
）
に

「
国
信
家
歌
合
』
を
検
討
す
る
な
か
で
、

俊
頼
の
判
者
と
し
て
の
立
場
と
作
者
と
し
て
の
そ
れ
が
乖
離
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

（第
三
章
Ⅲ

「
国
信
卿
家
歌
合
の
意
義
」
）
。

（
‐２
）
定
家
本
の

『古
今
集
』
で
は
第
二
句

「
け
け
れ
な
く
」
。
第
四
句

に
も
諸
本
間
で
異
同
が
あ
る
。

（
‐３
）
注

（
５
）
山
田
論
文
①
。

（
‐４
）
注

（
３
）
小
峯
論
文
①
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

基
俊
歌

「
か
た
ら
ば
や
」
に
触
れ
て

「
基
俊
が
俊
頼
に
送

っ
た

（
５
）

歌

（筆
者
注
、

「
か
た
ら
ば
や
」
の
歌
）
は
両
者
に
お
け
る
話
自
体

の
媒
介
を
想
像
さ
せ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
‐５
）
こ
の
視
点
は
注

（
５
）
山
田
論
文
④
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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ま
た
、
注

（
４
）
小
川
論
文
②
に

「
お
そ
ら
く
歌
材
の
開
拓
の
た
め

に
は
、
新
奇
な
こ
と
ば
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
語

と
由
来

（本
説
）
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
は
じ
め
て
機
能
し
た
に
違

い
な
い
」
と
言
う
の
も
示
唆
的
で
あ
る
。

（‐６
）
小
川
氏
の
諸
論
に
説
か
れ
て
い
る
∧
本
ｖ
∧
本
文
∨
へ
の
ま
な
ざ

し
の
問
題
が
、
一認
作
行
為
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
、
筆
者
な

り
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（‐７
）

「
「
か
は
や
し
ろ
」
の
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『名
城
大
学
人
文

紀
要
』
四
六
　
一
九
九
二
年

一
二
月
刊
行
予
定
）
。

（
‐８
）
注

（３
）
小
峯
論
文
③
に
、
俊
頼
が

「
そ
ら
事
」

「
ひ
が
事
」
と

し
な
が
ら
∧
物
語
ｖ
を
記
す
の
は
、

「
語
り
の
魅
力
」
に
ひ
き
ず
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、

「
語
り
」
に
熱
中
す
る
俊
頼
の
姿
を

描
き
出
し
て
い
る
。
本
稿
の
主
旨
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
に
、
∧
物
語

∨
を
実
作
へ
と
絡
め
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
を
加
え
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

（‐９
）
浅
田
徹

「
藤
原
仲
実
の
類
林
和
歌
に
つ
い
て
」

（橋
本
不
美
男
編

『
王
朝
文
学

資
料
と
論
考
』
　

一
九
九
二
年
八
月
　
笠
間
書
院
）

に
、
俊
頼
と
同
世
代
の
歌
人
、
仲
実
の
著
作
に
み
ら
れ
る

一
貫
し
た

志
向
を
指
摘
し
て
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
時
代
相
を
み
る
に
し
て
も
、
個
々
の
歌
人
に
個
性
が
存
す
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
。

（２０
）
た
だ
し
、
こ
の
対
立
が
ま
っ
た
く
他
家
の
説
を
受
け
付
け
な
い
と

い
う
単
純
な
構
図
の
も
の
で
は
な
く
、　
一
元
的
に
理
解
で
き
な
い
こ

と
が
、
東
野
泰
子

「
定
家
歌
学
と
六
条
家
説
」

（
『文
学
史
研
究
』

〓
〓
一　
一
九
九
二
年

一
二
月
）
に
説
か
れ
て
い
る
。

（
２‐
）
注

（
５
）
山
田
論
文
③
な
ど
に
も
言
及
が
あ
る
。
た
だ
し
、
注
釈

と
詠
作
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
山
田
氏
は
俊
頼
の
当
時
と
清
輔
の

当
時
と
を

一
括
し
て
と
ら
え
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に

存
す
る
時
代
差
を
考
え
よ
う
と
す
る
本
稿
は
、
こ
れ
と
視
点
を
異
に

す
る
こ
と
に
な
る
。

〔付
記

一
〕
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
本
年
四
月
の
名
古
屋
平
安
文
学
研

究
会
に
お
け
る
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
、
貴
重
な
御
教
示
を
い

た
だ
い
た
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
俊
頼
髄
脳
輪
読
会

に
お
い
て
資
料
提
供
と
御
教
示
を
賜
っ
た
会
員
諸
賢
に
も
厚
く
感
謝
申

し
上
げ
た
い
。

〔付
記
二
〕
本
稿
は
平
成
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金

（奨
励
研
究

Ａ
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（さ
と
う

。
あ
き
ひ
ろ
　
名
城
大
学
専
任
講
師
）
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