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新
古
今
集

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
こ
と
な
ど

一

わ
た
く
し
は
昭
和
十
九
年
五
月
刊
行
の
拙
著

『
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
所

収
の

「
新
古
今
和
歌
集
注
釈
書
の
話
」
の
中
で
、
学
習
院
図
書
館

所
蔵
本

に

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
と
い
う
新
古
今
集
注
釈
書
が
あ

っ
て
、
そ
の
注
釈
内
容
は

一

見
に
値
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
記
し
た
が
、
そ
の
著
者
清
風
と
い
う
人
に
つ
い

て
は
分
明
で
な
い
か
ら
、
博
雅
の
士
の
示
教
を
得
た
い
と
述
べ
た
。
す
で
に
そ

の
際
述
べ
た
如
く
、

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
は
わ
た
く
し
が
初
め
て
紹
介
し
た
の
で

は
な
く
、
大
正
十
五
年
刊
行
の
福
井
久
蔵
先
生
の

『
歌
書
綜
覧
』
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
記
事
の
中
で
福
井
先
生
は
著
者
清
風
は
名
古
屋
の

人
大
鐘
清
風
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
著
者
が
果
し

て
大
鐘
清
風
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

っ
た
。
わ
た
く
し
は
福
井
先
生
に

面
接
し
た
時
そ
れ
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
け
れ
ど
も
、
明
答
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
四

・
五
年
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
か
と
思
う

が
、
名
古
屋
の
尾
崎
知
光
氏
か
ら
同
氏
執
筆
の
福
住
清
風
に
関
す
る
新
聞
記
事

を
贈
ら
れ
て
、

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
著
者
清
風
と
い
う
の
は
、
信
州
飯
日
の
人

福
住
清
風
の
こ
と
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
学
弟
三
輪
正
胤
君
は
飯

日
の
人
で
あ
る
力、
ら
、
伺

‥君
に
会

っ
た

，
時
、
福
住
情
風
の
こ
と
を
話
す
と
、
ま

く
調
査
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
同
君
は
飯
田
市

立
図
書
館
に
足
を
運
ん
で
清
風
の
こ
と
を
調
査
せ
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
同
図

書
館
長
か
ら
聞
い
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
そ
の
調
査
結
果
を
知
ら

せ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
、
ま
た
学
弟
大
坪
利
絹
君
に
福
住
清
風

の
こ
と
を
話
し
た
ら
、
同
君
は
あ
ち
こ
ち
奔
走
し
て
古
本
屋
か
ら
村
沢
武
夫
氏

の

『伊
那
歌
道
史
』
と
い
う
本
を
探
し
あ
て
て
持

っ
て
来
て
く
れ
た
。
こ
の
書

物
を
読
ん
で
、
福
住
清
風
と
い
う
人
の
伝
記
や
学
統
な
ど
が
く
わ
し
く
わ
か

り
、
そ
の
著
述
に

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
と
い
う
の
が
あ
り
、
ま
た
飯
田
市
立
図
書

館
に
は

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
を
は
じ
め
そ
の
遺
著
が
写
本
で
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知

っ
た
。　
一
度
飯
田
を
訪
ね
た
い
と
思

っ
た
。
し
か
し
、
当
時
健
康

を
損
ね
て
い
た
の
で
、
心
に
か
け
な
が
ら
も
飯
田
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
先
般
や
う
や
く
伴
利
昭
君
の
介
添
え
で
、
宿
願
を
果
す
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の

一
文
は
、
そ
の
結
果
の
記
録
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
の
感
懐
で

あ
る
。

二

十
年
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
か
の
大
学
の
大
学
院
の
学
生
と
お
ぼ
し

き
人
力、
ら
『を
ら

・
れ
ぬ
水
』
小
島
本
と
い
う
の
を
見
せ
ょ
と
い
う
手
紙
を
も
ら
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っ
た
。
わ
た
く
し
は
寝
耳
に
水
の
思
い
が
し
た
の
で
、

『
を
ら
れ

ぬ
水
小
島

本
』
と
い
う
ょ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
旨
を
返
事
す
る
と
、
折
り
返
し
て
、

『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
新
古
今
集
』
に
小
島
本
と
い
う
の
が
出
て
い
る
。

だ
か
ら
見
せ
て
く
れ
と
い
う
の
だ
と
言

っ
て
来
た
。
そ
こ
で
、
小
生
の
と
こ
ろ

に
は
学
習
院
所
蔵
の

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
写
し
は
あ
る
が
、
不
完
全
な
も
の
か

も
知
れ
な
い
か
ら
、
直
接
学
習
院
大
学
図
書
館
へ
行

っ
て
原
本
を
見
せ
て
も
ら

わ
れ
る
が
よ
い
と
返
事
を
し
た
。
そ
し
て
、
急
い
で
書
庫
か
ら

『
国
語
国
文
学

研
究
史
大
成
新
古
今
集
』
を
取
り
出
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
小
生
所

蔵
の

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
写
本
が
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

終
り
に
括
孤
を
つ
け
て

「
学
習
院
大
学
図
書
館
蔵
本

・
小
島
吉
雄
学
習
院
大
学

蔵
本
影
写
本
」
と
こ
と
わ
り
書
き
が
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
わ
た
く
し
の
影
写
本

の
翻
刻
で
あ
る
。

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
解
説
も

「
清
風
が
大
鐘
清
風
で
あ
る
と

一
応
は
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
除
い
て
、
あ
と
は
全
部
わ
た
く

し
の

「
新
古
今
和
歌
集
注
釈
書
の
話
」
の
敷
き
写
し
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は

一

種
の
腹
立
た
し
さ
を
覚
え
た
。
故
山
崎
敏
夫
君
は
大
学
時
代
の
同
窓
で
あ
り
か

つ
終
生
の
親
友
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
十
年
は
ど
前
に
同
君
か
ら
新
古
今
集
関
係

の
小
生
所
蔵
の
資
料
類
を
全
部
し
ば
ら
く
貸
せ
と
い
っ
て
来
た
の
で
、
快
く
こ

れ
を
貸
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
上
記

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
写
し
の
ほ
か
に

『
石

園
歌
話
』
や

『宗
長
秘
歌
抄
』
等
々
の
写
し
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
同
君
は
わ

た
く
し
に
は
無
断
で
、
そ
れ
ら
を

『研
究
史
大
成
』
に
転
載
し
、
解
説
に
も
わ

た
く
し
の
文
章
を
利
用
し
た
の
で
あ

っ
た
。
迂
闊
に
も
そ
の
こ
と
を
わ
た
く
し

は
全
然
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
尾
崎
知
光
氏
は
、
そ
の
わ
た
く
し
の
山
崎

君
に
貸
し
た

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
影
写
本
を
わ
た
く
し
に
は
無
断
で
山
崎
君
か

ら
転
貸
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
を
ら
れ
ぬ
水
と
福
住
清
風
」
と
い

う

一
文
を

‐愛
知
県
立
大
学
の
囃
監

『税
琳
』
悌
十
ス
場
に
謁
げ
た
。
そ
の
技
沖

に
同
氏
は
小
島
吉
雄
博
士
本
に
つ
い
て
論
じ
、
併
せ
て
飯
田
市
立
図
書
館

本

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
と
小
島
博
士
本
と
の
比
較
を
述
べ
た
。

『説
林
』
は
そ
の
初

期
の
頃
は
毎
号
も
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
は
く
れ
な
く
な

っ
た
の

で
、
わ
た
く
し
は
そ
の
第
十
八
号
を
見
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
尾
崎
氏
が
そ

う
い
う
文
章
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
飯
田
市
立
図
書
館
の
館
長
今
村
兼

義
氏
に
教
え
ら
れ
る
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
迂
闊
と
い
え

ば
迂
闊
千
萬
で
あ

っ
た
。
尾
崎
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
家
蔵
影
写
本
に
小
島
吉

雄
博
士
本
と
い
う
光
栄
あ
る
折
紙
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
大
学
院
学
生
が

小
島
本
を
見
せ
ょ
と
言

っ
て
来
た
の
も
宜
な
る
か
な
と
思

っ
た
。

わ
た
く
し
は
学
問
の
た
め
に
は
書
物
を
見
せ
惜
し
み
す
る
も
の
で
な
い
。
し

か
し
、
学
問
の
世
界
に
も
礼
儀
と
節
度
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
山
崎
君
が
幾
ら

親
し
い
間
が
ら
だ
か
ら
と
言

っ
て
わ
た
く
し
の
本
を
活
字
に
し
て
公
に
す
る
以

上
、　
一
往
わ
た
く
し
に
そ
の
旨
諒
解
を
得
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
他
人
に
転
貸
す

る
に
も
、　
一
往
わ
た
く
し
に
断
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
尾
崎
氏
も
わ
た
く
し
の

本
を
利
用
し
て
文
章
を
書
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
文
章
の
抜
刷
り
ぐ
ら
い
は
わ
た

く
し
に
送

っ
て
く
る
の
が
礼
儀
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
そ
れ
に
よ

つ
て
ま
た
益
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
わ
た
く
し
の
本
に
小
島
本
と
命

名
し
、
学
習
院
本
の
ほ
か
に
別
本
が
存
在
す
る
か
の
如
き
印
象
を
学
界
の
一
部

に
与
え
る
こ
と
は
心
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
当
時
山
崎
君
や
尾
崎

氏
か
ら
諒
解
を
求
め
て
来
た
ら
、
わ
た
く
し
は
公
刊
す
る
の
な
ら
ば
、
わ
た
く

し
の
写
本
ょ
り
も
そ
の
原
本
で
あ
る
学
習
院
本
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
答
え
た

で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
学
習
院
本
は
清
風
自
筆
の
も

っ
と
も
信
憑

す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
わ
た
く
し
の
写
本
は
そ
の
成
立
過
程
か
ら
な
お

信
憑
性
に
不
十
分
な
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
昭
和
八
年
十

一
月
力、
ら
同
仇
年
二
月
ま
で
つ

『磁
橿
』
と
い
ぅ



雑
誌
に
四
回
に
わ
た

，
て

「．新
古
今
和
．歌
．集
江
釈
書
の
話Ｆ
」
と
い
う
文
章
を
載

せ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
八
年
夏
奈
良
県
の
辰
巳
利
文
君
主
宰
す
る
と
こ
ろ
の

奈
良
文
化
研
究
会
の
夏
季
講
習
会
に
招
か
れ
て
話
し
た
こ
と
の
内
容
を
文
章
に

し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
わ
た
く
し
の

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
話
は
、
そ
の
頃
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
の

『新
古
今
和
歌
集
の
研
究
』

中
の

「
新
古
今
和
歌
集
注
釈
書
の
話
」
は
、
こ
の

『厳
橿
』
の
拙
文
を
も
と
に

し
て
、
さ
ら
に
わ
た
く
し
の
メ
モ
帳
に
よ
っ
て
補

っ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
く

し
は
そ
の
昭
和
八
年
ご
ろ
か
ら
昭
和
十
八
年
に
か
け
て
訪
書
の
旅
を
続
け
て
い

た
の
で
、
福
井
久
蔵
先
生
の
豊
島
の
お
宅
へ
も
し
ば
し
ば
お
邪
魔
し
て
、
種
々

ご
示
教
を
仰
い
だ
こ
と
で
あ

っ
た
。
福
井
先
生
の
ご
紹
介
で
学
習
院
図
書
館
を

も
訪
ね
て

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
三
巻
本
を
見
た
の
も
、
そ
の
間
の
こ
と
で
あ

っ
た

が
、
福
井
先
生
に
依
頼
し
て
先
生
の
知
る
人
に
学
習
院
本
の

『
を
ら
れ
ぬ
水
』

を
影
写
し
て
も
ら
っ
た
の
は
、
す
で
に
大
東
亜
戦
争
の
始
ま
っ
た
頃
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
福
井
先
生
か
ら
そ
の
影
写
本
を
送
ら
れ
た
頃
は
、
戦
争
も
苛
烈
に
な

っ

て
い
て
、
上
京
も
不
可
能
に
な

っ
て
い
た
か
ら
、
残
念
な
が
ら
わ
た
く
し
は
上

京
し
て
そ
の
影
写
本
と
学
習
院
の
原
本
と
を
校
合
す
る
機
会
を
得
ず
し
て
、
つ

い
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
わ
た
く
し
の
影
写
本
が
ど
こ
ま
で
原
本

に
忠
実
で
あ
る
か
は
、
わ
れ
な
が
ら
自
信
が
な
い
の
で
あ
る
。
学
に
忠
実
で
あ

る
た
め
に
は
、
し
か
も
尾
崎
氏
の
よ
う
に
忠
実
に
小
島
本
と
飯
田
図
書
館
本
と

を
比
較
す
る
以
上
は
、
わ
た
く
し
の
本
よ
り
も
直
接
学
習
院
本
に
当
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
の
方
が
、
学
に
忠
実
な
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
ま
た
学
界
を
益
す
る

こ
と
も
、
よ
り
多
大
で
あ
ろ
う
し
、
学
者
た
る
者
は
、
そ
れ
だ
け
の
良
心
と
労

力
と
を
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
。

ニ

学
習
院
本

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
は
上
中
下
三
巻
で
あ

っ
て
、
下
巻
は
本
居
宣
長

の

『美
濃
の
家
つ
と
折
添
』
の
補
正
的
注
釈
で
あ
る
。
こ
れ
を
三
冊
と
も
新
古

今
集
の
歌
の
注
釈
の
よ
う
に
書
い
た
の
は
、
福
井
先
生
で
あ
り
、
わ
た
く
し
も

ま
た
そ
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
尾
崎
知
光
氏
の
指
摘
す
る
と
お

り
で
あ
る
。
飯
田
市
立
図
書
館
に
は

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
は
二
部
あ
る
が
、
二
部

と
も
新
古
今
集
だ
け
の
注
釈
書
で
五
冊
の
完
本
で
あ
る
。
学
習
院
本
よ
り
も
注

釈
歌
集
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
尾
崎
知
光
氏
の
上
記

『説
林
』
の
論

文
に
く
わ
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
郷
土
史
家
市
村
成
人
氏
編
す
る
と
こ
ろ
の

『
下
伊
那
郡
誌
資
料
』
下
巻

（下
伊
那
郡
役
所
発
行
）
等
に
は

『
を
ら
れ
ぬ
水
』

六
巻
六
冊
と
な

っ
て
い
る
が
、
実
際
は
五
巻
五
冊
で
あ
る
。

『下
伊
郡
郡
誌
資

料
』
に
も

「
を
ら
れ
ぬ
水
の
歌
に
よ
り
て
名
づ
く
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
書
名

は
、
尾
崎
知
光
氏
の
い
う
如
く
、
古
今
集
春
上
の
歌

「
春
ご
と
に
流
る
る
川
を

花
と
見
て
を
ら
れ
ぬ
水
に
袖
や
ぬ
れ
な
む
」
の
歌
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『下
伊
那
郡
誌
資
料
』
の
福
住
清
風
の
条
に
は
、
今
日
残

っ
て
い
る
清
風
の
著

書
十

一
種
を
列
記
し
、
そ
れ
ら
に
詳
細
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
書

に
は
、
下
伊
那
郡
座
光
寺
村

（現
在
は
飯
田
市
座
光
寺
）
の
北
原
家
に
は

『
を

ら
れ
ぬ
水
』
は

『
野
中
水
』
の
題
名
で
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
や
は
り
六
冊
本
で

あ
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
飯
田
市
立
図
書
館
長
今
村
兼
義
氏
が

わ
た
く
し
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ぎ
北
原
家
を
訪
間
せ
ら
れ
て
、
調
査
の
結
果
を
知

ら
せ
て
下
さ
れ
た
書
簡
に
よ
る
と
、
北
原
家
の

『
野
中
水
』
も
や
は
り
五
冊
本

で
、
そ
の
内
容
も
ほ
ぼ
飯
田
市
立
図
書
館
本
の

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
と
同
じ
で
あ

る
が
、
も
ち
ろ
ん
小
異
は
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
な
お
、
北
原
家
に
は
、

こ
の
書
の
ほ
か
に
清
風
の
著
書
の
写
本
が
数
種
保
存
さ
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
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北
原
家
は
も
と
座
光
寺
村
の
名
主
の
家
が
ら
で
あ
り
、
福
住
清
風
の
弟
子
北
原

稲
雄
の
子
孫
で
あ
る
。

学
習
院
本

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
に
は
清
風
の
子
久
樹
と
い
う
人
の
序
文
が
あ

っ

て
、
そ
れ
に
は
天
保
六
年
弥
生
と
い
う
識
詰
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
序
の
内
容
に

は
桜
木
に
彫

っ
て
書
物
と
し
て
上
梓
す
る
旨
を
し
る
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
写

本
は
そ
の
ま
ま
印
刷
に
付
す
る
つ
も
り
で
浄
書
さ
れ
江
戸
へ
運
び
こ
ま
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局
上
梓
さ
れ
ず
、
め
ぐ
り
巡

っ
て
学
習

院
の
所
蔵
に
帰
し
た
ら
し
い
。
そ
の
序
文
は
本
文
と
は
別
筆
で
、
本
文
の
方
は

飯
田
図
書
館
本
と
同
筆
で
あ
る
か
ら
、
清
風
の
自
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

北
原
家
の

『
野
中
水
』
も
清
風
の
自
筆
で
あ

っ
て
、
そ
の
奥
書
に
は

「
天
保
十

四
年
九
月
笹
垣
清
風
し
る
す
」
と
ぁ
る
由
で
あ
る
。
こ
れ
も
飯
田
図
書
館
本
と

同
筆
と
い
う
こ
と
で
ぁ
る
か
ら
、
清
風
は
幾
つ
も
自
筆
本
を
作

っ
て
、
そ
れ
を

高
弟
た
ち
に
頒
ち
与
え
た
ら
し
く
、
飯
田
市
立
図
書
館
に
も
同
じ
自
筆
本
が
二

部
存
在
し
て
い
る
。
清
風
は
嘉
永
元
年
九
月
七
十

一
歳
で
没
し
て
い
る
か
ら
、

天
保
年
間
は
清
風
晩
年
も

っ
と
も
そ
の
学
問
の
円
熟
し
た
頃
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
今
日
残

っ
て
い
る
自
筆
写
本
は
い
づ
れ
も
そ
の
天
保
年
間
に

書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
写
本
の
識
詰
か
ら
推
定
し
て
、
学
習
院
本
が

先
き
に
出
来
、
飯
田
図
書
館
本
や
北
原
家
本
が
後
に
出
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

後
の
も
の
ほ
ど
内
容
が
精
緻
に
な

っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も

『
美
濃

の
家

つ

と
』
や

『
尾
張
の
家
つ
と
』
の
説
を
参
照
し
て
、
そ
れ
ら
の
説
を
訂
正
し
た
り

補
足
し
た
り
し
て
お
り
、
採
り
あ
げ
て
い
る
新
古
今
集
の
歌
も

『
尾
張
の
家
つ

と
』
が
選
抄
し
た
も
の
の
範
囲
内
の
歌
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
家
つ
と
」
の
説

と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
に
は
、

『
美
濃
の
家
つ
と
』
の
説
を
指
し
て
い
る
場

合
も
あ
れ
ば
、

『
尾
張
の
家
つ
と
』
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
飯
田

図
書
館

・
本
や
北
原

‥家
本
は
新
古
今
集
だ
け
で
五
冊

・に
な

っ
て
い
て
、

『
美
濃

′の

家
つ
と
折
添
』
は
含
ん
で
い
な
い
。
飯
田
図
書
館
に
は

『
折
添
』
の
歌
に
つ
い

て
は
別
に

『
な
ご
り
の
な
み
』
上
下
二
冊
と
し
て
残

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
詳
し
く
は
前
記

『説
林
』
の
尾
崎
知
光
氏
の
解
説
文
に
し
る
す
と
お

り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
学
習
院
本

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
序
文
に
、
清
風
の
子
久
樹
と
い

う
人
の
識
詰
が
あ
る
と
前
述
し
た
。
清
風
に
は
春
年
と
号
す
る
子
の
あ
る
こ
と

は
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
久
樹
と
い
う
子
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。

し
か
し
、
学
習
院
本

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
序
文
で
見
る
限
り
、
久
樹
と
い
う
子

の
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

『伊
那
歌
道
史
』
の
附
録
年
表
に

よ
れ
ば
、
植
松
茂
岳
が
飯
田
に
来
た
時
、
文
政
十

一
年
六
月
二
日
の
茂
岳
を
囲

ん
で
の
酒
席
に
清
興
等
六
人
が
出
席
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
久
樹
と
い
う
名

が
見
え
る
か
ら
、
当
時
久
樹
と
名
乗
る
人
が
、
そ
れ
が
清
風
の
子
で
あ
る
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
飯
田
に
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『伊
那
歌

道
史
』
の
著
者
村
沢
武
夫
氏
も
久
樹
と
い
う
人
の
こ
と
は
ご
存
じ
で
な
い
。
ま

た
、
昭
和
二
十
二
年
の
飯
田
の
大
火
で
、
福
住
家
の
あ
た
り
も
焼
失
し
た
か
ら
、

同
家
所
蔵
の
遺
品
の
す
べ
て
が
そ
の
時
烏
有
に
帰
し
、
清
風
の
子
孫
の
人
も
駒

が
根
の
方
へ
移
転
し
て
し
ま
っ
て
、
清
風
家
の
墓
も
無
縁
墓
に
な

っ
て
い
る
か

ら
、
今
日
で
は
久
樹
な
る
人
の
こ
と
を
知
る
よ
し
も
な
い
そ
う
で
あ
る
。
清
風

一
家
の
墓
は
飯
田
市
江
戸
町
の
正
永
寺
に
あ
る
か
ら
、
わ
た
く
し
は
念
の
た
め

正
永
寺
を
訪
ね
て
見
た
け
れ
ど
も
、
現
住
職
は
数
年
前
に
入
山
せ
ら
れ
た
の
で
、

昔
の
こ
と
は
ご
存
じ
な
く
、
ま
た
古
い
過
去
帳
は
見
る
に
よ
し
な
く
、
現
在
で

は
当
寺
檀
家
の
過
去
の
過
去
帳
か
ら
抄
出
し
て
そ
れ
を
没
年
月
順
に
配
列
し
た

一
覧
表
の
よ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
親
子
兄

弟
関
係
と
か
本
家
分
家
の
関
係
な
ど
は
全
然
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
く
寺
の
過
去

帳
で
は
養
子
にヽ
行

っ
た
人
の
場
合
な
ど
は
そ

・の
名
前
や
没
年
は
養
家
の
菩
提
寺



ら
過
去
帳
．に
所
属
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、

当
キ
の
過‥
去
帳
．に
に
出
て
こ
な
い
０
み

ろ
う
。
久
樹
と
い
う
人
の
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
結
局
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

わ
た
く
し
の
一
つ
の
推
定
と
し
て
、
清
風
の
嫡
男
春
年
は
ま
た
松
年
と
も
号
し

た
と
い
う
か
ら
、
松
は
長
寿
の
樹
で
あ
る
に
因
ん
で
ま
た
久
樹
と
も
号
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
単
な
る
推
定
に
過
ぎ
な
い
が
、

も
し
春
年
と
久
樹
と
が
同

一
人
物
だ
と
す
る
と
、
年
齢
的
に
も
、
そ
の
経
歴
の

上
か
ら
も
矛
盾
が
生
じ
な
い
。
福
住
春
年
は
安
政
三
年
五
十
八
歳
で
没
し
て
い

る
か
ら
、
文
政
十

一
年
は
二
十
八
歳
ぐ
ら
い
、
天
保
六
年
は
三
十
七

・
八
歳
に

当
る
。
春
年
は
ま
た
父
に
歌
文
を
学
び
、
著
書
も
あ
る
よ
し

『伊
那
歌
道
史
』

等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
現
存
の
清
風
の
家
系
に
は
、
清
風
の
子
に
春
年

一
人

だ
け
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
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『伊
那
歌
道
史
』
に
よ
る
と
、
福
住
清
風
は
早
く
、
文
化
二
年
に
服
部
菅
雄

に
入
門
し
た
と
い
う
。
菅
雄
は
遠
江
の
人
で
あ
り
、
遠
江
国
島
日
の
宿
の
服
部

家
の
養
子
と
な
り
、
本
居
宣
長
に
入
門
し
、
加
茂
真
淵
間
の
内
山
真
龍
と
も
同

郷
の
よ
し
み
で
交
際
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
信
濃
な
る
菅
雄
へ
真
龍
か
ら
贈

つ
た

画
賛
が
現
存
し
て
い
る
。
菅
雄
が
飯
田
に
来
た
の
は
、
文
政
の
初
年
で
、
そ
の

時
清
風
の
家
な
ど
で
し
ば
し
ば
講
筵
を
開
き
歌
会
を
催
し
た
り
し
て
い
る
。
ま

た
、

『伊
那
歌
道
史
』
に
よ
れ
ば
、
菅
雄
よ
り
少
し
遅
れ
て
文
政
五
年
ご
ろ
本

居
宣
長
門
下
の
森
廣
主
が
飯
日
に
来
て
、
清
風
ら
と
交
遊
が
あ

っ
た
。
廣
主
は

も
と
名
古
屋
の
医
者
で
あ
る
が
、
こ
の
伊
那
の
地
に
定
住
し
、
文
政
八
年
こ
の

地
に
没
し
た
と
い
う
。
国
書
に
造
詣
深
く
、
能
結
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
下
伊

那
地
方
に
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
清
風
も
ま
た
そ
の
影
響
下

に
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
文
政
九
年
に
な

っ
て
、
名
古
屋

の
市
岡
猛
彦
が
伊
那
の
地
を
過
ぎ
り
、
ま
た
同
じ
頃
植
松
茂
岳
も
再
三
飯
田
に

来
て
、
飯
日
地
方
の
歌
人
と
交
際
が
あ

っ
た
。
よ
っ
て
、

『伊
那
歌
道
史
』
に

は
、
清
風
の
学
問
は
服
部
菅
雄

。
森
廣
主

。
市
岡
猛
彦

・
植
松
茂
岳
の
四
人
か

ら
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
ど
の
程
度
ま
で
こ
れ

ら
の
人
々
の
影
響
を
受
け
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
清
風
は
、
新
古
今

集
の
歌
風
を
尊
重
し
、
、
新
古
今
集
の
注
釈
書
を
も
書
い
て
い
る
。
上
記
の
菅

雄

・
廣
主

。
猛
彦
は
本
居
宣
長
の
門
下
で
あ
り
、
茂
岳
は
宣
長
門
下
で
あ

っ
た

父
有
信
の
家
学
を
受
け
継
ぎ
、
ま
た
本
居
大
平
等
に
も
学
ん
だ
人
で
あ
る
。
つ

ま
り
四
人
共
鈴
の
屋
直
系
の
人
で
あ
り
、
猛
彦
に
は
ま
た

『新
古
今
集
も
ろ
か

づ
ら
』
の
著
書
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
風
に
は
新
古
今
集
尊
重
か
つ
注
釈
と

い
う
点
で
宣
長
系
歌
学
が
影
響
し
て
い
る
と
信
じ
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

由
来
、
本
居
宣
長
は
新
古
今
集
を
も
尊
重
し
た
国
学
者
で
あ
り
、
自
ら
新
古

今
集
の
注
釈
書
を
も
書
い
て
い
る
。
従

っ
て
、
そ
の
門
流
に
は
新
古
今
集
を
崇

拝
す
る
学
者
が
多
く
、
新
古
今
集
の
研
究
や
注
釈
が
そ
の
門
流
か
ら
数
多
く
出

て
い
る
。
清
風
が
新
古
今
集
を
崇
拝
し
て

『呼
子
鳥
』
と
い
う
歌
論
書
を
著
し
、

新
古
今
集
の
注
釈
書
た
る

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
を
書
い
た
の
も
、
や
は
り
宣
長
系

の
学
風
を
継
承
し
た
も
の
と
言
う
べ
く
、
そ
れ
も
宣
長
よ
り
直
接
継
承
し
た
と

い
う
ょ
り
、
前
記
飯
田
訪
間
の
宣
長
系
学
者
か
ら
の
学
統
を
継
承
し
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
清
風
の
住
居
の
筋
向
か
い
に
住
し
た
千
葉
葛
野
は
、
清
風
と

年
齢
的
に
開
き
が
あ
り
、
後
に
は
江
戸
に
出
て
門
戸
を
張

っ
た
人
で
あ
る
が
、

飯
田
在
住
中
は
清
風
と
も
交
渉
が
あ
り
、
飯
田
に
や
っ
て
来
た
前
記
本
居
系
学

者
の
講
筵
に
も
列
ら
な
り
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
新
古
今
集
に
深
い
関
心

を
示
し
、

『新
古
今
集
十
人
百
首
』
と
い
う
新
古
今
集
に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
理

解
を
示
し
た
著
述
を
も
残
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
清
風
等
に
本
居
系

歌
学
が
大
き
く
影
響
し
た

一
つ
の
傍
証
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。



青
氏
は
、
そ
の
仁
記
に
よ
れ
ば
、
伊
那
の
地
．を
離
れ
た
こ
と
な
く
、
全
く
郷，

土
歌
人
と
し
て
終
っ
た
人
で
あ
る
か
ら
、
『信
濃
人
物
誌
』
等
に
は
載
せ
ら
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
名
は
全
国
的
に
廣
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

『
国
学
者

伝
記
集
成
』
に
も
出
て
来
な
い
。
上
記
の
よ
う
に
そ
の
学
統
は
宣
長
系
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
細
か
い
具
体
的
問
題
に
な
る
と
、
独
学
開
眼
の
要
素

が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
れ
は
安
永
七
年
の
生
れ
で
あ
る
が
、
文
政
年
間

ま
で
は
専
ら
修
学
時
代
で
あ

っ
て
、
前
記
の
来
伊
那
峡
の
学
者
に
教
え
を
受
け

な
が
ら
、
傍
ら
ま
た
自
ら
も
研
学
に
努
め
た
よ
う
で
あ
る
。
清
風
は
家
業
と
し

て
賣
薬
商
を
営
む
傍
ら
、
ま
た
貸
本
業
を
も
営
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
書
物
を
入

手
す
る
に
は
便
益
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
宣
長
の
著
書
な
ど
も
夙
く
読
ん
で

い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
天
保
年
代
に
入

っ
て
初
め
て
自
家
の
歌
学
を
樹
立

し
、
人
に
も
教
授
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
著
書
で
執
筆
年
月
の
明
ら
か

な
も
の
は
、
い
ず
れ
も
天
保
に
入
っ
て
か
ら
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の

も
の
も
恐
ら
く
天
保
時
代
の
書
写
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
学
習
院

本

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
序
文
は
、
清
風
家
学
創
設
の
記
念
碑
と
し
て
ま
ず
そ
の

新
古
今
集
注
釈
書
を
出
版
し
よ
う
と
し
た
自
負
の
ほ
ど
を
物
語

っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

清
風
の
学
問
は
作
歌
の
助
け
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
従

っ
て
そ
の

著
述
も
、
歌
語
に
特
別
に
留
意
し
、
助
詞
の
使
用
や
語
法
に
注
意
を
払

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
桃
沢
夢
宅
と
の
論
争
な
ど
も
専
ら
語
格
に
関
す

る
も
の
で
あ

っ
た
し
、

「
」
と
の
つ
か
ね
を
』
と
い
う

「
て
に
を
は
」
や
語
格

に
関
す
る
著
書
も
あ
る
。

「
」
と
の
つ
か
ね
を
』
に
は
宣
長
の

『
詞
の
玉
緒
』

の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

『
詞
の
玉
緒
』
は
天
明
五
年
五
月
に
出
版

せ
ら
れ
て
い
る
。
清
風
は
、
ま
た
注
釈
書
に
お
い
て
も
、
助
詞
や
語
法
に
特
別

の
注
意
を
払

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
れ
の
注
釈
の
大
き
な
特
徴
と
も
な

っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
の
新
古
今
集
‥

の
歌
の
江
釈
に
っ
い
て
も
、

宣
長
や
石
原
正
明
の
よ
う
に
歌
の
価
値
判
断
に
つ
い
て
の
論
は
ほ
と
ん
ど
し
て

い
な
い
。
歌
の
助
詞
や
語
法
的
解
釈
に
専
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前

に
あ
げ
た
歌
論
も
し
く
は
作
歌
法
書
と
も
い
う
べ
き

『
呼
子
鳥
』
を
読
む
と
、

和
歌
に
は
調
べ
と
い
う
も
の
が
非
常
に
大
切
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
歌
詞

の
選
択
と
い
う
こ
と
に
深
く
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
説
き
、
例
証
を
あ
げ

て
懇
切
を
き
わ
め
て
い
る
。
そ
の
例
証
か
ら
推
定
す
る
に
、
清
風
は
、
本
居
春

庭
の

『詞
の
か
よ
ひ
路
』
な
ど
を
も
熟
読
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、

『詞
の
か
よ
ひ
路
』
の
本
居
大
平
の
序
文
に
は
文
政
十

一
年
秋
の
識
語

が
あ
る
。

五

清
風
は
そ
の
作
歌
の
範
を
新
古
今
集
に
採
っ
た
。
し
か
し
、
新
古
今
集
か
ら

は
定
家
や
俊
成
女
の
よ
う
な
感
覚
的
象
徴
派
風
な
難
解
な
歌
風
を
学
ば
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
俊
成
や
後
鳥
羽
上
皇
等
の
実
感
尊
重
の
情
緒
派
的
歌
風
を
学
ん

だ
。
歌
調
は
流
麗
で
あ
り
、
本
歌
取
り
も
は
な
は
だ
巧
み
で
あ
る
が
、
歌
語
の

象
徴
的
使
用
に
欠
け
て
い
た
。
そ
の
家
集
を

『
し
づ
た
ま
き
』

（別
名

『花
か

た
み
』
）
と
い
う
。
今
、
そ
の
中
か
ら
、　
一
二
一の
例
を
引
く
と
、
次
ぎ
の
ご

と
く
で
あ
る
。

月
前
梅

も
り
く
る
か
軒
ば
の
月
も
ぅ
め
が
か
も
春
や
む
か
し
の
袖
を
た
づ
ね
て

秋
　
夕

虫
の
名
の
ま
つ
と
せ
し
ま
の
蓬
生
も
鳴
く
ね
も
か
る
る
秋
の
夕
ぐ
れ

右
は
本
歌
取
り
や
縁
詰
。
掛
け
詞
の
一
例
で
あ
る
。
前
者
は
、
新
古
今
集
春

上
の
「
梅
の
花
誰
が
袖
ふ
れ
し
匂
ひ
ぞ
と
春
や
昔
の
月
に
間
は
ば
や
」
等
の
歌



に
本
づ
き
、
後
者
は
新
古
今
集
恋
四
の

「
な
ら
ひ
こ
し
誰
が
い
つ
は
り
も
ま
だ

知
ら
で
待
つ
と
せ
し
ま
の
庭
の
蓬
生
」
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
ま

つ
」

「
か
る
る
」
を
掛
け
詞
と
し
、
流
麗
の
歌
調
を
歌
ひ
あ
げ
て
い
る
。

日

ぐ

ら

し

真
葛
は
も
秋
風
ま
た
で
か
へ
る
べ
き
け
し
き
の
森
の
日
ぐ
ら
し
の
声

な
ど
は
、
新
古
今
調
の
優
麗
な
調
べ
の
歌
の
一
例
で
あ
る
。
彼
れ
の
こ
の
よ

う
な
歌
風
を
彼
れ
は
新
古
今
集
の
長
所
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

「
み
よ
し
野
は
山
も
か
す
み
て
し
ら
雪
の
ふ
り
に
し
里
に
春
は
来
に

け
り
」
の
歌
を
激
賞
し

（
『呼
子
鳥
』
の
説
）
、
こ
の

「
み
よ
し
野
は
」
の
歌

を
本
歌
に
と
っ
て

み
よ
し
野
は
山
も
か
す
み
て
し
ら
雪
の
ふ
り
し
世
し
の
ぶ
春
は
き
に
け
り

と
い
う
歌
を
作

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
古
今
集
の
鑑
賞
者
と
し
て
は
、
そ

の

一
面
を
捉
ら
え
て
、
他
の
一
面
を
見
の
が
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
尤
も
彼
れ
の
理
解
す
る
限
り
で
の
新
古
今
集
の
歌
風
を
よ
く
彼
れ
の
歌

は
模
写
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
言
い
お
と
し
た
が
、

『
を
ら
れ
ぬ
水
』
に
お
い
て
、
清
風
は
、
助
詞

「
に
」
と

「
よ
り
」
と
は
互
い
に
意
味
を
通
わ
し
て
用
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と

を
力
説
し
、
た
と
え
ば
、
太
上
天
皇
の
御
歌

「
ほ
の
ぼ
の
と
春
こ
そ
空
に
来
に

け
ら
し
」
の

「
空
に
」
の

「
に
」
は

「
よ
り
」
の
意
で
あ
る
と
し
、

「
空
よ
り

来
に
け
ら
し
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
天
の
香
久
山

か
す
み
た
な
び
く
」
の

「
天
の
香
久
山
」
は
万
葉
集
で
は

「
天
降
り
つ
く
天
の

香
久
山
と
歌
わ
れ
て
天
よ
り
降

っ
た
山
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
空
か
ら
春

が
来
る
の
に
縁
が
あ
る
の
で
あ
る

（
『飯
田
図
書
館
本
を
ら
れ
ぬ
水
』
）
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
清
風
は
万
葉
集
に
も
相
当
造
詣
が
あ

っ
た
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。
彼
れ
の
学
殖
の

一
端
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
、
清
風
は
歌
人
を
以
て
自
ら
を
任
じ
て
い
た
。
そ
し
て
歌
人
と
し

て
歌
調
を
重
ん
じ
る
た
め
に
歌
語
を
も
重
視
し
た
。
歌
語
を
重
視
す
る
た
め
に
、

古
歌
に
つ
い
て
歌
語
を
勉
強
し
、
て
に
を
は
や
語
格
の
勉
強
も
し
た
。
彼
れ
の

学
問
は
、
彼
れ
の
歌
人
修
業
の
一
環
で
あ

っ
た
。

六

わ
た
く
し
は
、
今
、
こ
の
一
文
を
草
し
な
が
ら
、
飯
田
の
町
に
つ
い
て
の
印

象
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
飯
田
市
は
昭
和
二
十
二
年
の
大
火
の

結
果
で
あ
ろ
う
か
、
新
し
い
市
街
づ
く
り
に
努
力
し
、
碁
盤
の
日
の
よ
う
な
街

路
整
備
、
整
然
と
し
た
家
並
み
造
り
、
所
々
に
設
け
た
小
公
園
や
噴
水
、
り
ん

ご
の
並
木
通
り
に
象
徴
さ
れ
る
調
和
の
と
れ
た
麗
わ
し
い
街
づ
く
り
に
成
功
し

て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
小
雨
に
け
ぶ
る
信
号
灯
の
火
の
美
し
さ
に
心
惹
か
れ

た
飯
田
市
内
の
一
日
を
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
山
な
み
も
ま
た
美
し

く
、
人
情
に
も
厚
い
町
で
あ

っ
た
。
宿
を
主
税
町
の
三
宜
に
と
っ
た
が
、
そ
の

こ
ま
や
か
な
主
ぶ
り
に
は
、
心
あ
た
た
ま
る
も
の
が
あ

っ
た
。
飯
田
市
教
育
委

員
会
の
社
会
教
育
課
長
や
正
永
寺
の
ご
住
職
や
村
沢
武
夫
氏
と
そ
の
ご
家
族
や

飯
田
市
立
図
書
館
の
館
長
今
村
兼
義
氏
を
は
じ
め
図
書
館
員
諸
氏
に
も
懇
切
に

し
て
い
た
だ
い
た
。
皆
さ
ん
に
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

わ
た
く
し
は
飯
日
の
町
に
幾
日
か
宿

っ
た
。
居
心
地
が
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
、
堀
氏
の
長
姫
城
址
を
見
、
菱
田
春
草
の
旧
居
地
を

見
、
春
草
の
墓
を
展
し
た
。
春
草
は
明
治
の
中
期
に
結
城
素
明
等
と
無
声
会
を

結
成
し
、
日
本
画
壇
に
新
風
を
画
し
た
人
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
無
声
会
の

絵
画
運
動
が
金
子
薫
園
等
の
明
治
の
新
し
い
短
歌
に
お
け
る
叙
景
詩
運
動
に
影

響
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
春
草
を
展
墓

し
た
ら
、
そ
の
傍
ら
近
く
に
、
日
夏
取
之
助
の
立
派
な
墓
が
あ

っ
た
。
日
夏
取



之
助
は
飯
田
の
人
で
あ
り
、
そ
の
晩
年
は
こ
の
郷
里
に
帰

っ
て
死
ん
だ
。
わ
た

く
し
に
は
、
詩
人
と
し
て
の
日
夏
取
之
助
よ
り
も
、

『
明
治
大
正
新
詩
史
』
の

著
者
と
し
て
の
日
夏
秋
之
助
の
方
が
懐
し
い
の
で
あ
る
。
若
き
日
の
わ
た
く
し

が
こ
の
書
に
啓
発
さ
れ
た
数
々
の
思
い
出
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
心
を
こ
め
て

ね
も
ご
ろ
に
お
詣
り
を
し
た
。
そ
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
そ
の
日
夏
氏
の
墓
の

並
び
に
、
高
山
樗
牛
な
き
あ
と
の
明
治
の
論
壇
に
活
躍
し
た
帝
国
文
学
派
の
文

人
樋
口
龍
峡
の
堂
々
た
る
墓
を
見
出
で
た
の
で
あ
る
。
龍
峡
は
日
夏
氏
と
同
族

ら
し
い
。
龍
峡
と
い
う
号
も
天
龍
峡
か
ら
取
っ
て
来
た
も
の
ら
し
く
、
大
正
時

代
か
ら
郷
里
か
ら
代
議
士
と
し
て
出
て
政
界
に
も
活
躍
し
た
由
、
そ
の
墓
碑
銘

に
誌
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、
な
つ
か
し
い
名
で
あ

っ

た
。飯

日
の
図
書
館
で
は
、
そ
の
書
架
の
一
部
を
区
切

っ
て
、
郷
土
出
身
の
文
人

の
著
作
や
郷
土
に
因
み
あ
る
図
書
を
隈
な
く
集
め
て
展
示
し
、　
一
般
に
公
開
し

て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
わ
が
郷
里
の
図
書
館
と
比
較
し
て
、
羨

望
を
も

っ
て
眺
め
た
こ
と
で
あ

つ
た
。

伊
郡
の
地
は
、
わ
た
く
し
の
恩
人
春
日
政
治
先
生
の
郷
里
で
あ
る
が
、
先
生

は
上
伊
郡
郡
の
出
身
で
あ
り
、
飯
田
市
は
下
伊
郡
に
属
し
て
い
る
。
上
伊
郡
と

下
伊
那
と
は
、
同
じ
伊
郡
で
は
あ
る
が
、
そ
の
間
に
山
を
挟
ん
で
、
土
地
が
ら

や
文
化
に
相
違
が
あ
る
。
そ
の
文
化
圏
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
伊
那

は
高
遠

・
諏
訪
を
経
廻
し
て
江
戸
に
通
じ
て
い
る
が
、
下
伊
那
は
天
龍
川
に
沿

う
て
三
河
遠
江
に
交
通
の
便
を
求
め
、
名
古
屋
の
文
化
圏
に
属
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
福
住
清
風
等
の
文
学
も
ま
た
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

全

九
八
〇
年
九
月
十
日
し
る
す
）
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