
宣
長
は
著
述
活
動
の
当
初
か
ら
歌
を
扱
い
終
生
歌
を
好
み
詠
孜
続
け
た
人
で

あ
る
。
彼
は
歌
に
対
す
る
好
み
を
自
ら
の
性
癖
と
納
得
す
る
の
糸
で
は
な
く

（
清
水
吉
太
郎
宛
書
簡
）
、
「
天
性
自
然
ナ
ク
テ
カ
ナ
ハ
ヌ
モ
ノ
」
（
排
蔵
小

船
三
九
。
数
字
は
筑
摩
版
全
集
の
段
分
け
に
よ
る
）
と
歌
を
有
情
の
人
た
る
も

の
の
生
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
彼
の
思
想
を
扱
う
上
で
彼
が
歌
に

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

宣
長
は
そ
の
歌
稿
で
あ
る
『
石
上
稿
』
に
花
見
会
の
時
に
詠
ん
だ
歌
と
し
て

「
さ
か
り
な
る
桜
の
花
に
む
か
ひ
ゐ
て
歌
よ
む
計
た
の
し
き
は
な
し
」
（
明
和

二
）
と
記
し
、
さ
ら
に
晩
年
に
至
る
ま
で
桜
の
歌
を
夜
ご
と
「
も
の
ぐ
る
ほ

し
」
（
枕
の
山
）
と
詠
み
呆
け
た
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
の
桜
観
を
問
題
に
し

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
に
お
い
て
桜
自
体
が
愛
惜
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
桜
は
ほ
ぼ
恒
例
と
な
っ
て
い
る
歌
会
の
円
居
の
な
か
の
も
の
で
も
あ
り
、

「
い
た
つ
ら
に
桜
は
見
め
や
歌
よ
め
と
い
は
い
は
か
り
の
花
の
に
ほ
ひ
を
」

（
同
）
と
歌
に
よ
っ
て
そ
の
愛
着
が
全
う
さ
れ
よ
う
と
し
、
ま
た
「
し
ぬ
は
か

は
じ
め
に

本
居
宣
長
に
お
け
る
歌
の
様
相

り
思
は
む
恋
も
さ
く
ら
は
な
見
て
は
し
ば
し
は
忘
れ
も
や
せ
む
」
「
お
い
の
く

せ
人
や
わ
ら
は
む
桜
花
あ
は
れ
ノ
ｆ
、
と
同
し
言
し
て
」
「
桜
に
は
心
も
と
め
で

後
の
世
の
花
の
う
て
な
を
思
ふ
お
ろ
か
さ
」
（
同
）
等
と
恋
や
老
い
や
後
世
に

か
け
て
、
あ
る
い
は
「
同
し
く
は
春
の
さ
く
ら
の
木
本
に
さ
か
せ
て
し
か
な
萩

も
尾
花
も
」
（
同
）
と
一
種
異
様
な
感
さ
え
漂
わ
せ
て
他
季
の
景
物
や
、
そ
の

他
天
地
鬼
神
等
に
か
け
て
も
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
桜
や
梅
を
は
じ
め

「
花
の
さ
だ
め
」
（
玉
勝
間
六
の
巻
）
を
す
る
所
で
「
歌
に
も
よ
み
た
ら
ず
、

ふ
る
き
物
に
も
、
見
え
た
る
こ
と
な
ぎ
は
、
心
の
な
し
に
や
、
な
つ
か
し
か
ら

ず
お
ぽ
ゆ
か
し
、
さ
れ
ど
そ
れ
は
た
、
ひ
と
や
う
な
る
ひ
が
こ
上
ろ
に
や
あ
ら

む
」
と
い
う
よ
う
に
桜
は
古
歌
や
古
書
の
背
景
を
負
っ
て
あ
ら
か
じ
め
選
別
さ

れ
て
宣
長
の
眼
前
に
あ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
彼
の
愛
着
が
説

明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
さ
ら
に
彼
は
「
書
よ
め
は
心
の
う
ち
に

時
わ
か
す
花
も
咲
け
り
月
も
す
み
け
り
」
「
た
の
し
ゑ
は
く
さ
ｊ
ｆ
、
あ
れ
と
よ

の
中
に
書
よ
む
は
か
り
た
の
し
き
は
な
し
」
（
石
上
稿
ふ
み
よ
ゑ
百
首
寛
政
一

二
）
と
も
詠
む
よ
う
に
、
彼
に
お
い
て
楽
し
み
の
あ
り
か
は
、
か
か
る
、
花
と

い
う
物
と
歌
や
書
、
あ
る
い
は
桜
と
い
う
物
や
「
天
性
自
然
」
が
要
求
す
る
も

山
田
隆
信

五
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の
で
あ
っ
た
歌
と
い
う
行
為
と
書
を
読
む
こ
と
と
の
二
重
性
の
な
か
に
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
楽
し
み
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

む
ろ
ん
こ
れ
ら
の
歌
が
宣
長
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
に
現
わ
す
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
上
に
引
い
た
よ
う
な
歌
に
は
彼
の
思
い
を
比
較
的
ス
ト
レ
ー
ト
に
出

し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
え
よ
う
が
、
彼
に
と
っ
て
歌
は
一
般
に
「
よ
く
ょ

ま
む
と
か
ま
ふ
る
」
こ
と
「
ま
た
ぐ
歌
に
よ
め
る
ば
か
り
は
あ
ら
ざ
り
し
こ
と

も
有
」
（
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
二
の
巻
）
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
「
せ

ち
に
お
も
ふ
こ
と
を
た
し
か
に
い
は
む
と
て
は
、
ま
こ
と
よ
り
過
て
、
い
ゑ
し

く
な
る
は
、
お
の
づ
か
ら
の
い
き
ほ
ひ
ぞ
か
し
」
（
同
）
と
い
う
よ
う
に
、
全

く
別
の
趣
き
を
歌
に
込
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
桜
に
対
す

る
愛
着
と
い
う
彼
に
と
っ
て
の
「
ま
こ
と
」
は
「
ま
こ
と
よ
り
過
」
ぎ
た
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
そ
現
わ
れ
「
た
し
か
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
剰
さ
は

「
ま
こ
と
」
を
超
え
出
る
こ
と
で
は
な
く
「
ま
こ
と
」
に
徹
す
る
こ
と
だ
と
い

え
よ
う
。
宣
長
は
、
歌
友
だ
ち
と
連
れ
立
っ
て
の
花
見
の
帰
り
の
「
あ
る
人
の

言
」
（
玉
勝
間
七
の
巻
）
と
し
て
「
ま
る
は
、
歌
ょ
ま
む
と
、
思
ひ
め
ぐ
ら
し

け
る
程
に
、
け
ふ
の
花
は
、
い
か
に
有
け
む
、
こ
ま
や
か
に
も
見
ず
な
り
い
」

と
い
う
の
を
あ
げ
「
ま
こ
と
は
た
れ
も
さ
も
あ
る
こ
と
」
と
、
歌
に
詠
ま
れ
よ

う
と
す
る
桜
と
実
際
に
こ
ま
や
か
に
見
る
桜
と
の
あ
る
乖
離
を
無
視
す
る
の
で

は
な
い
。
し
か
し
こ
ま
や
か
に
見
よ
う
と
す
る
の
は
あ
る
伝
統
的
な
桜
へ
の
愛

着
の
な
せ
る
わ
ざ
で
も
あ
る
。
彼
に
お
い
て
、
あ
る
共
同
の
世
界
や
書
や
歌
と

の
関
係
を
抜
き
に
し
て
桜
の
花
が
咲
い
て
い
る
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

宣
長
に
源
氏
物
語
を
教
戒
の
具
と
す
る
の
は
た
と
え
ば
桜
の
木
を
切
っ
て
薪

に
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
（
紫
文
要
領
巻
下
）
、

そ
こ
で
「
薪
は
実
用
の
大
切
な
る
物
也
。
花
見
る
は
あ
た
事
也
」
「
桜
は
た
上

い
つ
迄
も
物
の
あ
は
れ
の
花
を
め
で
む
こ
そ
ほ
い
な
ら
め
」
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
桜
は
あ
る
限
定
さ
れ
た
場
面
で
の
物
で
あ
る
。
た
だ
「
実
用
」
で
あ
れ

「
あ
た
事
」
で
あ
れ
い
づ
れ
も
「
大
切
」
で
あ
り
「
ほ
い
」
で
あ
っ
て
、
そ
の

限
定
が
彼
に
と
っ
て
全
体
的
な
正
否
を
決
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
桜
は
、
そ
れ
を
「
め
て
た
き
花
と
見
る
は
物
の
心
を
し
る
也
」
（
同
巻
上
）

と
桜
と
い
う
物
の
心
を
し
り
そ
し
て
め
で
た
き
か
な
と
感
慨
す
る
「
物
の
あ
は

れ
を
し
る
」
こ
と
や
、
薪
と
す
る
「
心
な
ぎ
事
」
（
同
巻
下
）
と
か
の
桜
へ
の

一
定
の
見
方
や
姿
勢
の
と
り
方
の
問
題
の
中
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
「
歌
は
物
の
あ
は
れ
を
し
る
よ
り
い
て
き
、
又
物
の
哀
は
歌
を
見
る
よ
り

し
る
事
有
」
（
同
）
と
歌
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
桜
へ
の
右
に
見
た
よ
う
な
好
尚
の
あ
り
方
は
彼
に
お

い
て
、
好
尚
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
一
つ
の
物
と
の
出
会
い
方
の
象

徴
と
も
受
け
取
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
に
歌
が
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

か
か
る
歌
に
つ
い
て
宣
長
は
、
自
ら
鰺
し
く
詠
む
以
外
に
、
様
々
な
観
点
か

ら
論
じ
、
歌
の
注
釈
書
も
も
の
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
を
見
渡
し
て
述
べ
る
こ

と
は
こ
こ
で
よ
く
な
せ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
彼
の
歌
と
の
関
わ
り
を
、
主
に

彼
の
歌
の
方
法
へ
の
関
心
を
め
ぐ
り
、
桜
の
よ
う
な
物
事
の
見
方
の
様
相
と
か

ら
ま
せ
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
の
思
想
を
照
明
す
る
一
作
業
と
し
た

い
。

一

先
ず
宣
長
の
歌
へ
の
関
わ
り
方
を
彼
の
歌
学
び
の
本
領
と
思
わ
れ
る
歌
の
注

五
九



釈
書
に
よ
っ
て
見
て
み
た
い
。
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』
か
ら
定
家
の
周

知
の
一
、
二
の
歌
に
つ
い
て
改
作
案
ま
で
提
示
し
て
い
る
宣
長
の
い
う
と
こ
ろ

を
引
い
て
み
る
。

「
大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月
」

（
一
の
巻
）
の
歌
に
つ
い
て
、

「
二
三
の
句
は
、
霞
め
る
空
に
、
梅
香
の
み
ち
た
る
を
、
か
く
い
ひ
な
せ
る

な
り
、
四
の
句
は
、
た
蟹
古
歌
の
趣
を
と
り
て
、
春
の
月
の
さ
ま
也
・
梅
の
に

ほ
ひ
、
か
け
合
た
る
詞
な
き
故
に
、
は
た
ら
か
ず
。
此
句
を
の
ぞ
き
て
、
た
堂

か
す
ゑ
つ
上
に
て
も
聞
ゆ
れ
ば
な
り
」
・

「
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
暮
」
（
二

の
巻
）
に
つ
い
て
は
、

「
二
三
の
句
、
明
石
巻
の
詞
に
よ
ら
れ
た
る
な
る
べ
け
れ
ど
、
け
り
と
い
へ

る
事
い
か
が
」
と
疑
問
を
呈
し
、
そ
の
理
由
を
「
け
り
」
の
意
味
用
法
か
ら

「
そ
も
そ
も
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
は
、
花
も
紅
葉
も
な
か
る
べ
き
は
、
も
と
よ

り
の
事
な
れ
ば
、
今
さ
ら
、
な
か
り
け
り
と
、
歎
ず
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
を

や
」
と
説
明
す
る
。

定
家
の
歌
の
詳
細
な
理
解
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
が
、
ご
く
大
雑
把
に
い
っ

て
い
ず
れ
も
、
あ
る
感
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
、
梅
の
匂
い
と
春
の
夜
の
月

の
織
り
な
す
虚
構
の
世
界
や
非
在
の
花
と
紅
葉
の
垣
間
見
せ
る
虚
の
世
界
の
現

出
が
看
取
さ
れ
る
歌
と
い
え
よ
う
。
宣
長
も
そ
れ
を
顧
慮
し
て
い
な
い
と
は
い

え
な
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
「
か
く
い
ひ
な
せ
る
」
と
か
「
た
堂
か
す
み
つ
上

に
て
も
間
ゆ
」
と
か
、
彼
は
こ
ち
ら
側
の
実
景
の
世
界
あ
る
い
は
そ
の
延
長
上

に
あ
る
世
界
、
後
者
で
い
う
「
も
と
よ
り
の
事
」
の
世
界
に
根
を
下
ろ
し
て
、

も
っ
と
も
た
だ
実
景
と
い
う
の
で
は
な
く
「
古
歌
の
趣
」
を
介
す
る
の
だ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
読
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
一
首
に
詠
ま
れ
て
い

る
と
み
る
情
景
や
趣
向
に
妥
当
な
了
解
し
得
る
詞
づ
か
い
が
な
さ
れ
て
い
る

か
、
そ
の
詞
の
働
き
や
「
か
け
合
」
即
ち
連
係
に
よ
っ
て
一
首
の
意
味
の
世
界

が
緊
密
に
統
一
さ
れ
て
い
る
か
に
注
意
を
向
け
る
。
此
岸
の
世
界
と
の
つ
な
が

り
の
上
に
開
か
れ
る
歌
の
世
界
の
成
立
と
そ
の
繊
細
な
享
受
の
武
器
と
し
て
の

言
辞
措
辞
が
宣
長
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
連
す
る
例
を
、
万
葉
に
拠
る
真
淵
に
叱
ら
れ
な
が
ら
も
な
お
捨
て

る
こ
と
の
な
か
っ
た
室
町
初
期
の
頓
阿
の
歌
の
注
釈
書
で
あ
る
『
草
庵
集
玉

箒
』
の
な
か
か
ら
も
拾
っ
て
み
る
。

「
影
ば
か
り
や
ど
か
る
袖
の
な
み
だ
ゆ
ゑ
空
ゆ
く
月
の
な
に
か
す
む
ら
ん
」

（
巻
一
）
に
つ
い
て
、

「
ま
づ
春
は
空
に
霞
の
た
つ
故
に
、
月
は
も
と
よ
り
か
す
む
也
。
是
全
体
の

さ
ま
也
。
し
か
る
を
今
作
者
の
見
る
所
の
趣
意
は
、
そ
の
理
を
し
ら
ぬ
者
に
な

り
て
、
涙
ゆ
ゑ
に
月
は
か
す
む
と
の
孜
思
ひ
て
読
る
也
」
「
す
べ
て
全
体
の
理

と
、
作
者
の
見
る
心
と
を
、
別
に
わ
き
ま
へ
て
心
得
ざ
れ
ぱ
、
混
雑
し
て
あ
し

ぎ
事
お
ほ
し
」
と
い
い
、

「
秋
天
象
」
と
題
す
る
「
ま
ち
出
ぬ
ふ
も
と
の
里
も
な
か
り
け
り
を
の
へ
の

月
や
す
承
の
ぼ
る
ら
ん
」
（
巻
四
）
に
つ
い
て
は
、

「
此
歌
、
や
と
い
ひ
ら
ん
と
留
て
疑
ひ
た
る
事
大
に
不
審
也
。
ぎ
は
め
て
伝

写
の
誤
な
る
べ
し
」
、
そ
の
故
は
「
盲
人
な
ど
の
読
る
歌
」
で
な
い
限
り
、
あ

り
あ
り
と
す
承
の
ぼ
る
月
を
「
も
し
見
た
ら
ば
、
月
や
す
ゑ
の
ぼ
る
ら
ん
と
は

必
い
ふ
ま
じ
ぎ
事
也
。
大
方
歌
の
風
情
は
ざ
ま
人
、
に
よ
む
な
ら
ひ
な
れ
ど

も
、
事
に
こ
そ
よ
れ
、
か
や
う
に
不
都
合
な
る
事
は
、
よ
も
頓
阿
な
ど
は
よ
む

ま
じ
き
也
」
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
宣
長
に
よ
れ
ば
歌
は
物
の
全
体
の
さ
ま
や
理
に
の
っ
と
っ
て

作
者
の
趣
意
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
「
不
都
合
な
る
事
」
へ

の
「
不
審
」
は
い
っ
て
も
、
物
の
全
体
の
様
相
や
思
い
見
る
作
者
の
心
へ
直
ち

に
問
い
か
け
る
方
向
へ
と
進
む
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
都
合
の
つ
い
た
関
係

に
即
し
て
歌
を
見
、
詞
づ
か
い
に
注
意
す
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
西
行
の
「
郭

公
ふ
か
き
峰
よ
り
出
に
け
り
外
山
の
す
そ
に
声
の
お
ち
く
る
」
に
対
し
て
「
深

き
峰
よ
り
と
い
へ
る
、
何
の
用
ぞ
や
。
峰
よ
り
と
は
、
猶
い
ひ
も
す
べ
き
を
、

深
き
と
さ
へ
い
へ
る
、
浅
き
峰
よ
り
出
た
る
時
鳥
は
、
声
の
お
ち
こ
ぬ
も
の
に

や
」
（
美
濃
の
家
づ
と
一
の
巻
）
と
難
を
つ
け
る
よ
う
に
、
合
理
性
や
論
理
に

よ
っ
て
歌
の
読
み
や
批
判
が
な
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
情

態
の
認
識
を
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
経
験
的
習
慣
的
了

解
の
領
域
を
簡
単
に
超
え
出
て
し
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

歌
の
世
界
と
経
験
的
習
慣
的
に
な
じ
ん
だ
あ
る
い
は
な
じ
め
る
世
界
と
が
幸

福
な
合
致
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
、
宣
長
の
立
場
の
根
底
に
あ
り
、
両
者
の
間

に
趣
意
上
の
あ
る
逆
説
や
屈
折
を
見
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
い
づ
れ
か
一
方
に

立
ち
一
方
を
疑
い
虚
無
化
し
た
り
、
そ
の
上
で
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
脱
出
し

よ
う
と
し
た
り
す
る
志
向
は
彼
の
顕
場
す
る
も
の
で
は
な
い
。
定
家
の
よ
う
に

強
い
て
も
歌
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
設
定
は

彼
に
は
希
薄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
は
一
首
の
歌
そ
の
も
の
の
世
界
、
も

と
よ
り
の
現
実
の
世
界
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
確
と
し
た
二
元
的
な
定
立
や
そ
れ
を

通
過
し
て
そ
の
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と
や
絶
対
的
な
一
元
化
へ
の
明
ら
か
な

志
向
は
な
い
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
歌
は
す
で
に
「
息
す
る
」

（
石
上
私
淑
言
巻
一
）
こ
と
に
密
接
す
る
根
源
的
な
活
動
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
『
草
庵
集
玉
箒
』
か
ら
例
を
あ
げ
て
考
え
を
す
す
め
た
い
。

「
野
径
寒
草
」
と
題
す
る
「
霜
枯
の
い
ま
や
草
葉
の
は
て
な
ら
ん
か
ぎ
り
は

見
え
ぬ
武
蔵
野
の
原
」
（
巻
五
）
に
つ
い
て
、

宣
長
は
こ
の
歌
の
上
句
を
倒
句
つ
ま
り
「
今
や
霜
枯
の
果
な
ら
ん
」
と
す
る

先
人
の
注
に
対
し
て
「
此
歌
む
さ
し
野
の
霜
枯
た
る
所
を
見
て
読
る
心
」
と
想

定
し
、
「
霜
枯
た
る
所
を
見
て
、
今
や
霜
枯
の
は
て
な
ら
ん
と
い
ふ
べ
き
や
う

な
く
、
且
こ
の
歌
は
野
の
か
ぎ
り
と
草
の
は
て
と
を
戦
は
せ
た
る
な
れ
ば
、
只

草
葉
の
は
て
と
い
ふ
に
て
事
た
れ
る
を
、
草
葉
の
霜
枯
の
は
て
と
い
ひ
て
は
、

霜
枯
と
い
ふ
事
無
用
な
る
の
み
な
ら
ず
、
却
て
く
だ
ノ
ー
し
く
な
る
也
」
と
批

判
す
る
。
そ
し
て
「
す
べ
て
同
じ
詞
も
つ
か
ひ
や
う
に
よ
り
見
様
に
よ
り
て
、

イ
キ
シ
ニ

活
も
死
も
す
る
こ
と
也
」
「
歌
の
注
は
大
事
の
こ
と
也
」
と
敷
術
す
る
。

次
の
「
野
雪
」
と
題
す
る
「
か
く
て
し
も
色
の
千
種
は
あ
と
も
な
し
雪
の
花

野
の
明
ぼ
の
の
そ
ら
」
（
同
）
に
つ
い
て
は
、

今
詳
し
い
歌
意
へ
の
宣
長
の
注
は
省
く
が
、
雪
の
花
野
と
な
っ
て
も
そ
れ
だ

け
に
か
え
っ
て
千
種
の
色
は
跡
か
た
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
情
景
の
歌
と
し

て
「
し
も
に
は
却
て
の
意
を
ふ
く
め
り
。
此
歌
も
さ
や
う
に
見
る
方
が
意
味
深

き
也
」
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
は
、
か
く
て
し
も
の
し
も
に
却
っ
て
の
意
を
含
む

こ
と
は
先
達
の
さ
た
な
き
事
故
に
、
上
古
の
歌
に
そ
れ
は
あ
っ
て
も
頓
阿
は
そ

の
意
を
こ
め
て
よ
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
設
け
て
、
「
い

か
に
も
頓
阿
も
、
し
も
に
却
て
の
心
を
ふ
く
む
と
い
ふ
事
を
、
ゑ
づ
か
ら
知
て

読
る
に
は
あ
ら
ず
。
然
れ
共
、
古
歌
の
詞
づ
か
ひ
の
意
味
を
わ
き
ま
へ
な
が
ら

も
、
是
は
か
や
う
ｊ
く
、
の
意
味
ぞ
と
さ
し
て
は
み
づ
か
ら
も
え
さ
と
ら
ぬ
事
お

ほ
き
物
に
て
、
中
比
よ
り
の
歌
に
は
そ
の
た
ぐ
ひ
お
ほ
し
。
さ
れ
ば
古
の
詞
つ

か
ひ
の
意
味
を
う
し
な
は
ず
、
か
く
か
な
へ
る
事
も
、
其
作
者
に
と
は
ぱ
、
却

て
ゑ
づ
か
ら
え
い
ひ
と
か
ぬ
事
お
ほ
か
る
べ
し
Ｐ
そ
れ
を
後
世
に
よ
く
考
へ
明
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ら
む
る
が
学
問
也
」
と
答
え
る
。

宣
長
に
よ
れ
ば
あ
る
言
葉
そ
の
も
の
や
事
態
は
ま
だ
活
き
も
死
に
も
し
な
い

潜
在
状
態
に
あ
っ
て
、
ま
だ
何
も
の
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
露
骨

な
顕
在
は
さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
、
事
態
の
詳
細
な
認
識
が
は
か
ら
れ

る
の
で
も
な
か
っ
た
。
歌
は
「
世
の
こ
と
は
り
を
こ
ま
や
か
に
い
ひ
の
べ
、
う

ち
つ
け
に
事
の
心
を
と
き
し
ら
す
る
物
に
は
あ
ら
ず
」
（
石
上
私
淑
言
巻
三
）

で
あ
る
。
も
っ
と
も
彼
に
お
い
て
こ
の
潜
在
状
態
が
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
「
こ
ま
や
か
」
な
沈
黙
の
充
実
と
い
う
べ
き
こ
と
は
思
わ
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
に
「
う
ち
つ
け
」
に
至
り
、
深
く
そ
れ
を
会
得
で
き
る
と
は

か
ぎ
ら
な
い
。
歌
は
我
々
有
情
の
自
然
性
直
接
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
い
な

い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
い
つ
も
深
く
あ
る
い
は
全
体
的
に
作
用
し
か
え
す
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
特
定
の
言
葉
や
事
態
は
あ
る

「
つ
か
ひ
や
う
」
「
見
様
」
に
よ
っ
て
こ
そ
有
意
味
化
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が

深
く
も
浅
く
も
、
活
化
死
化
も
さ
れ
て
現
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
に

お
い
て
そ
れ
以
上
の
意
味
づ
け
が
重
ね
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
何
を
意
味

す
る
か
の
理
解
や
難
解
を
引
き
出
す
条
件
と
し
て
の
詞
づ
か
い
や
そ
の
見
方
が

問
題
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
宣
長
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
意
味
へ
の
過
程
は
、
例
え
ば
旅
の
歌
に

夢
を
見
な
い
こ
と
が
多
く
よ
ま
れ
る
が
そ
れ
を
「
身
の
つ
か
れ
て
ね
が
た
き
と

い
ふ
は
俗
意
」
と
そ
の
身
体
的
直
接
性
を
指
摘
し
て
足
れ
り
と
す
る
の
で
は
な

く
「
な
れ
ぬ
旅
ね
に
て
故
郷
恋
し
く
、
其
う
へ
草
の
枕
な
る
故
に
、
露
霜
雨
風

な
ど
に
な
や
ま
さ
れ
て
ね
ぶ
り
が
た
き
也
」
と
旅
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
情

趣
の
な
か
で
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
「
こ
れ
ら
は
古
き
歌
ど
も

を
見
れ
ば
お
の
づ
か
ら
し
ら
る
上
事
」
と
い
わ
れ
る
（
草
庵
集
玉
箒
巻
九
）
こ

と
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
歌
の
趣
き
や
題
、
そ
れ
に
準
ず
る
既
成
の
風

情
の
世
界
の
内
部
で
の
、
あ
る
い
は
そ
の
介
在
が
あ
る
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
事
象
や
心
象
に
根
本
の
と
こ
ろ
同
調
し
て
関
心
を
持
ち
そ
の
上
で
歌
わ
れ

る
こ
と
、
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
事
象
や
心
象
が
了
解
し
難
く
、
ま
た
無
気

味
さ
を
も
っ
て
迫
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
体
験
を
現
わ
し
伝
え
る

こ
と
と
は
別
の
事
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
別
の
新
た
な
人
間
観
や
世
界
観
を

組
織
し
て
そ
こ
に
取
り
込
も
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
思
い
や
ら
れ
い
い
な
さ

れ
る
領
域
の
確
定
へ
の
作
業
の
な
か
で
扱
お
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
に

お
い
て
無
限
の
営
承
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
共
感
し
う
る
世
界
の
着
実
な
豊
饒
化

の
保
証
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
上
の
二
例
の
歌
の
注
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
宣
長
に
お
い
て
詞
の

「
つ
か
ひ
や
う
」
と
「
見
様
」
、
詠
歌
と
「
歌
の
注
」
や
「
古
の
詞
つ
か
ひ
の

意
味
」
を
「
考
へ
明
ら
む
る
」
「
学
問
」
が
、
一
首
の
意
味
深
さ
や
活
き
死
に

に
お
い
て
重
ね
合
わ
さ
れ
連
続
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん

歌
の
読
承
に
よ
っ
て
そ
の
歌
の
良
否
が
ち
が
っ
て
見
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ

が
、
彼
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
た
だ
古
歌
を
読
む
だ
け
で
な
く
一
事
一
事

折
灸
の
詠
歌
が
、
「
古
歌
の
善
悪
見
え
ざ
れ
ぱ
」
、
「
よ
ろ
し
き
古
歌
」
の
「
ふ

り
を
学
び
な
ら
」
は
な
け
れ
ば
「
ゑ
づ
か
ら
も
よ
き
歌
は
よ
ま
れ
ぬ
事
也
」

（
続
草
庵
集
玉
箒
巻
ご
と
も
い
う
よ
う
に
、
古
歌
の
趣
き
や
詞
づ
か
い
の
度

左
の
新
し
い
注
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
成
立
し
、
か
つ
そ
う
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
じ
じ
つ
宣
長
の
歌
に
は
そ
の
出

来
栄
え
は
別
に
し
て
そ
の
よ
う
な
種
類
の
歌
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
彼
に

と
っ
て
一
首
の
歌
、
よ
き
歌
は
創
造
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
何
ら
か
の
古
歌
の
再

確
認
の
成
果
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
宣
長
の
自
己
了
解
の
仕
方
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
彼

に
よ
れ
ば
歌
は
「
天
性
自
然
」
に
根
ざ
し
、
深
く
も
浅
く
も
現
わ
れ
る
に
せ
よ

自
己
と
物
事
と
の
関
係
の
感
知
で
あ
り
、
そ
の
処
理
の
一
行
為
で
も
あ
る
が
故

に
、
歌
は
自
己
の
事
情
を
ど
う
捉
え
る
か
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
極
言
す
れ
ば
宣
長
に
と
っ
て
自
己
は
何
ら
か
の
他
者
の
注
の
よ
う
に
あ
り

得
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
頓
阿
の
歌
「
わ
か
の
う
ら
に
跡
を
と
め
ず
は
浜
千
鳥
な
に
に
つ

け
て
か
名
を
の
こ
さ
ま
し
」
（
草
庵
集
玉
箒
巻
五
）
の
注
を
見
る
と
、
「
愚
擬

無
学
の
身
な
れ
ば
、
和
歌
な
ら
で
は
何
に
よ
り
て
世
に
名
を
残
す
べ
き
や
う
も

な
き
と
也
。
和
歌
に
執
心
深
き
事
感
ず
べ
し
」
と
い
う
先
人
の
注
を
引
き
そ
れ

に
対
し
て
、
宣
長
は
そ
れ
ら
す
べ
て
「
頓
阿
の
心
に
か
な
は
ず
。
私
の
俗
了
簡

に
て
こ
と
ご
と
く
ひ
が
事
也
」
と
批
判
し
、
「
古
今
真
字
序
に
、
骨
〈
未
ダ
士

タ
マ
タ
マ

中
二
腐
チ
ザ
ル
｜
一
名
〈
先
ヅ
世
上
二
滅
プ
。
適
後
世
ノ
為
メ
’
一
知
ラ
ル
ル
ハ

唯
和
歌
ノ
人
ノ
ミ
。
と
あ
る
を
よ
め
る
に
て
、
此
外
の
意
少
し
も
な
し
」
と
い

う
。
宣
長
の
批
判
の
根
拠
は
頓
阿
が
右
の
典
拠
に
の
っ
と
っ
て
詠
ん
で
い
る
こ

と
の
指
摘
だ
が
、
そ
の
口
吻
に
は
「
愚
擬
無
学
の
身
」
と
い
う
自
己
無
化
的
な

そ
の
意
味
で
一
定
の
絶
対
的
な
自
己
了
解
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
歌
へ
の
一
己

の
「
執
心
」
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
己
を
何
ら
か
顕
彰
し
よ

う
と
す
る
こ
と
へ
の
異
和
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
に
お
い
て
は
自
己

の
事
情
の
こ
と
こ
ま
か
な
点
検
や
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
絶
対
化
は
表
現
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
深
く
動
か
さ
れ
る
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
な

い
。
歌
に
お
け
る
一
つ
の
し
か
し
宣
長
に
と
っ
て
根
源
的
な
自
己
実
現
は
そ
こ

に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

歌
は
た
だ
執
心
の
対
象
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
歌
人
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ノ
心

〈
へ
」
を
「
タ
、
何
ト
ナ
ク
ヤ
ス
ラ
カ
ニ
、
温
和
ナ
ル
ヘ
シ
」
（
排
蘆
小
船
一

六
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
限
り
で
執
心
の
対
象
と
も
い
え
、
し
か
し
執
心
な

き
人
も
折
々
に
詠
む
べ
き
、
ま
た
詠
ゑ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
何
ト
ナ

ク
」
性
は
ど
の
よ
う
な
由
来
を
も
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

古
歌
の
趣
き
か
ら
の
洗
練
の
結
果
と
も
い
え
る
し
、
そ
れ
に
つ
と
め
る
以
前
か

ら
の
生
ま
れ
つ
き
の
能
力
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

宣
長
に
お
い
て
歌
の
発
し
て
く
る
「
実
情
」
は
「
ア
リ
ノ
マ
、
」
で
も
あ
り

「
イ
ッ
ハ
リ
」
を
構
え
る
も
の
で
も
あ
る
（
同
二
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
二
重
の
実
情
を
「
何
ト
ナ
ク
」
合
致
さ
せ
自
己
実
現
さ
せ
る

道
は
、
歌
の
趣
き
、
と
り
わ
け
よ
き
歌
で
あ
り
、
そ
の
習
熟
に
よ
る
自
得
以
外

に
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
彼
は
、
よ
き
歌
を
見
分
け
る
こ
と
の
で

き
、
は
っ
き
り
と
の
っ
と
れ
る
具
体
的
な
規
範
へ
の
関
心
を
も
っ
て
、
言
葉
の

由
緒
や
意
味
用
法
へ
の
注
釈
を
精
力
的
に
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
私
の

俗
了
簡
」
で
な
い
宣
長
の
了
簡
と
い
う
主
体
的
な
立
場
の
形
成
が
あ
る
こ
と
は

確
か
だ
が
、
そ
れ
は
古
歌
を
学
び
そ
の
成
立
す
る
条
件
や
規
範
的
な
方
法
の
会

得
に
応
じ
て
い
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
規
範
が
妥
当
か
ど
う

か
は
、
彼
に
お
い
て
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
生
ま
れ
つ
き
の
自
然
の
士
壌
の
正
当
性

の
問
題
に
大
き
く
傾
い
て
い
く
だ
ろ
う
が
。
と
も
あ
れ
彼
は
右
の
よ
う
な
仕
事

を
除
い
て
、
歌
に
過
剰
な
意
識
を
傾
け
る
こ
と
は
歌
に
と
っ
て
は
ま
だ
何
ご
と

で
も
な
い
と
す
る
。
彼
は
「
詠
歌
ノ
第
一
義
〈
、
心
ヲ
シ
ヅ
メ
テ
妄
念
ヲ
ヤ
ム

ル
ニ
ア
リ
（
同
三
七
）
と
い
う
。
だ
が
こ
れ
は
心
や
妄
念
の
内
容
へ
の
言
及
で

は
な
い
。
そ
れ
ら
が
「
シ
ヅ
メ
」
「
ヤ
ム
ル
」
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
質
の
変
わ

っ
た
も
の
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
心
や
妄
念
自
体
を
明
確
な
思
念
へ
と

集
中
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
も
、
ひ
た
す
ら
泥
殺
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な

｛
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い
。
そ
れ
は
、
一
首
の
歌
に
現
わ
さ
れ
る
感
情
や
趣
意
の
以
前
以
後
の
す
べ
て

の
感
情
や
思
念
は
、
そ
の
一
首
が
取
り
あ
げ
る
に
値
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「
イ

ッ
ハ
リ
」
で
あ
れ
自
己
の
主
体
的
充
実
や
「
ア
リ
ノ
マ
、
」
へ
の
帰
入
の
い
づ

れ
か
一
方
へ
の
歌
を
超
え
て
の
志
向
の
要
と
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
無
用
の

も
の
と
な
る
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ

ら
は
例
え
ば
歌
と
い
う
姿
を
と
っ
て
は
じ
め
て
何
も
の
か
で
あ
っ
た
。

歌
は
「
時
代
／
、
ノ
人
ノ
心
一
ヨ
リ
テ
善
悪
不
同
ハ
ァ
ル
也
。
今
〈
今
ノ
心

一
一
テ
ョ
ム
ガ
ョ
キ
也
」
（
同
八
）
や
「
俗
間
ノ
イ
ャ
シ
キ
事
態
ヲ
ア
リ
ノ
マ
、

二
詠
シ
、
ツ
タ
ナ
キ
詞
ヲ
モ
ノ
ゾ
カ
ズ
’
一
イ
ハ
バ
、
歌
〈
歌
ナ
ガ
ラ
ョ
キ
歌
ト

イ
ハ
レ
ヌ
ナ
リ
」
（
同
二
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
や
風
俗
に
よ
っ
て

「
ア
リ
ノ
マ
、
」
も
従
っ
て
「
イ
ッ
ハ
リ
」
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
は
心
の
本
来
の
内
容
自
体
に
そ
の
ま
ま
関
わ
る
言
葉
で
は
な
く
心
を
現
わ

す
仕
方
の
直
接
性
如
何
を
指
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
本
来
と
さ
れ
る

楽
し
承
を
願
い
悲
し
ゑ
や
恋
に
揺
れ
動
く
心
情
が
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
も
今
の
偽
り
多
き
心
も
い
づ
れ
に
せ
よ
歌
に
お
い
て
、

「
古
来
質
朴
の
体
」
（
同
八
）
と
質
朴
さ
も
「
体
」
を
も
ち
、
「
上
代
と
い
へ

ど
も
な
お
巧
は
有
て
、
た
型
の
詞
と
は
異
也
」
（
石
上
私
淑
言
巻
三
）
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
起
源
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
す
る
「
巧
」
の
形
式
を
ふ
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
情
の
自
己
実
現
を
め
ぐ
る
右
の
よ
う
な

言
葉
の
用
法
の
混
雑
か
ら
宣
長
は
そ
の
実
現
の
道
筋
を
何
ら
か
の
明
ら
か
な

「
巧
」
の
規
範
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
す
こ
と
を
、
歌
を
焦
点
に
な
そ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
歌
は
一
つ
の
根
源
的
な
自
己
実
現
だ
が
、
そ
れ
は
、

自
己
の
実
情
の
領
域
や
そ
の
他
者
他
物
へ
の
関
わ
り
を
く
ま
な
く
理
解
し
た
上

で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
無
知
か
ら
あ
る
い
は
生
得
的
ま
た
習

慣
的
に
知
ら
ず
知
ら
ず
了
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
そ
し
て
そ
こ
か

ら
先
そ
の
自
己
実
現
に
、
そ
れ
が
自
覚
的
に
知
る
こ
と
の
上
に
展
開
さ
れ
る
方

向
を
示
す
の
は
、
既
に
詠
ま
れ
た
歌
の
数
々
を
広
く
学
び
習
う
こ
と
に
よ
っ
て

取
り
出
さ
れ
る
言
葉
の
用
法
や
情
趣
の
諸
典
型
で
あ
る
。

次
に
、
様
々
な
情
趣
の
繰
り
拡
げ
ら
れ
る
中
心
を
な
し
、
「
歌
は
恋
を
む
ね

と
す
る
べ
し
」
（
石
上
私
淑
言
巻
二
）
と
歌
の
性
格
を
最
も
よ
く
現
わ
し
て
い

る
と
さ
れ
る
恋
歌
に
つ
い
て
、
彼
の
捉
え
る
と
こ
ろ
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
・

西
行
の
「
た
の
め
ぬ
に
君
く
や
と
ま
つ
よ
ひ
の
間
の
更
ゆ
か
で
た
璽
明
な
ま

し
か
ぱ
」
（
美
濃
の
家
づ
と
四
の
巻
）
に
対
し
て
、

宣
長
は
、
三
の
句
以
下
は
「
其
下
へ
、
う
れ
し
か
ら
む
と
い
ふ
意
を
ふ
く
め

た
る
格
な
り
」
と
語
法
か
ら
一
首
の
意
味
を
「
た
の
め
も
せ
ぬ
人
な
れ
ば
と
て

も
来
る
こ
と
は
有
ま
じ
き
に
、
来
や
来
や
と
夜
ふ
く
る
迄
か
や
う
に
待
ん
こ
と

は
、
い
と
く
る
し
か
る
べ
き
に
、
早
く
明
た
ら
ぱ
、
待
心
の
や
む
く
け
れ
ば
、

う
れ
し
か
る
べ
き
な
り
」
の
よ
う
に
取
り
、
「
此
歌
、
恋
の
情
に
あ
ら
ず
、
趣

意
の
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
歌
な
り
」
と
難
じ
て
い
る
。

ま
た
慈
円
の
「
我
恋
は
庭
の
む
ら
萩
う
ら
枯
て
人
を
も
身
を
も
秋
の
夕
暮
」

（
同
）
に
対
し
て
、

彼
は
「
此
歌
は
、
い
か
に
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
も
、
心
得
が
た
し
。
其
故
は
、

下
句
秋
と
い
ふ
を
、
あ
く
心
に
と
ら
ざ
れ
ぱ
、
二
の
を
も
と
い
ふ
詞
、
落
着
な

し
、
然
る
に
身
を
あ
く
と
い
ふ
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
人
を
も
あ
く
と
い
ふ

こ
と
、
恋
の
歌
に
、
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
れ
ぱ
也
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
「
人

を
も
身
を
も
恨
む
る
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
と
、
句
を
う
ち
か
へ
し
て
見
」
る
読
承
方

を
い
わ
な
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
「
三
の
句
の
て
も
じ
は
、
も
し
は
い
と

六
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誤
れ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
に
や
」
と
語
法
へ
の
目
配
り
を
施
し
改
め
た
上
で
の
こ

と
で
あ
る
。

宣
長
に
お
い
て
は
部
立
や
題
と
し
て
の
恋
、
「
恋
の
情
」
は
前
提
で
あ
り
、

「
万
の
あ
は
れ
に
す
ぐ
れ
て
深
く
人
の
心
に
し
ぶ
て
、
い
ゑ
し
く
堪
が
た
き
わ

ざ
」
（
石
上
私
淑
言
巻
二
）
と
し
て
既
に
あ
る
人
の
不
可
避
な
条
件
で
あ
り
事

情
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
お
い
て
そ
れ
は
飽
く
こ
と
な
く
待
ち
続
け
る
こ
と
に

最
も
よ
く
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
古
今
の
作
者
た
ち
に
は
、
こ
れ

も
こ
こ
で
は
大
雑
把
に
述
べ
る
し
か
な
い
が
、
恋
に
対
し
て
根
こ
そ
ぎ
問
い
か

け
そ
の
上
で
歌
い
現
わ
す
と
い
う
意
識
が
宣
長
の
受
け
と
り
よ
り
は
尖
鋭
に
あ

る
い
は
屈
折
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
慈
円
の
「
野
べ
の
露
は
色
も
な
く
て
や
こ
ぼ
れ
つ
る
袖
よ
り
過
る
荻

の
う
は
か
ぜ
」
（
美
濃
の
家
づ
と
四
の
巻
）
の
注
を
見
る
と
、

彼
は
「
袖
は
、
例
の
紅
の
涙
の
か
入
る
袖
な
る
を
、
さ
は
い
は
で
、
初
二
句

に
て
、
そ
れ
と
聞
か
せ
た
る
も
の
也
。
…
．
：
此
歌
、
事
を
た
く
み
て
よ
め
る
の

ゑ
に
て
、
恋
の
あ
は
れ
な
る
情
は
な
き
う
た
な
り
」
と
い
う
。

あ
る
い
は
定
家
の
「
白
た
へ
の
袖
の
別
に
露
お
ち
て
身
に
し
む
色
の
秋
風
ぞ

ふ
く
」
（
同
）
に
つ
い
て
、

「
め
で
た
し
」
で
は
あ
り
な
が
ら
「
落
花
の
歌
に
、
嵐
も
白
し
な
ど
よ
め
る

は
、
さ
る
こ
と
な
る
を
、
恋
の
歌
に
、
か
く
風
の
気
色
を
、
た
く
承
に
よ
ま
れ

た
る
は
、
あ
は
れ
な
る
情
は
な
く
聞
ゆ
」
と
疑
問
が
さ
し
は
さ
ま
れ
る
。

宣
長
の
い
う
こ
と
も
こ
の
限
り
で
あ
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
歌
に
投
入
さ
れ
た
「
た
く
み
」
は
彼
の
受
け
と
り
と
は
く
い
ち
が
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
恋
の
情
」
と
い
う
よ
り
も
そ
の
幻
滅
を
め
ぐ
る
と
い
う

屈
折
や
、
恋
の
か
た
ち
自
体
を
恋
あ
る
生
の
場
面
へ
の
「
あ
は
れ
」
で
は
な
く

そ
こ
か
ら
の
純
化
さ
れ
た
し
る
し
と
し
て
歌
の
世
界
に
お
い
て
獲
得
し
よ
う
と

い
う
巧
み
が
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
彼
に
お
い
て
は
、
歌
の
巧
承
は
「
間
ク
人
を

あ
は
れ
と
思
は
す
る
」
（
石
上
私
淑
言
巻
三
）
も
の
で
あ
り
人
々
の
生
に
お
け

る
恋
の
心
情
の
交
感
の
場
面
か
ら
感
知
さ
れ
る
傾
向
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

い
づ
れ
に
せ
よ
恋
や
そ
の
「
あ
は
れ
」
が
既
に
一
般
的
共
同
的
な
水
準
に
掛
け

ら
れ
て
お
り
、
あ
る
相
手
と
自
己
と
の
一
対
の
関
係
の
特
殊
と
超
越
化
や
普
遍

化
と
の
緊
張
が
意
識
さ
れ
そ
れ
に
執
着
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
も
宣
長
は
、
次
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
言
葉
の
選
び
方

働
か
せ
方
に
よ
っ
て
恋
の
事
情
が
蘇
生
す
る
こ
と
を
い
う
に
重
点
を
置
い
て
い

ブ
（
》
Ｏ

彼
が
「
い
と
め
で
た
し
」
と
賞
讃
す
る
式
子
内
親
王
の
「
い
き
て
ょ
も
明
日

迄
人
は
つ
ら
か
ら
じ
此
夕
暮
を
と
は
ぱ
と
へ
か
し
」
（
美
濃
の
家
づ
と
四
の
巻
）

に
つ
い
て
、

「
上
句
は
、
人
の
つ
ら
き
に
堪
が
た
け
れ
ば
、
明
日
迄
も
え
い
き
た
る
ま
じ

け
れ
ば
、
此
世
に
在
て
、
人
を
つ
ら
し
と
思
ふ
も
、
今
日
か
ぎ
り
な
る
べ
し
と

い
ふ
意
也
。
然
る
を
あ
す
ま
で
人
は
つ
ら
か
ら
じ
、
と
よ
み
給
へ
る
詞
の
は
た

ら
き
、
い
は
ん
か
た
な
し
。
…
…
此
歌
、
い
き
て
と
い
ふ
詞
、
少
し
い
う
な
ら

ず
聞
ゆ
れ
ば
、
あ
り
て
と
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
さ
て
は
少
し
た
し
か
な
ら
ざ

る
故
に
、
い
き
て
と
よ
ゑ
給
へ
る
な
る
べ
し
」
・

あ
る
い
は
彼
が
難
点
を
つ
け
て
い
る
例
で
は
、
定
家
の
「
さ
ぞ
な
げ
く
恋
を

す
る
が
の
う
つ
の
山
う
つ
つ
の
夢
の
叉
と
見
え
ね
ば
」
（
同
折
添
上
の
巻
続
後

撰
集
）
の
初
句
に
対
し
て
彼
は
「
詞
い
う
な
ら
ず
。
歎
く
と
い
ふ
こ
と
も
力

な
し
。
な
げ
か
ぬ
恋
や
は
有
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
宣
長
は
言
葉
の
働
き
と
力
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
優
美
さ
と
確
か
さ
の

六
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次
の
よ
う
な
言
は
宣
長
が
歌
と
い
う
営
為
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
よ

く
現
わ
し
て
い
る
。
「
三
十
一
字
ニ
ト
、
ノ
ヒ
、
俗
言
ナ
キ
上
〈
、
歌
ノ
中
一
一

モ
ス
ク
レ
タ
ル
物
也
」
（
排
蘆
小
船
三
）
「
イ
カ
｜
一
美
シ
キ
歌
ト
テ
モ
、
一
ツ

モ
テ
｜
ス
ノ
カ
ナ
ハ
ヌ
所
ア
レ
ハ
歌
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
ヘ
キ
ナ
リ
」
（
同
五
○
）
。

幅
に
お
い
這
い
か
に
歌
が
め
で
た
し
と
な
る
か
は
言
っ
て
も
、
め
で
た
さ
一

般
の
認
識
へ
直
ち
に
至
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
タ
新
古
今
の
歌
に
看
取

さ
れ
る
よ
う
な
恋
の
嘆
き
の
形
象
を
通
路
と
し
て
自
ら
の
恋
意
識
の
底
に
至
り

突
き
抜
け
よ
う
と
す
る
道
は
と
ら
れ
な
い
。
彼
は
「
な
げ
か
ぬ
恋
や
は
あ
る
ベ

ソ
ノ
ト
キ

き
」
と
い
い
「
す
べ
て
恋
の
情
は
、
と
に
か
く
に
当
時
さ
し
あ
た
り
た
る
事
を

切
に
思
ふ
物
」
（
草
庵
集
玉
箒
巻
六
）
と
語
る
よ
う
に
嘆
き
の
共
感
性
や
現
在

性
を
手
離
さ
ず
、
ま
た
恋
に
限
ら
な
い
が
息
や
自
ら
歌
い
人
に
聞
か
せ
る
声
と

い
う
彼
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
を
こ
め
て
歌
に
関
わ
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
歌

に
よ
っ
て
自
己
の
持
つ
本
質
や
そ
の
他
へ
の
関
係
の
展
開
を
享
受
し
楽
し
も
う

と
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
歌
を
通
じ
て
そ
れ
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も

あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
個
別
的
な
ち
が
い
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
直
ち

に
た
と
え
ば
恋
の
歌
一
般
の
問
題
と
し
て
い
づ
れ
か
一
方
に
の
み
決
定
す
る
べ

き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
歌
を
超
え
た
問
題
と
な
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
が
、
宣
長
は
歌
と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
を
切
り
捨
て
な

い
。
彼
は
た
と
え
ば
恋
を
め
ぐ
る
人
な
の
本
質
や
そ
の
関
係
の
根
拠
を
「
さ
し

あ
た
り
た
る
」
切
な
る
嘆
き
や
そ
の
交
感
に
置
く
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
向

か
っ
て
そ
の
本
質
や
関
係
の
地
平
を
確
か
に
か
つ
あ
る
美
的
享
受
を
伴
っ
て
成

立
さ
せ
通
用
さ
せ
て
き
た
言
葉
の
側
か
ら
接
近
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
一

秀
逸
や
美
を
い
わ
ば
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
求
め
る
の
で
は
な
く
、
措
辞
の
適
確

さ
や
「
卜
、
ノ
ヒ
」
、
出
所
確
か
な
言
辞
の
選
択
を
通
し
、
即
ち
一
首
の
歌
へ

の
制
作
過
程
を
具
さ
に
経
な
が
ら
、
秀
逸
や
美
へ
至
ろ
う
と
し
ま
た
至
り
得
る

と
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
歌
の
詠
み
方
と
し
て
の
題
詠
に
つ
い
て
「
題
一
一

ツ
イ
テ
情
ヲ
モ
ト
メ
、
情
モ
ト
メ
得
テ
、
サ
テ
ソ
ノ
情
ニ
ッ
イ
テ
詞
ヲ
モ
ト
ム

ル
也
。
コ
レ
中
古
以
来
ノ
詠
歌
ノ
サ
マ
也
」
（
同
三
六
）
と
情
詞
と
も
に
求
め

る
こ
と
を
い
い
晩
年
の
『
初
山
踏
』
に
は
「
よ
き
歌
を
よ
ま
ん
と
す
る
に
は
、

数
多
く
よ
ま
で
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
多
く
よ
む
に
は
、
題
な
く
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。
こ
れ
ら
も
お
の
づ
か
ら
然
る
べ
き
い
き
ほ
ひ
也
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
宣

長
に
お
い
て
無
限
定
な
情
と
興
趣
に
対
し
て
題
の
類
型
的
な
風
情
が
置
か
れ
、

そ
れ
ら
が
、
さ
ら
に
歌
う
と
い
う
行
為
と
歌
の
出
来
栄
え
と
が
、
つ
い
に
幸
福

な
合
致
を
呈
す
る
事
態
が
思
い
描
か
れ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
自
然
の
勢
い
を

も
っ
て
認
定
す
る
。
も
っ
と
も
彼
は
繰
り
返
し
同
様
な
歌
や
古
歌
の
盗
作
の
様

な
歌
を
詠
ん
で
満
足
し
ろ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
『
草
庵
集
玉
箒
』
に
頻
出
す

る
言
葉
で
い
え
ば
「
新
し
き
趣
意
」
は
「
歌
の
魂
」
で
あ
る
。
し
か
し
彼
に
と

っ
て
そ
の
新
し
さ
は
、
所
謂
「
本
歌
」
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
ま
た
「
歌
ハ
フ

ル
キ
詞
一
一
テ
モ
、
一
字
二
字
ノ
ワ
カ
チ
テ
｜
ス
ノ
ッ
ヵ
ヒ
ャ
ウ
ナ
ト
ニ
テ
、
各

別
二
新
シ
ク
ト
リ
ナ
サ
ル
、
也
。
趣
向
モ
今
ア
タ
ラ
シ
ク
各
別
ニ
ョ
ミ
出
ン
ト

ス
ル
ハ
、
コ
ト
ャ
ウ
’
一
イ
ャ
シ
ク
ナ
リ
テ
ハ
ナ
ハ
タ
キ
ラ
フ
事
也
」
（
排
肝
小

船
二
○
）
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
古
さ
の
異
名
と
し
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼

に
と
っ
て
歌
は
、
・
自
ら
の
心
情
に
お
け
る
物
事
と
の
関
係
の
確
認
や
享
受
と
し

て
の
自
己
充
実
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
包
み
こ
む
よ
う
な
そ
の
関
係
自
体

の
、
既
成
の
関
係
の
風
情
へ
の
参
加
と
し
て
の
自
己
表
現
で
も
あ
り
、
こ
れ
が

言
葉
の
由
来
や
用
法
の
規
定
の
作
業
を
不
可
欠
に
介
し
て
自
己
充
実
や
美
を
保

｛
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証
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

個
々
の
な
ま
な
感
情
は
世
に
つ
れ
人
に
つ
れ
断
片
的
流
動
的
で
あ
り
、
宣
長

に
と
っ
て
確
固
と
し
た
政
治
や
修
身
の
単
一
の
目
的
へ
と
全
て
規
制
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
「
妄
念
」
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
、
題
に
つ
か

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
題
化
情
景
化
し
、
繰
り
返
し
想
起
さ
れ
反
省
さ
れ
て

き
た
風
情
の
今
一
た
び
の
新
し
い
想
起
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
そ
れ
は
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
て
自
己
の
心
情
の
絶

対
的
な
安
定
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
彼
は
「
凡
吾
神
州
二
生
レ
テ
和
歌
ヲ

ソ
ラ

非
誇
ス
ル
ハ
、
天
ヲ
ソ
ロ
シ
ク
物
体
ナ
キ
事
也
。
今
日
ロ
ヲ
開
キ
テ
言
語
シ
、

一
生
涯
ノ
用
事
ヲ
弁
ス
ル
報
恩
ノ
タ
メ
ニ
モ
、
折
々
〈
詠
ス
ヘ
キ
コ
ト
也
」

（
同
三
八
）
と
い
う
が
、
こ
の
報
恩
の
観
念
を
一
己
の
な
か
に
あ
る
い
は
特
定

の
秘
儀
化
さ
れ
た
折
々
の
場
面
に
集
中
し
研
ぎ
す
ま
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
彼
の
膨
大
な
歌
稿
に
一
貫
性
と
と
も
に
あ
る
し
ま

り
の
な
さ
を
感
じ
る
の
は
否
め
な
い
。

宣
長
自
身
も
歌
の
多
量
化
や
細
部
へ
の
注
視
の
傾
向
を
認
め
て
い
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
美
の
理
想
や
報
恩
の
向
か
う
超
越
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
親
疎
の
関
係
を

一
挙
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
対
時
の
姿
勢
が
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
か

る
関
係
の
決
定
へ
の
過
程
を
、
自
己
の
心
情
の
想
起
的
な
自
覚
と
処
置
の
不
断

の
営
為
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
い
か
に
ふ
ま
れ
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
く
る
こ
と
で
あ
る
。
何
を
い
か
な
る
理
由
で
歌
う
か
と
い
う
よ

り
も
、
い
か
に
歌
う
か
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
人
は

何
も
の
か
に
よ
っ
て
か
く
存
在
し
ま
た
必
然
的
に
歌
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

尋
ね
ら
れ
る
べ
き
一
般
的
理
由
や
目
的
は
強
い
ご
と
で
な
い
限
り
な
い
。
こ
れ

は
歌
と
実
生
活
を
二
元
的
に
捉
え
る
理
由
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は

生
に
お
い
て
あ
る
い
は
生
の
た
め
に
歌
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
歌
の
た
め
に

あ
る
生
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
あ
だ
事
と
実

用
を
分
け
る
よ
う
に
二
元
的
と
見
え
る
事
態
を
容
認
し
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
習
慣
的
事
態
と
し
て
の
容
認
で
あ
り
彼
に
お
い
て

そ
の
事
態
そ
の
も
の
が
生
の
な
か
に
位
置
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
排
蘆
小

ア
ヤ

船
』
や
『
石
上
私
淑
言
』
で
繰
り
返
し
、
歌
は
、
そ
こ
に
心
情
を
述
べ
る
文
あ

る
言
辞
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
情
の
麓
積
を
晴
ら
し
他
を
思
い
や
り
人
情

世
態
に
お
の
づ
か
ら
通
ず
る
効
用
を
も
ち
、
さ
ら
に
美
や
風
雅
へ
至
る
道
で
あ

る
と
、
歌
の
諸
々
の
場
面
の
い
づ
れ
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
化
の
論
が

語
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
に
お
い
て
一
般
に
歌
及
び
心
情
は
、
あ
ら
た
め
て
ど
こ

か
に
全
面
的
絶
対
的
に
い
き
つ
く
か
た
ち
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ

シ
、
／
○

宣
長
は
歌
は
「
広
大
無
辺
ナ
ル
モ
ノ
」
に
て
「
古
今
ノ
事
態
性
情
」
「
天
地

万
物
ミ
ナ
歌
ニ
モ
ル
ル
事
ナ
シ
」
（
同
三
○
）
と
宣
言
す
る
。
た
だ
し
ヨ
キ

ガ
中
一
一
モ
ョ
キ
ヲ
ヱ
ラ
」
（
同
）
び
「
そ
の
中
に
は
よ
ゑ
て
わ
ろ
ぎ
事
が
お
ほ

き
故
に
え
り
す
つ
る
」
（
石
上
私
淑
言
巻
三
）
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
「
不
風
雅

ト
ハ
何
ヲ
以
テ
云
ゾ
ト
ナ
レ
ハ
、
歌
ニ
ョ
ミ
テ
面
白
カ
ラ
ス
感
ナ
キ
ヲ
以
テ
、

ソ
ノ
情
ノ
風
雅
ナ
ラ
サ
ル
事
ヲ
知
ル
也
」
（
排
…
小
船
三
○
）
と
い
う
よ
う

に
、
彼
に
お
い
て
天
地
古
今
の
万
物
が
歌
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
え
り
す

つ
る
」
こ
と
で
あ
れ
「
不
風
雅
」
で
あ
れ
人
と
関
係
を
も
ち
う
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
「
利
ヲ
貧
ル
ハ
大
不
風
雅
ノ
至
り
」
（
同
）
と
い
う
「
感
慨
ナ
」
き

欲
の
過
剰
な
直
接
性
を
排
そ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
欲
や
不
風
雅
は
「
え
り
す

つ
る
」
と
い
う
関
係
の
と
り
方
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体

切
り
離
さ
れ
抹
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
風
雅
即
ち
面
白
さ
や
感

六
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あ
る
こ
と
と
不
風
雅
と
に
あ
る
内
的
な
距
離
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
れ
は
古
歌
を
見
ま
た
自
ら
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
間
を
繰
り
返
し
数

多
く
た
ど
っ
て
い
く
う
ち
に
定
め
ら
れ
風
雅
も
会
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

歌
に
お
い
て
よ
き
歌
や
風
雅
に
直
線
的
に
至
ろ
う
と
し
生
や
世
界
の
限
ら
れ

た
瞬
間
や
場
面
の
過
剰
な
荘
厳
化
や
絶
対
化
、
即
ち
余
の
す
べ
て
の
時
や
場
面

を
過
剰
に
相
対
化
し
二
次
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
一
定
の
趣
き
の
狭
さ

を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
様
々
な
物
事
に
寄
せ
ら
れ
そ
れ
ら
を
関
連
さ
せ
て
い

る
題
を
た
よ
り
に
ま
た
あ
ら
ゆ
る
折
々
に
数
多
く
詠
む
こ
と
や
て
に
を
は
な
ど

語
法
語
勢
へ
の
顧
慮
を
通
し
て
、
つ
ま
り
一
首
の
歌
や
よ
き
歌
へ
の
必
然
的
な

諸
過
程
の
重
視
に
よ
っ
て
、
よ
き
風
雅
な
る
時
空
を
広
げ
遍
在
さ
せ
よ
う
と
す

る
宣
長
の
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
彼
に
お
い
て
折
々
に
歌
を
詠
む
人
と

所
謂
歌
人
と
の
区
別
が
こ
と
さ
ら
立
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
少
な
く
と
も
そ

の
区
別
の
延
長
上
に
歌
人
と
し
て
の
彼
自
身
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

い
。
彼
に
と
っ
て
歌
人
も
ま
た
遍
在
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

い
か
に
歌
う
か
い
か
に
風
雅
で
あ
り
う
る
か
を
習
わ
せ
て
く
れ
る
原
型
的
な
あ

り
方
が
既
に
成
立
し
ま
た
根
本
的
に
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
と
き
に

安
定
す
る
姿
勢
だ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
右
の
よ
う
な
こ
と
を
宣
長
自
身
の
課
題
と
し
作
業
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
い
わ
ば
不
幸
な
時
代
認
識
が
伴
っ
て
い
た

と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
宣
長
は
こ
の
不
幸
自
体
を
追
究
す
る
方
向
に
は
す
す
ま

な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
今
の
時
代
や
風
俗
の
過
剰
な
相

対
化
で
あ
り
そ
れ
へ
呪
縛
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
か
か
る

不
幸
を
、
原
型
の
今
へ
の
根
本
的
な
持
続
の
確
信
を
背
景
に
直
ち
に
超
出
へ
の

嘆
き
の
歌
や
身
ぶ
り
を
事
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
遇
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

の
も
た
ら
さ
れ
た
条
件
を
歌
に
お
い
て
原
型
的
な
言
葉
づ
か
い
や
趣
向
へ
の
関

係
の
と
り
方
の
問
題
と
し
て
探
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
宣
長
は
「
歌
は
上
代
よ
り
し
て
、
よ
き
と
あ
し
き
と
有
て
、
人
の

あ
は
れ
と
き
入
神
の
感
じ
給
ふ
も
、
よ
き
歌
に
あ
る
こ
と
也
。
あ
し
く
て
は
人

も
神
も
感
じ
給
ふ
こ
と
な
し
」
（
初
山
踏
）
と
他
者
や
神
と
の
関
係
の
一
つ
の

転
回
点
を
よ
き
歌
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
き
歌
の
規
定
は
彼
に
と
っ

て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
歌
の
善
悪
が
い
か
に
判
定
さ
れ
る
の
か
そ
の

実
質
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
彼
の
扱
い
ま
た
詠
ん
だ
歌
や

そ
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
古
典
の
世
界
を
広
く
見
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
か
か
る
善
悪
の
区
別
の
も
つ
問
題
の
様
相
を
見
て
お
く
に
と
ど

め
た
い
。

ま
ず
宣
長
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
歌
の
発
生
や
そ
の
定
型
の
成
立
は
「
神

代
よ
り
を
の
づ
か
ら
さ
る
べ
き
事
」
「
を
の
づ
か
ら
い
と
深
き
理
は
あ
る
事
」

（
石
上
私
淑
言
巻
三
）
と
い
わ
れ
、
よ
き
歌
を
も
た
ら
す
べ
き
巧
玖
も
そ
の

「
こ
ま
や
か
に
ふ
か
く
な
り
ゆ
」
く
の
は
「
だ
う
り
」
と
か
「
お
の
づ
か
ら
の

勢
」
（
初
山
踏
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
歌
や
よ
き
歌
の
根
拠
が
「
お
の
づ
か
ら
」

に
求
め
ら
れ
起
源
の
位
置
に
あ
ず
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ

は
、
彼
に
と
っ
て
人
と
人
の
ゑ
な
ら
ず
人
と
神
の
差
異
そ
の
も
の
へ
の
問
い
か

け
に
対
し
て
前
提
に
あ
る
い
は
優
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
よ
き
歌

を
介
し
て
そ
れ
ら
の
交
感
す
る
関
係
の
様
相
へ
の
問
い
か
け
の
根
拠
が
、
そ
こ

に
あ
ず
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
人
と
人
や
人
と
神
が
既

に
自
然
や
深
き
理
を
も
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
故
に
、
か
か
る
関
係
を
い

か
な
る
方
法
で
践
ん
で
い
く
か
の
原
型
的
な
様
相
を
古
書
に
探
る
こ
と
が
、
神

を
も
感
じ
さ
せ
る
よ
き
歌
の
巧
み
の
実
践
的
な
規
範
の
確
定
へ
の
作
業
を
そ
の

六
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一
つ
と
し
て
彼
の
関
心
事
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
関

心
を
安
定
さ
せ
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
起
源
に
も
そ
の
後
の
赴
く
と
こ
ろ

に
も
い
わ
れ
る
包
括
的
な
自
然
が
あ
り
か
つ
た
と
え
ば
歌
を
め
ぐ
る
限
り
神
は

宣
長
に
い
わ
ば
歌
人
と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
神
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

だ
け
に
巧
ま
ず
し
て
神
と
交
わ
り
自
然
と
よ
き
一
体
を
な
す
こ
と
と
の
距
離
を

彼
に
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
「
歌
は
上
代
よ
り
し

て
よ
き
と
あ
し
き
と
有
て
」
あ
る
い
は
上
代
歌
は
「
ミ
ナ
思
う
心
ヲ
タ
ネ
ト
シ

テ
自
然
ニ
ョ
メ
ル
也
。
シ
カ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
ソ
ノ
自
然
ノ
中
ニ
モ
、
ヲ
ノ
ッ
カ

ラ
善
悪
巧
拙
ハ
ァ
ル
也
」
（
排
麓
小
船
五
九
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
大
な
り
小

な
り
意
識
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
い
わ
ば
宿
命
的
な
条
件
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
か
か
る
距
離
や
自
然
の
重
層
性
は
彼
に
と
っ
て
ま
た
時
代
に
と
っ
て
内
的

な
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
一
挙
に
と
び
こ
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
外
か
ら
埋

め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ

う
に
宣
長
に
お
い
て
歌
は
「
よ
の
つ
れ
の
言
と
は
か
は
り
て
、
必
詞
に
あ
や
を

な
し
て
、
し
ら
べ
を
う
る
は
し
く
と
堅
の
ふ
る
道
」
（
初
山
踏
）
で
あ
り
「
そ

の
詞
の
あ
や
に
つ
き
て
、
よ
き
歌
と
あ
し
き
歌
と
の
け
ぢ
め
」
（
同
）
が
尋
ね

ら
れ
、
神
の
感
じ
る
の
も
「
辞
の
め
で
た
か
り
し
故
」
（
同
）
と
歌
の
善
悪
は

言
辞
措
辞
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
声
息
の
根
源
的
生
命
感
や
今

見
た
よ
う
な
彼
の
選
ん
だ
「
あ
や
」
の
定
型
で
あ
る
五
言
七
言
の
三
十
一
字
の

根
拠
と
し
て
の
自
然
が
あ
り
言
辞
に
感
ず
る
神
が
あ
る
。

宣
長
は
、
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
に
「
深
き
と
あ
さ
き
と
の
け
ぢ
め
」

（
石
上
私
淑
言
巻
一
）
の
あ
る
こ
と
を
い
い
「
歌
は
そ
の
物
の
哀
を
し
る
事
の

深
き
中
よ
り
い
で
く
る
な
り
」
（
同
）
と
、
歌
の
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
物
事

の
感
知
の
深
さ
を
い
う
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
よ
き
歌
の
出
て
く
る
と
は
い
っ
て

い
な
い
が
、
そ
の
条
件
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
深
さ
自
体
は
前
も
っ
て
決

定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
彼
に
と
っ
て
人
情
は
「
お
か
し
き
事
う
れ
し

古
亥
・
コ

ぎ
事
な
ど
に
は
感
く
事
」
浅
く
「
か
な
し
き
事
こ
ひ
し
き
事
な
ど
に
は
感
く
こ

と
深
」
（
同
）
く
、
「
花
紅
葉
の
い
る
か
」
よ
り
は
「
人
の
色
」
を
「
そ
こ
ひ

も
な
く
か
ぎ
り
も
な
ぎ
物
に
て
心
に
そ
む
事
こ
よ
な
う
深
し
」
（
同
巻
二
）
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
深
き
と
こ
ろ
か
ら
は
数
多
く
歌
が
詠
ま
れ
よ
き
歌

も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
宣
長
は
浅
き
を
捨
て
ろ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「
す
べ
て
同
じ
こ
と
も
、
い
ひ
な
し
と
上
下
の
つ
蟹
き
か
ら
に
よ
り
て
、
よ
く

も
あ
し
く
も
な
る
」
（
美
濃
の
家
づ
と
一
の
巻
）
と
彼
に
と
っ
て
深
さ
の
延
長

上
に
必
ず
よ
き
歌
が
詠
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
「
物
思
ふ
と
き
は
、
常
よ

り
も
見
る
物
き
く
物
に
心
の
と
ま
り
」
（
石
上
私
淑
言
巻
一
）
そ
し
て
「
見
る

物
き
く
物
に
つ
け
て
い
へ
ぱ
、
こ
よ
な
く
深
き
情
も
あ
ら
は
れ
や
す
き
」
（
同
）

と
「
深
き
情
」
と
た
と
え
ば
「
花
紅
葉
の
い
る
か
」
は
相
互
に
作
用
し
あ
う
も

の
で
あ
る
。

し
か
し
あ
る
物
に
あ
る
心
情
が
い
か
な
る
理
由
で
託
さ
れ
歌
わ
れ
る
の
か
が

一
を
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
だ
が
ま
た
あ
ら
ゆ
る
心
情
が
あ
ら
ゆ
る
物
に

両
者
が
ど
ん
な
状
態
に
あ
る
に
せ
よ
託
さ
れ
て
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
宣

長
は
こ
の
よ
う
な
窓
意
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
心
情

や
物
及
び
そ
の
似
つ
か
わ
し
い
関
係
が
何
程
か
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
月
は
見
る
に
い
よ
い
よ
う
き
を
ま
す
物
に
も
よ
み
、
叉
う
き
を
な
ぐ
さ

む
る
物
に
も
よ
む
也
。
な
ぐ
さ
む
る
は
月
の
お
も
し
ろ
き
故
也
。
花
を
見
て
な

ぐ
さ
む
も
同
じ
事
也
」
（
草
庵
集
玉
箒
巻
四
）
と
彼
は
月
花
の
一
定
の
受
け
取

り
方
を
述
べ
、
月
を
見
て
心
が
澄
み
渡
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
「
さ
と
り
が

ま
し
き
事
は
歌
の
情
に
あ
ら
ず
」
（
同
）
と
排
し
て
い
る
。
よ
き
歌
は
こ
の
よ

六
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う
な
月
花
な
ど
の
受
け
取
り
方
を
無
視
し
て
は
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
宣
長
は
何
故
月
を
見
れ
ば
「
う
き
」
で
あ
り
ま
た
「
お
も
し
ろ
き
」

な
の
か
を
疑
い
追
究
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
に
お
い
て
深
さ
に
つ
い
て
の
言
及

は
あ
っ
て
も
よ
り
深
く
へ
の
垂
直
的
な
視
線
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
右
の
引
用

で
月
花
の
面
白
さ
を
い
う
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
物
や
心
情
の
表
層

的
な
捉
え
方
が
窺
わ
れ
る
。
彼
の
い
う
「
物
の
哀
を
し
る
事
の
深
」
さ
は
、
か

か
る
文
字
通
り
「
そ
こ
ひ
も
な
」
い
表
層
の
把
握
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
心
情
や
物
及
び
そ
の
相
互
の
関
わ
り
を
現
わ
し
そ
れ

に
整
い
を
も
た
ら
す
「
あ
や
」
や
措
辞
へ
の
注
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は

そ
の
表
層
の
整
い
が
美
で
あ
り
風
雅
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

彼
は
ま
た
全
く
新
し
い
独
創
的
な
感
覚
や
感
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
自
体
に
執

着
し
そ
れ
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
ま
だ
共

同
的
な
水
準
に
な
い
ま
だ
整
え
ら
れ
て
い
な
い
妄
念
と
同
様
の
も
の
だ
っ
た
だ

ろ
う
。宣

長
に
お
い
て
歌
の
善
悪
の
区
別
は
、
専
ら
言
辞
や
そ
の
「
あ
や
」
の
問
題

で
あ
る
と
と
も
に
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
心
情
や
そ
の
物
事
と
の
相
互
作

用
に
お
け
る
深
浅
の
区
別
と
し
て
直
ち
に
固
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
か
か

る
深
浅
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
既
に
古
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
一
定
の
風
情
や
、
言

辞
の
良
否
の
把
握
を
介
し
て
そ
の
整
い
を
基
準
と
す
る
雅
俗
の
区
別
、
そ
し
て

こ
れ
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
、
か
か
る
整
っ
た
風
情
へ
の
徹
し
方
を
「
古
人

は
、
月
花
を
め
で
つ
る
心
の
深
き
こ
と
、
又
そ
れ
に
つ
け
て
、
思
ふ
事
の
す
ぢ

を
感
ぜ
し
ほ
ど
な
ど
、
今
の
人
と
は
こ
よ
な
か
り
き
」
（
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛

二
の
巻
）
の
よ
う
に
習
わ
せ
て
く
れ
る
「
古
の
ゑ
や
び
」
（
同
）
と
今
と
の
古

今
の
区
別
の
問
題
と
し
て
多
義
的
に
広
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
に
お
い
て
今
を

結
び
に
か
え
て

宣
長
の
歌
の
把
握
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
ふ
れ
て

き
た
古
今
の
区
別
の
よ
う
に
、
整
備
さ
れ
た
形
で
は
な
い
が
、
歌
の
時
代
的
な

変
遷
観
が
あ
る
。
彼
は
、
世
や
言
語
情
態
の
時
代
的
変
化
を
い
い
そ
れ
に
つ
れ

て
「
今
〈
和
歌
ノ
詞
ナ
ト
ハ
吾
邦
自
然
ノ
事
ナ
ガ
ラ
通
シ
カ
タ
キ
マ
テ
ニ
カ
ハ

リ
ヌ
レ
ご
「
人
ノ
国
ノ
言
語
ノ
ャ
ウ
ニ
人
ノ
耳
遠
ク
ナ
リ
ヌ
」
（
排
薦
小
船

三
九
）
と
歌
自
体
が
解
し
が
た
く
な
る
ま
で
の
変
貌
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
困

惑
を
感
じ
て
い
る
。
歌
の
変
遷
に
関
し
て
彼
は
若
年
の
頃
『
石
上
稿
』
に
次
の

よ
う
な
感
想
を
洩
ら
し
て
も
い
る
。
．
一
十
一
代
集
を
つ
き
つ
き
よ
ゑ
て
思
ひ

つ
皇
け
け
る
」
と
し
て
「
言
の
は
の
う
つ
り
も
ゆ
く
か
よ
上
に
ふ
る
人
の
心
や

し
く
れ
な
る
ら
ん
」
（
宝
暦
八
）
・

宣
長
は
勅
撰
集
な
ど
を
指
標
と
し
て
、
余
り
に
遠
く
質
朴
な
る
記
紀
万
葉
か

ら
、
「
万
世
ノ
法
則
」
（
国
歌
八
論
評
）
と
す
る
古
今
や
「
隆
盛
ノ
極
」
（
同
）

で
あ
る
新
古
今
へ
、
そ
れ
以
後
頓
阿
な
ど
二
条
派
正
風
の
評
価
を
経
、
そ
し
て

「
ス
ヘ
テ
三
百
年
来
ノ
歌
〈
取
一
一
ダ
ラ
ス
」
（
同
）
と
現
在
へ
至
る
歌
の
変
遷

の
起
伏
を
述
べ
る
。
後
年
の
『
初
山
踏
』
で
は
そ
れ
を
彼
は
万
葉
な
ど
の
「
古

風
」
と
古
今
集
を
は
さ
ん
で
中
古
以
来
の
「
後
世
風
」
の
区
別
を
も
っ
て
見
渡

し
、
そ
れ
ら
の
混
雑
を
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
現
在
の
歌
の
評
価
軸
と
な

る
の
は
言
辞
の
巧
み
の
極
み
と
見
ら
れ
る
新
古
今
を
頂
点
と
す
る
「
後
世
風
」
〆

規
定
せ
ん
と
す
る
古
代
の
雅
び
と
加
え
て
自
然
は
、
そ
れ
へ
の
不
断
の
過
程
的

方
法
的
な
接
近
は
あ
っ
て
も
つ
い
に
絶
対
的
な
規
範
と
し
て
定
立
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
も
は
や
不
可
測
な
深
き
理
や
神
々
を
そ
の
背
景
に
も
つ
こ
と
は
既
に

少
し
な
が
ら
見
た
通
り
で
あ
る
。

七
○



で
あ
る
が
、
彼
は
新
古
今
に
直
接
の
っ
と
る
べ
き
で
は
な
く
三
代
集
や
頓
阿
な

ど
を
手
本
と
し
な
が
ら
そ
の
「
あ
や
し
く
得
」
（
初
山
踏
）
ら
れ
た
と
こ
ろ
へ

の
過
程
的
接
近
を
い
う
。
ま
た
彼
は
古
代
の
あ
り
さ
ま
を
知
る
た
め
に
も
「
古

風
」
を
詠
む
べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
彼
自
身
も
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
も

「
古
風
」
の
全
体
に
直
接
至
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
後
世
に
か
な
う
限
り

で
「
や
す
ら
か
に
、
す
が
た
よ
き
歌
を
手
本
と
し
」
「
詞
を
え
ら
び
て
、
う
る

は
し
く
よ
ろ
し
く
よ
む
べ
き
」
（
同
）
姿
勢
を
と
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
何
を
歌
う
べ
き
か
と
い
う
よ
り
も
歌
の
善
悪
を
わ
き
ま
え
い
か

に
題
に
即
し
語
法
に
即
し
心
情
や
意
味
を
「
や
す
ら
か
に
」
整
え
て
歌
う
か
が

焦
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
の
い
う
古
代
や
雅
び
及
び
歌
の
変
遷
の

実
質
内
容
の
規
定
を
そ
れ
と
し
て
析
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ

の
節
の
は
じ
め
に
『
排
撒
小
船
』
か
ら
引
い
た
文
章
の
す
ぐ
後
に
「
サ
レ
ト
モ

モ
ト
ガ
吾
邦
自
然
ノ
言
語
ナ
レ
ハ
、
学
フ
’
一
シ
タ
ガ
ヒ
古
歌
二
心
シ
ミ
テ
、
化

シ
タ
ル
時
〈
、
古
昔
ノ
雅
言
吾
物
一
一
ナ
リ
テ
、
ク
ラ
キ
事
ナ
シ
」
と
続
け
ら

れ
、
ま
た
歌
の
「
全
体
ヲ
云
時
〈
、
貫
之
ノ
歌
モ
定
家
ノ
歌
モ
、
今
我
々
ガ
歌

モ
ヵ
ハ
ル
事
ナ
シ
」
（
四
一
）
と
さ
れ
る
、
「
化
」
す
こ
と
の
根
拠
に
あ
る
包

括
的
な
「
自
然
」
や
歌
の
「
全
体
」
の
実
質
の
捉
え
難
さ
に
関
わ
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
化
し
て
至
る
時
空
の
限
定
は
あ
い
ま
い
で
し
か
あ
り
え
ず
、
彼
は
「
な

ほ
今
の
枇
の
人
な
れ
ば
、
そ
の
心
全
く
古
人
の
情
の
ご
と
く
に
は
、
変
化
し
が

た
」
（
初
山
踏
）
し
と
い
う
に
至
っ
て
も
い
る
。
起
源
か
ら
現
在
ま
で
「
物
は

か
な
く
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
き
す
ぢ
」
（
石
上
私
淑
言
巻
三
）
に
貫
か
れ
て
い

る
上
の
い
づ
れ
に
何
故
彼
が
決
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
問
題
と
し
て
残

る
が
、
し
か
し
そ
の
問
題
は
宣
長
的
雅
び
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
に

衝
き
あ
た
る
こ
と
も
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
お
い
て
、
歌
の
差
異
づ
け
に

の
ゑ
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
や
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
が

排
さ
れ
る
と
と
も
に
、
古
歌
同
士
の
も
つ
時
空
の
隔
た
り
や
そ
れ
ら
の
い
わ
ば

本
質
的
な
緊
張
関
係
は
、
雅
言
の
用
法
や
そ
れ
に
よ
る
情
趣
自
体
と
い
う
よ
り

そ
の
安
ら
か
な
統
一
を
問
い
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
主
に
歌
の
方
法
的
姿
の
ち

が
い
と
し
て
現
わ
さ
れ
そ
の
限
り
で
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か

し
ま
た
こ
の
限
り
で
彼
に
と
っ
て
古
歌
は
現
前
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
展
開
で
き
な
い
が
、
神
々
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
だ
ろ
う
。
彼
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
見
方
は
、
か
か
る
歌
と
い
う
行

為
と
、
そ
の
安
ら
か
な
姿
へ
の
規
範
的
方
法
や
「
自
然
」
の
根
拠
へ
の
注
目
に

お
い
て
同
様
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宣
長
の
周
知
の
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
「
お
も
む
き
心
ぱ
へ
を
わ
き
ま
へ
し

向
〃
ゴ

リ
」
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
情
の
感
く
が
物
の
あ
は
れ
を
し
る
な
り
」
（
同
巻
一
）

と
い
う
「
物
の
あ
は
れ
」
論
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
物
の
い
か
な
る
趣
き
や

心
ぱ
え
か
の
問
い
か
け
が
お
し
進
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
は
悲
し
む

べ
き
事
や
恋
あ
る
い
は
四
季
の
景
物
に
つ
い
て
の
嘆
き
の
深
さ
や
優
美
さ
と
し

て
彼
に
と
っ
て
多
く
は
古
く
か
ら
の
既
定
の
了
解
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
に
い
か

に
徹
し
敏
感
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
敏
感
な
る
再
発
見
の
勧
め
が

あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
そ
こ
に
お
い
て
人
々
に
と
っ
て
私
的
に
執
着
し
た
り
絶

対
的
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
物
が
そ
れ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
し
、
人
々
や
物
事
相
互
の
関
係
が
単
一
な
目
的
を
も
っ
て
統
合
さ
れ
る
の
で

は
な
か
っ
た
。
「
物
の
あ
ば
れ
」
論
は
統
一
的
な
世
界
観
の
成
り
立
た
な
い
と

こ
ろ
、
世
界
が
細
分
化
ざ
れ
多
義
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
い
わ
れ
、

そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
彼
一
流
の
然
り
の
言
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
論
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
余
の
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
強
い
ご
と
に
陥
る
こ
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と
な
の
で
あ
っ
た
。

一
方
は
宣
長
は
世
界
が
「
は
か
な
き
」
ま
ま
に
「
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
き
す

ぢ
」
を
も
っ
て
持
続
す
る
と
い
う
世
界
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か

だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
い
つ
の
時
代
の
認
識
も
、
そ
の
濃
淡
の
差
異
は
別
に
し
て

雅
俗
合
わ
せ
も
つ
両
義
性
の
地
平
上
に
あ
り
、
彼
は
時
代
の
明
確
な
肯
定
と
否

定
の
対
立
の
道
を
と
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
歌
の
場
面
に
お
け
る
言
辞
や

情
趣
の
取
捨
選
択
の
仕
方
の
規
範
的
方
法
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ

で
は
い
か
な
る
遡
源
や
回
帰
が
あ
る
の
か
あ
る
い
は
何
が
将
来
す
る
の
か
そ
の

像
は
形
成
し
難
い
。
歌
に
お
い
て
彼
の
現
在
を
領
し
て
い
る
「
後
世
風
」
と
い

う
語
は
、
か
か
る
両
義
性
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

宣
長
に
お
い
て
雅
び
な
る
も
の
は
、
ま
ず
歌
や
「
物
の
あ
は
れ
」
が
遍
在
し

持
続
す
る
世
界
の
全
般
的
な
様
相
を
意
味
し
、
そ
し
て
こ
の
な
か
で
個
々
の
歌

い
ぶ
り
や
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
の
洗
練
さ
れ
整
え
ら
れ
た
あ
り
方
が

特
に
雅
び
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
二
重
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

時
を
経
洗
練
を
経
る
と
と
も
に
、
自
然
な
趣
き
あ
る
い
は
「
神
の
御
国
の
故
」

（
同
巻
二
）
と
そ
の
由
来
不
可
測
な
源
泉
に
つ
な
が
り
、
向
上
的
で
あ
る
と
同

時
に
根
底
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

宣
長
は
雅
び
が
、
人
の
思
惑
と
は
異
に
日
常
何
気
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
言

に
も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
玉
勝
間
七
の
巻
「
香
を
き
く
と
い
ふ
は
俗
言
な
る

事
」
・
十
二
の
巻
「
妻
を
む
か
ふ
酒
を
く
む
」
）
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
に

お
い
て
雅
び
は
い
つ
も
何
ら
か
の
形
で
生
き
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
面
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
雅
び
は
俗
に
徹
す
る
こ
と
と
も
い
え
よ
う
が
、
し
か

し
今
の
俗
に
直
ち
に
即
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
ゐ
な
か
に
い
に

し
へ
の
雅
言
の
の
こ
れ
る
事
」
（
玉
勝
間
七
の
巻
）
や
「
す
べ
て
俗
語
は
、
書

を
考
へ
て
云
出
る
物
に
は
あ
ら
ず
」
（
同
八
の
巻
「
癩
病
を
か
た
ゐ
と
い
ふ
こ

と
」
）
と
、
古
言
古
書
の
血
肉
化
で
あ
る
限
り
で
の
俗
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
雅
び
は
彼
に
お
い
て
そ
の
全
体
が
直
ち
に
対
象
化
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

り
え
な
か
っ
た
。
不
断
の
「
い
に
し
へ
」
の
探
究
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
何
を
い
か
な
る
理
由
で
か
に
よ
っ
て
で
は
な
く
い
か

に
確
認
し
用
い
う
る
か
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
い
う
雅
び
は
い
わ
ば

中
味
の
不
透
明
な
容
器
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

中
味
は
何
で
も
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
が
、
そ
の
不
透
明
さ
、
「
い
に
し

へ
」
の
内
実
の
問
題
は
、
大
き
く
自
然
や
「
御
国
は
た
堂
直
ぐ
み
や
び
や
か
な

る
道
の
象
有
」
（
石
上
私
淑
言
巻
三
）
と
い
う
「
御
国
」
に
領
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
無
限
に
持
続
的
に
物
事
を
享
受
す
る
仕
方
を
得
る
可

能
性
を
開
く
と
と
も
に
、
桜
に
対
す
る
好
尚
の
よ
う
な
余
り
に
具
体
的
な
水
準

で
の
宣
長
的
見
方
や
趣
味
に
お
い
て
閉
塞
さ
れ
た
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
彼
の
い
う
雅
び
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
か
か
る
無

限
開
放
と
閉
塞
の
分
裂
の
中
に
た
や
す
く
陥
る
こ
と
に
な
る
危
う
さ
が
あ
る
。

彼
は
そ
の
よ
う
に
迫
っ
て
く
る
存
在
で
あ
る
。

宣
長
自
身
も
彼
な
り
の
方
法
意
識
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
に
対
処
し
よ
う
と
し

た
。
だ
が
究
極
的
な
と
こ
ろ
で
自
然
や
「
神
の
御
国
」
が
登
場
し
て
い
た
。
も

っ
と
も
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
事
の
表
層
の
あ
や
に
注
目
し
そ
れ
に
徹
す
る
こ
と

を
も
た
ら
す
力
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
彼
に
お
い
て
か
か
る
自

然
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
我
々
を
規
定
し
の
っ
と
ら
せ
る
普
遍
的
な
美
や
方
法
の

様
相
が
形
造
ら
れ
て
く
る
の
か
、
し
か
し
そ
れ
が
固
定
さ
れ
ず
い
か
に
同
時
に

相
対
化
過
程
化
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
の
は
ら
む
問
題
を
、
上
述
の
歌
一
般
に
つ

い
て
だ
け
で
な
く
、
広
く
彼
自
身
の
歌
や
古
典
の
読
承
に
即
し
て
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

了
。
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