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じ
言
葉
が
時
期
に
よ
っ
て
用
法
を
異
に
す
る
と
い
う
顕
著
な
事
例
に
あ
た
る
た

め
、
歌
語
の
用
法
の
展
開
を
探
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

歌
言
葉
を
解
く
代
表
的
な
辞
典
で
は
、
藤
衣
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』

①
藤
の
皮
の
繊
維
で
織
っ
た
衣
服
。
丈
夫
な
の
で
庶
民
の
労
働
着
や
僧
の
衣

な
ど
に
用
い
ら
れ
た
。
…
…
。

②
歌
語
。
喪
服
。
喪
に
こ
も
る
期
間
は
、
粗
衣
粗
食
の
生
活
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
の
で
、
貴
族
た
ち
も
①
を
着
た
こ
と
に
よ
る
。
平
安
以
降
、
喪

服
の
総
称
に
用
い
る
。
…
…
。

久
保
田
淳
ほ
か
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
寺
島
恒
世
氏
執
筆
担
当

藤
の
皮
な
ど
の
繊
維
で
織
っ
た
布
で
仕
立
て
ら
れ
た
衣
。
織
り
目
が
粗
く
、

粗
末
な
衣
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、
喪
服
の
意
を
表
す
。
…
…
平
安
時
代

か
ら
は
喪
服
の
意
と
し
て
用
い
る
例
が
増
え
る
。
…
…
。

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』

藤
の
つ
る
の
皮
の
繊
維
な
ど
で
織
っ
た
目
の
あ
ら
い
粗
末
な
布
を
い
っ
た
が
、

転
じ
て
喪
服
の
こ
と
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
…
…
喪
服
を
い
う
後
者
の
例

は
平
安
時
代
以
後
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
…
…
。

　

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
最
終
歌
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
編
纂
ま
で
の
約
百
五
〇
年
間
、

宮
都
が
変
わ
り
新
た
な
制
度
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
政
治
や
文
化
が
大
き
く
様
変

わ
り
し
た
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
然
、
人
々
の
暮
ら
し
に
根
差
す

衣
も
そ
の
形
が
変
わ
り
、
新
し
い
歌
の
表
現
も
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
「
た
ら
ち
ね
」
は
上
代
で
は
母
に
か
か
る
言
葉
で
あ
る
が
、
平
安

時
代
に
な
る
と
実
態
は
依
然
と
し
て
母
で
あ
っ
て
も
、
言
葉
と
し
て
は
母
で
は

な
く
親
に
か
か
る
よ
う
に
な
る
。
む
ろ
ん
あ
く
ま
で
も
現
存
す
る
和
歌
の
用
例

の
な
か
で
の
違
い
で
あ
る
が
、
平
安
貴
族
の
生
活
文
化
が
上
代
と
異
な
っ
て
い

く
な
か
で
、
目
新
し
い
表
現
が
模
索
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
と
き
、
い
か
に
上
代
を
享
受
し
、
い
か
に
新
た
な
表
現
を
試
み
る
の

か
。
歌
は
必
ず
し
も
実
態
を
そ
の
ま
ま
詠
む
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
用
法
の

変
化
に
は
何
か
し
ら
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
藤
衣
と
い
う
歌
語
を
検
討
の
材
料
と
し
て
、
こ
の
問
題
に

取
り
組
ん
で
み
た
い
。
藤
衣
は
万
葉
歌
に
海
人
が
着
る
衣
と
し
て
詠
ま
れ
る
が
、

平
安
時
代
か
ら
は
喪
服
の
意
と
し
て
も
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同

歌
語
「
藤
衣
」
の
表
現
と
そ
の
展
開
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藤
と
葛
は
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
た
め
藤
衣

の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
藤
の
衣
と
葛
の
衣
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討

し
て
お
き
た
い
。

柳
田
國
男
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

３
）

。

フ
ヂ
は
原
来
は
葛
類
全
体
の
総
称
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
紫
の
花
を
垂
れ

て
咲
く
藤
一
種
に
は
限
つ
て
居
な
か
つ
た
。
人
も
知
る
如
く
河
内
の
葛
井

寺
は
フ
ヂ
ヰ
デ
ラ
と
読
ん
で
居
る
。
昔
の
藤
布
の
中
に
は
紫
の
藤
で
無
く
、

た
と
へ
ば
貴
人
の
喪
服
に
も
用
ゐ
ら
れ
た
と
い
ふ
藤
衣
な
ど
は
、
或
は
又

別
種
の
葛
の
繊
維
を
以
て
織
つ
た
も
の
だ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
明
治
四
十
四
年
六
月
筆
）

こ
の
よ
う
に
蔓
性
植
物
の
広
義
と
し
て
藤
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
前
述
し
た
辞
典
で
「
藤
の
皮
な
ど
の
」
や
「
藤
の

つ
る
の
皮
の
繊
維
な
ど
」
の
よ
う
に
「
な
ど
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た

め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
和
歌
の
表
現
と
い
う
点
は
ど
う
か
。
歌
言
葉
は
社
会
の
共
通
認
識
の

も
と
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
と
き
に
は
現
実
か
ら
乖
離
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
実
際
、
衣
の
表
現
に
限
っ
て
い
え
ば
、
藤
と
葛
と
は
使
い
分

け
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
て
と
れ
る
。

『
万
葉
集
』
で
は
、
藤
衣
が
二
首
（
巻
三
の
四
一
三
番
歌
、
巻
十
二
の
二
九

以
上
の
よ
う
に
藤
衣
は
、
藤
な
ど
の
繊
維
を
素
材
と
す
る
衣
で
あ
り
、
織
り

目
の
あ
ら
い
粗
末
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
評
価
は
果

た
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
検
証
し
て
み
た
い
。

さ
ら
に
用
法
の
変
化
に
つ
い
て
も
、
平
安
時
代
以
降
と
し
つ
つ
も
い
つ
か
ら

藤
衣
が
喪
服
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ

し
内
尾
久
美
氏（

１
）

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
以
後
の
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
な
ぜ
『
古
今
和
歌
集
』
以
後
に
な
る
と
喪
服
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
藤
衣
と
同
じ
く
喪
服
の
表
現
と
し
て
中
古
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
歌
語
に

墨
染
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
喪
服
の
色
相
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
言
葉
で

あ
る
と
さ
れ
る（

２
）

。
し
か
し
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
六
国
史
や
儀

式
書
な
ど
を
探
っ
て
も
、
喪
服
の
素
材
と
し
て
藤
の
繊
維
が
用
い
ら
れ
た
形
跡

は
見
当
た
ら
な
い
。
藤
衣
は
平
安
貴
族
が
実
際
に
着
用
し
た
と
い
う
裏
付
け
も

な
く
、
あ
く
ま
で
も
歌
の
世
界
で
し
か
喪
服
の
用
例
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
藤
衣
が
喪
服
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
墨
染
と
の
違
い

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一　

素
材
の
問
題

（
一
）
藤
と
葛
の
関
係
に
つ
い
て
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（『
大
和
本
草
』『
百
草
露
』
の
引
用
は
省
略
）

だ
か
ら
「
拾
遺
集
」
に
「
藤
原
道
新
信
朝
臣
、恒
徳
公
の
服
ぬ
ぎ
侍
る
と
て
、

限
り
あ
れ
ば
け
ふ
ぬ
ぎ
す
て
つ
藤
衣
は
て
な
き
も
の
は
涙
な
り
け
り
」
と

あ
る
の
は
、
道
信
が
父
為
光
（
恒
徳
公
）
の
喪
に
服
し
て
着
て
ゐ
た
葛
布

の
服
を
ぬ
ぎ
か
ね
た
歌
で
あ
り
、「
源
氏
物
語
」榊
の
巻
に「
涙
を
落
し
つ
ゝ

見
奉
る
。
黑
き
御
車
の
中
に
て
、
藤
の
袂
に
窶
れ
た
ま
へ
ば
」
と
あ
る
の

は
亡
き
人
の
後
を
弔
う
際
の
葛
布
の
装
束
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
伴

宿（
マ
マ
）持
は「
わ
ぎ
も
こ
が
き
る
藤
衣
白
妙
に
咲
る
か
き
ね
の
卯
の
花
や
こ
れ
」

と
歌
つ
て
ゐ
る
が
、藤
の
布
で
作
つ
た
衣
で
は
こ
の
風
情
は
な
い
。「
杜
詩
」

に
「
細
葛
含
風
軟
」
と
あ
る
様
に
、
葛
布
の
柔
か
さ
こ
そ
可
憐
な
卯
の
花

を
想
は
し
め
る
風
情
豊
か
で
あ
る
。

『
拾
遺
和
歌
集
』『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
大
伴
宿
持
の
歌
を
引
用
し
て
、
こ
れ

ら
の
藤
衣
は
葛
の
繊
維
で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
こ
に

い
う
「
大
伴
宿
持
」
は
お
そ
ら
く
大
伴
家
持
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の

歌
は
『
万
葉
集
』
も
含
め
た
現
存
す
る
歌
集
に
み
ら
れ
ず
、類
歌
が
『
家
持
集
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
も
『
家
持
集
』
の
歌
で
は
「
わ
ぎ
も
こ
が
き
る
な
つ
ご
ろ
も
し
ろ
た
へ

に
さ
け
る
か
き
ね
の
う
の
は
な
や
と
き
」（
七
四
番
歌
）
と
あ
り
、
藤
衣
で
は

な
く
夏
衣
と
な
っ
て
い
る
。『
家
持
集
』
の
写
本
と
し
て
評
価
の
高
い
時
雨
亭

七
一
番
歌
）
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
塩
を
焼
く
海
人
が
着
て
い
る
。
一
方
の

葛
に
は
葛
衣
や
葛
布
と
い
っ
た
用
語
は
み
ら
れ
な
い
。「
剣
太
刀
鞘
ゆ
入
野
に

葛
引
く
吾
妹
ま
袖
も
ち
着
せ
て
む
と
か
も
夏
草
刈
る
も
」（
巻
七
の
一
二
七
二

番
歌
）、「
を
み
な
へ
し
生
ふ
る
沢
辺
の
ま
葛
原
い
つ
か
も
繰
り
て
我
が
衣
に
着

む
」（
巻
七
の
一
三
四
六
番
歌
）、「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
声
聞
く
や
卯
の
花
の
咲

き
散
る
岡
に
葛
引
く
娘
子
」（
巻
十
の
一
九
四
二
番
歌
）
の
よ
う
に
、
葛
を
衣

に
す
る
た
め
に
素
材
を
採
取
し
て
い
る
段
階
が
詠
ま
れ
る
の
み
で
あ
る
。
衣
の

素
材
が
歌
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
顕
著

な
違
い
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

平
安
時
代
以
降
の
用
例
を
み
て
も
、
や
は
り
葛
衣
と
い
う
歌
言
葉
は
出
て
こ

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、葛
を
採
取
す
る
様
子
を
詠
む
こ
と
も
な
く
な
り
、も
っ

ぱ
ら
葛
の
葉
裏
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
現
実
的
に
は
平
安
貴
族
も
葛
の
繊

維
で
織
ら
れ
た
布
を
目
に
す
る
機
会
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が（

４
）

、
こ
と
和
歌
の
表
現

に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
外
村
吉
之
介
氏
は
『
葛
布
帖
』
の
な
か
で
、
葛
布
の
語
義
つ
い
て

①
藤
衣
と
呼
ば
れ
て
い
る
藤
布
、
②
藤
布
と
呼
ば
れ
て
い
る
葛
布
、
③
葛
布
と

呼
ば
れ
た
葛
布
の
三
つ
に
分
け
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
②
は
本
稿

と
関
わ
る
の
で
考
察
を
加
え
た
い
。

外
村
氏
の
論
考
は
史
料
を
通
時
代
的
に
横
断
す
る
た
め
、
古
代
に
限
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
点
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
②
の
実
例
の
な

か
に
中
古
の
文
学
作
品
も
交
る
た
め
ひ
と
ま
ず
引
用
し
た
い（

５
）

。
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（
二
）
素
材
に
よ
る
尊
卑
に
つ
い
て

藤
衣
が
、
織
り
目
の
あ
ら
い
粗
末
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
の
は
、

万
葉
歌
の
影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。『
万
葉
集
』
に
は
藤
衣
が
二
首
詠
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
衣
の
藤
衣
間
遠
に
し
あ
れ
ば
い

ま
だ
着
馴
れ
ず
」（
巻
三
の
四
一
三
番
歌
）
と
、「
大
君
の
塩
焼
く
海
人
の
藤
衣

な
れ
は
す
れ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し
も
」（
巻
十
二
の
二
九
七
一
番
歌
）
と
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
藤
衣
が
着
慣
れ
て
身
に
馴
染
む
よ
う
に
な
る
様
子
を
男
女
の
仲
に
た

と
え
て
い
る
。
な
か
で
も
四
一
三
番
歌
は
「
間
遠
に
し
あ
れ
ば
」
と
藤
衣
の
目

が
粗
い
こ
と
を
詠
ん
で
お
り
、
題
詞
に
宴
吟
の
歌
と
あ
る
点
も
興
味
深
い
。

こ
の
二
首
を
み
る
と
、
藤
衣
が
目
の
粗
い
衣
で
、
塩
焼
き
の
海
人
が
着
る
よ

う
な
労
働
着
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
も
納
得
で
き
る
。
さ
ら
に
、
平
安

時
代
に
は
「
伊
勢
の
海
の
塩
焼
く
海
人
の
藤
衣
な
る
と
は
す
れ
ど
逢
は
ぬ
君

哉
」（『
後
撰
和
歌
集
』
雑
三
・
七
四
四
番
歌
）
や
、「
朝
な
朝
な
塩
焼
く
あ
ま

の
藤
衣
な
る
と
な
す
れ
ど
あ
か
ぬ
恋
か
な
」（『
伊
勢
集
』
三
八
六
番
歌
）
の
よ

う
に
、「
塩
焼
く
海
人
の
藤
衣
」
と
い
う
言
葉
が
享
受
さ
れ
て
い
る
。

中
世
の
歌
学
書
『
八
雲
御
抄
』（
巻
第
六
）
に
お
い
て
も
、「
第
四
に
古
歌
を

と
る
事
」
の
な
か
で
「
須
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
や
き
ぎ
ぬ
の
ふ
ぢ
衣
ま
ど
ほ
に
し

あ
れ
ば
い
ま
だ
き
な
れ
ず
。
こ
れ
を
、
塩
や
く
あ
ま
の
ふ
ぢ
衣
と
は
、
さ
な
が

ら
歌
を
と
る
や
う
と
し
も
な
く
と
れ
り
。」
と
あ
り
、「
塩
焼
く
海
人
の
藤
衣
」

が
常
套
化
し
て
い
た
事
実
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
以
降
も
藤

文
庫
本
・
西
本
願
寺
本
・
書
陵
部
本
の
い
ず
れ
も
が
「
な
つ
ご
ろ
も
」
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も（

６
）

、
こ
の
用
例
は
外
村
氏
の
誤
認
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と

す
る
と
残
る
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
藤
衣
と
『
源
氏
物
語
』
藤
の
袂
の
用
例
と
な

る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
葛
製
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
証
拠
に

な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
実
に
は
藤
も
葛
も
衣
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

が
、
和
歌
の
世
界
で
は
あ
る
程
度
の
差
別
化
を
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
藤
衣
と
い
う
歌
言
葉
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
化
し
て
い
た
と
も

い
え
る
だ
ろ
う
。
葛
衣
と
い
う
語
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
藤
衣
た
る
ゆ
え
ん
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

７
）

。

ち
な
み
に
中
国
の
文
献
に
つ
い
て
管
見
の
限
り
で
は
、
葛
衣
・
葛
巾
・
葛
衫
・

葛
帯
・
葛
絰
な
ど
葛
の
繊
維
で
で
き
た
服
飾
の
類
語
が
散
見
す
る
一
方
で
、
藤

に
つ
い
て
は
晩
唐
の
詩
人
で
あ
る
貫
休
の
古
意
九
首
に
「
箬
屋
開
二

地
炉
一

、
翠

墻
掛
二

藤
衣
一

。」（
全
唐
詩
第
八
二
六
巻
第
二
〇
首
）
と
あ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
漢
詩
は
、
隠
遁
者
が
過
ご
す
苫
屋
の
壁
に
藤
衣
を
か
け
る
様
子
を
い
っ

た
も
の
で
、
わ
び
し
い
暮
ら
し
の
象
徴
物
と
し
て
藤
衣
が
で
て
く
る
。
日
本
で

も
『
今
昔
物
語
集
』（
巻
第
十
一
・
役
優
婆
塞
誦
持
呪
駈
鬼
神
語
第
三
）
の
役

行
者
に
ま
つ
わ
る
話
に
「
年
来
葛
木
ノ
山
ニ
住
テ
、
藤
ノ
皮
ヲ
以
テ
着
物
ト
シ
、

松
ノ
葉
ヲ
食
物
ト
シ
テ
、
四
十
余
年
彼
ノ
山
ノ
中
ノ
崛
居
給
ヘ
リ
。」
と
あ
り
、

平
安
時
代
も
終
わ
り
頃
に
な
る
と
同
じ
よ
う
に
隠
遁
者
が
着
る
藤
の
表
現
が
み

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
『
万
葉
集
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
も
み
ら
れ
る
。

み
ど
り
子
の　

若
子
髪
に
は　

た
ら
ち
し　

母
に
抱
か
え　

ひ
む
つ
き
の　

稚
児
が
髪
に
は　

木
綿
肩
衣　

純
裏
に
縫
ひ
着　

頚
つ
き
の　

童
髪
に
は　

結
ひ
は
た
の　

袖
つ
け
衣　

着
し
我
れ
を　

丹
よ
れ
る　

子
ら
が
よ
ち
に
は

　

蜷
の
腸　

か
黒
し
髪
を　

ま
櫛
持
ち　

こ
こ
に
か
き
垂
れ　

取
り
束
ね　

上
げ
て
も
巻
き
み　

解
き
乱
り　

童
に
な
し
み　

さ
丹
つ
か
ふ　

色
に
な
つ

け
る　

紫
の　

大
綾
の
衣　

住
吉
の　

遠
里
小
野
の　

ま
榛
持
ち　

に
ほ
ほ

し
衣
に　

高
麗
錦　

紐
に
縫
ひ
つ
け　

刺
部
重
部　

な
み
重
ね
着
て　

打
麻

や
し　

麻
続
の
子
ら　

あ
り
衣
の　

財
の
子
ら
が　

打
ち
し
栲　
　

延
へ
て

織
る
布　

日
さ
ら
し
の　

麻
手
作
り
を　

信
巾
裳
な
す　

脛
裳
に
取
ら
し　

稲
置
娘
子
が　

妻
ど
ふ
と　

我
れ
に
お
こ
せ
し　

彼
方
の　

二
綾
下
沓　

飛

ぶ
鳥　

明
日
香
壮
士
が　

長
雨
禁
へ　

縫
ひ
し
黒
沓　

さ
し
履
き
て　

庭
に

た
た
ず
み
（
後
略
）

こ
れ
は
竹
取
の
翁
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
長
歌
（
巻
十
六
の
三
七
九
一
番
歌
）

の
一
部
で
あ
る
。
翁
が
出
生
か
ら
青
年
に
か
け
て
い
か
に
華
や
か
な
生
活
を
お

く
っ
て
い
た
の
か
が
服
飾
を
た
と
え
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
も
の
は
傍
線
部
を
付
け
た
通
り
で
あ
る
が
、
綾
や
錦
と
い
っ
た
動
物
性
の
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
木
綿
や
麻
、
栲
と
い
っ
た
植
物
性
の
も
の
も
同
格
に
扱
わ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
打
ち
し
栲
」
や
「
日
さ
ら
し
の
麻
手
作
り
」
と
い
っ

衣
が
塩
焼
き
海
人
の
着
る
衣
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
藤
で
で
き
た
衣
の
す
べ
て
が
粗
末
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

た
の
か
、も
う
少
し
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。と
い
う
の
も
、『
古
事
記
』

（
中
巻
・
応
神
天
皇
）
に
、
伊
豆
志
袁
登
売
神
を
め
ぐ
っ
て
秋
山
之
下
氷
壮
夫

と
春
山
之
霞
壮
夫
の
兄
弟
が
争
う
話
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
春
山
之
霞
壮
夫
の

母
が
「
布ふ

ぢ遅
葛
を
取
り
て
」
衣
や
弓
矢
な
ど
を
作
り
、
そ
れ
ら
を
身
に
着
け
て

家
を
訪
ね
る
と
「
其
の
衣
服
と
弓
矢
と
、
悉
く
藤
の
花
と
成
り
き
。」
と
い
う

記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
布
遅
葛
」
に
よ
っ
て
で
き
た
衣
は
粗
末
な

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
春
山
之
霞
壮
夫
を
勝
利
に
導
く
こ
と
に
な
る
。
む
ろ

ん
春
を
象
徴
す
る
植
物
と
し
て
藤
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
数
多
あ
る
春
の

花
の
な
か
で
藤
が
選
ば
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

衣
の
素
材
は
、
動
物
性
を
上
等
な
も
の
と
し
て
、
対
し
て
植
物
性
を
下
に
位

置
付
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
を
み
て
も
、
山

上
憶
良
が
詠
ん
だ
「
老
身
に
病
を
重
ね
、
経
年
辛
苦
し
、
さ
ら
に
児
等
を
思
ふ

歌
七
首
」
の
な
か
に
「
富
人
の
家
の
子
ど
も
の
着
る
身
な
み
腐
し
捨
つ
ら
む
絹

綿
ら
は
も
」（
巻
五
の
九
〇
〇
番
歌
）
と
「
荒
栲
の
布
衣
を
だ
に
着
せ
か
て
に

か
く
や
嘆
か
む
為
む
す
べ
を
な
み
」（
九
〇
一
番
歌
）
と
い
う
対
に
な
る
歌
が

あ
る
。
前
者
は
裕
福
な
子
ど
も
が
絹
や
綿
の
衣
さ
え
も
持
て
余
し
て
い
る
様
子

を
、
そ
れ
と
対
比
す
る
よ
う
に
自
身
の
子
ど
も
に
は
荒
栲
の
衣
さ
え
も
着
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
嘆
き
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
動
物
性
繊
維
（
絹
・
綿
）
と
植
物

性
繊
維
（
荒
栲
）
と
が
貧
富
の
格
差
を
象
徴
し
て
い
る
。
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に
、
上
等
な
も
の
と
し
て
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う（

８
）

。

先
に
述
べ
た
『
古
事
記
』
の
よ
う
に
春
を
象
徴
す
る
花
と
し
て
藤
が
尊
重
さ
れ

て
は
い
た
だ
ろ
う
が
、
衣
と
な
っ
た
と
き
に
は
そ
の
よ
う
な
尊
さ
が
み
ら
れ
ず
、

粗
末
な
も
の
の
代
表
格
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

用
法
の
変
化
の
問
題

（
一
）
喪
服
を
表
す
よ
う
に
な
る
時
期
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
、
喪
服
と
し
て
藤
衣
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
『
古
今
和

歌
集
』
が
初
見
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

巻
五
・
秋
歌
下
（
三
〇
七
番
歌
）

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　

穂
に
も
出
で
ぬ
山
田
を
守
る
と
藤
衣
稲
葉
の
露
に
濡
れ
ぬ
日
は
な
し

巻
十
三
・
恋
歌
三
（
六
五
四
番
歌
）

橘
清
樹
が
忍
び
に
あ
ひ
知
れ
り
け
る
女
の
も
と
よ
り
お
こ
せ
た
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　

思
ふ
ど
ち
一
人
一
人
が
恋
死
な
ば
誰
に
よ
そ
へ
て
藤
衣
着
む

た
よ
う
に
手
間
暇
を
か
け
て
作
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
正
倉
院
文
書
』（
正
集
四
）
の
「
安
拝
常
麻
呂
解
」
に
は
、
天
平

七
年
（
七
三
五
）
八
月
二
十
八
日
に
夜
盗
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
安
拝
常
麻
呂
の

持
ち
物
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
「
麻
朝
服
一
領
」
と
「
葛
布
半
臂

一
領
」
と
が
み
ら
れ
、
奈
良
時
代
の
官
人
が
麻
製
の
朝
服
と
葛
布
で
で
き
た
半

臂
と
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
植
物
性
繊
維
は
朝
廷
へ
出
仕
す
る
さ

い
に
着
用
す
る
官
服
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
植
物
性
素
材
は
粗
末
な
も
の
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
動
物
性
の
も
の
が
上
等
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
が
、
手
間
を
か
け
て
丁
寧
に
作
ら
れ
た
栲
や
麻
の
衣
が
絹
な
ど
と
同
等
に

扱
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た
植
物
性
素
材
の
な
か
に
藤
は
で
て
こ
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
『
万
葉
集
』
に
は
「
俗
の
語
に
云
は
く
、藤
を
以
て
錦
に
続
ぐ
と
い
ふ
。」

（
巻
十
七
の
三
九
六
七
番
歌
の
序
文
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
大
伴
家
持
か
ら
の
消

息
を
受
け
た
大
伴
池
主
の
返
事
で
あ
り
、
自
身
の
歌
を
藤
に
家
持
の
歌
を
錦
に

た
と
え
て
謙
遜
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
た
家
持
の
返
答
も
「
こ
こ
に
藤
を
以

て
錦
を
続
ぐ
の
言
を
辱
み
し
、更
に
石
を
将
ち
て
瓊
に
間
ふ
る
詠
を
題
す
。」（
三

九
六
九
番
歌
の
序
文
）
と
あ
り
、
藤
＝
石
＝
自
分
の
歌

↔

錦
＝
瓊
＝
相
手
の
歌

と
い
う
対
照
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
奈
良
時
代
の
社
会
に
お
い
て
藤
は
、
劣
っ
た
も
の
と
し
て
玉

石
の
石
と
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
植
物
性
素
材
で
も
栲
や
麻
の
よ
う
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で
は
な
ぜ
田
の
守
り
人
が
藤
衣
を
着
る
と
い
う
表
現
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

内
尾
久
美
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
藤
衣
と
と
も
に
詠
み
こ
ま
れ
る
語
に
は
い
く

つ
か
の
型
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
が
「
涙
」
で
あ
る
と
す
る（

９
）

。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
三
〇
七
番
歌
も
理
解
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な

ら
秋
の
田
を
守
る
歌
の
な
か
に
は
「
露
」
と
い
う
語
で
守
人
自
身
の
「
涙
」
を

詠
む
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る）

10
（

。
三
〇
七
番
歌
も
「
露
」（
涙
）
の
縁
語
と
し

て
藤
衣
が
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
喪
服
と
し
て
の
藤
衣
が
三
首
み
ら
れ
、

そ
の
歌
人
は
『
古
今
和
歌
集
』
撰
者
二
名
と
詠
み
人
知
ら
ず
で
あ
っ
た
。
し
か

し
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
歌
が
い
つ
ご
ろ
詠
ま
れ
た
の
か
詞
書
か
ら
は
判
然

と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
お
お
よ
そ
の
詠
ま
れ
た
時
期
が
わ
か
る
歌
の
な
か
で
、

比
較
的
古
い
歌
を
順
番
に
挙
げ
て
い
き
た
い
。

① 

藤
衣
織
り
着
る
糸
は
水
な
れ
や
濡
れ
は
ま
さ
れ
ど
か
わ
く
ま
も
な
し

（『
貫
之
集
』
七
六
六
番
歌
）

② 

一
重
だ
に
着
る
は
悲
し
き
藤
衣
重
な
る
秋
を
思
ひ
や
ら
な
ん

（『
兼
輔
集
』
一
二
一
番
歌
）

　

一
重
だ
に
着
る
は
悲
し
き
藤
衣
重
ぬ
る
秋
を
思
ひ
や
ら
な
ん

（『
貫
之
集
』
七
六
九
番
歌
）

③ 
君
な
く
て
立
朝
霧
は
藤
衣
池
さ
へ
着
る
ぞ
悲
し
か
り
け
る

（『
敦
忠
集
』
九
番
歌
・『
拾
遺
和
歌
集
』
一
二
八
八
番
歌
）

巻
十
六
・
哀
傷
歌
（
八
四
一
番
歌
）

　
　
　

父
が
お
も
ひ
に
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　

壬
生
忠
岑

　

藤
衣
は
つ
る
る
糸
は
わ
び
人
の
涙
の
玉
の
緒
と
ぞ
な
り
け
る

巻
十
九
・
雑
躰
歌
（
一
〇
〇
二
番
歌
）

　
　
　

古
歌
奉
り
し
時
の
目
録
の
序
の
長
歌　
　

紀
貫
之

…
…
藤
衣　

織
れ
る
心
も　

八
千
種
の　

言
の
葉
ご
と
に　

す
べ
ら
き
の　

　

仰
せ
か
し
こ
み　

巻
々
の　

中
に
尽
く
す
と
…
…

全
部
で
四
首
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
が
異
な
っ
て
お
り
、
意
外
な
こ
と

に
哀
傷
歌
は
忠
岑
の
一
首
（
八
四
一
番
歌
）
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
〇
〇

二
番
歌
の
「
藤
衣
織
れ
る
心
」
は
哀
傷
歌
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
六
五
四
番

歌
も
恋
歌
で
は
あ
る
が
喪
服
の
表
現
と
し
て
藤
衣
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

唯
一
の
例
外
が
三
〇
七
番
歌
で
、
こ
の
場
合
の
藤
衣
は
喪
服
で
は
な
く
労
働

着
を
指
し
て
い
る
。
海
人
が
着
る
衣
以
外
で
の
労
働
着
の
用
例
は
非
常
に
珍
し

く
、
喪
服
の
用
法
と
同
様
に
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
み
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。

類
歌
に
あ
た
る
『
猿
丸
集
』（
四
三
番
歌
）
で
は
「
忍
び
た
る
女
の
も
と
に
秋

の
頃
ほ
ひ
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
、「
穂
に
出
で
ぬ
山
田
の
守
る
と
唐
衣
稲

葉
の
露
に
濡
れ
ぬ
日
は
な
し
」と
な
っ
て
い
る
。す
な
わ
ち
藤
衣
が
唐
衣
と
な
っ

て
所
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
享
受
の
過
程
で
用
語
が
揺
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
藤
衣
の
用
法
と
し
て
は
定
着
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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か
で
も
比
較
的
新
し
い
用
法
な
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
醍
醐
朝
に
お
い
て
藤
衣
が
喪
服
の
表
現
と
し
て
成
立
し
た
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。『
吏
部
王
記
』
に
は
醍
醐
天
皇
の
葬
送
後
の
こ
と
と
し
て
「
是
日
、

孝
子
等
暫
脱
二

商
布
衣
一

、
毎
二

七
日
一

着
レ

之
、
其
間
着
二

鈍
色
布
直
衣
一

。」
と
い

う
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
醍
醐
の
子
ど
も
た
ち
は
、葬
日
ま
で
は「
商
布
衣
」

を
着
用
し
、
葬
送
が
終
わ
れ
ば
七
日
ご
と
の
法
要
の
と
き
だ
け
に
そ
れ
を
着
て
、

そ
れ
以
外
の
時
に
は
「
鈍
色
布
直
衣
」
姿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
に
み
え
る
鈍
色
の
喪
服
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
は
着
用
例
が
な
く
、
醍

醐
朝
以
降
に
な
る
と
古
記
録
な
ど
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
喪
服
を

め
ぐ
る
動
向
が
歌
語
「
藤
衣
」
の
用
法
の
変
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
素
材
が
喪
服
に
使
用
さ
れ

て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
（
二
）
喪
服
の
素
材
に
つ
い
て

『
万
葉
集
』
を
み
る
と
、
高
市
皇
子
（
持
統
一
〇
年
〈
六
九
六
〉
薨
去
）
へ

の
殯
宮
挽
歌
の
な
か
に
「
我
が
大
君　

皇
子
の
御
門
を　

神
宮
に　

装
ひ
ま
つ

り
て　

使
は
し
し　

御
門
の
人
も　

白
栲
の　

麻
衣
着
て
」（
巻
二
の
一
九
九

番
歌
）
と
あ
り
、
麻
製
の
喪
服
を
着
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
喪
服
の

素
材
に
つ
い
て
わ
か
る
初
見
記
事
に
あ
た
る
。

①
は
『
貫
之
集
』
書
陵
部
本
に
「
春
宮
か
く
れ
給
へ
る
よ
し
よ
め
る
」
と
詞

書
が
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
で
あ
る
保
明
親
王
の
崩
御（
延

喜
二
三
年
〈
九
二
三
〉
三
月
二
一
日
）
に
関
わ
る
歌
と
推
察
で
き
る
。

②
は
い
ず
れ
も
紀
兼
輔
の
歌
。『
兼
輔
集
』
の
詞
書
は
「
帝
の
御
服
に
親
の

を
重
ね
て
し
て
、
貫
之
が
来
り
け
る
に
よ
み
て
や
る
」、『
貫
之
集
』
の
詞
書
は

「
延
長
八
年
九
月
、
京
極
中
納
言
、
諒
闇
の
あ
ひ
だ
に
、
母
の
服
に
て
」
と
あ

り
、
ど
ち
ら
も
醍
醐
天
皇
の
崩
御
に
よ
る
諒
闇
中
（
延
長
八
年
〈
九
三
〇
〉
九

月
二
九
日
～
承
平
元
年
〈
九
三
一
〉
九
月
二
九
日
）
に
、兼
輔
の
母
も
亡
く
な
っ

た
こ
と
で
喪
が
重
な
っ
た
状
態
を
詠
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

③
は
二
つ
の
歌
集
に
重
複
し
て
み
ら
れ
る
藤
原
敦
忠
の
歌
。『
敦
忠
集
』
の

詞
書
に
は
「
醍
醐
の
帝
に
遅
れ
奉
り
て
」
と
あ
り
、
醍
醐
天
皇
の
崩
御
に
関
わ

る
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
詞
書
で
は
「
朱
雀
院

の
御
四
十
九
日
の
法
事
に
、
か
の
院
の
池
の
面
に
霧
の
立
ち
わ
た
り
て
侍
け
る

を
見
て
」
と
な
り
、朱
雀
太
上
天
皇
の
四
十
九
日
法
要
（
天
暦
六
年
〈
九
五
二
〉

十
月
二
日
）
に
関
わ
る
歌
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
敦
忠
は
天
慶
六

年
（
九
四
三
）
に
薨
去
し
て
い
る
た
め
、
朱
雀
崩
御
に
関
わ
る
歌
を
詠
む
こ
と

が
で
き
な
い
。『
敦
忠
集
』
に
あ
る
よ
う
、
醍
醐
崩
御
に
関
す
る
歌
と
す
る
の

が
妥
当
か
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
喪
服
と
し
て
藤
衣
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
醍
醐
朝
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
な
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厚
繪
一

。」（『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
〈
八
〇
六
〉
三
月
十
七
日
）、「
天
皇
於
二

清
涼
殿
一

着
二

素
服
一

［
以
二

遠
江
貲
布
一

、
奉
二
レ

着
御
冠
一

］。」（『
続
日
本
後
紀
』

承
和
七
年
〈
八
四
〇
〉
五
月
九
日
）、「
坐
二

倚
廬
一

、
即
着
二

素
服
一

［
鈍
色
貲
布

衣
袴
、
同
布
頭
巾
、
素
帯
等
也
］。」（『
西
宮
記
』
巻
一
七
袍
・
喪
服
条
）、「
天

皇
着
服
［
貲
布
御
巾
子
冠
、
表
衣
下
襲
袴
。
藁
御
帯
、
藁
召
二

大
炊
寮
一

。
入
二

柳
筥
一

云
々
］。」（『
西
宮
記
』
巻
一
二
諒
闇
条
）
と
い
っ
た
天
皇
が
着
用
す
る

喪
服
に
関
す
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
衣
は
貲
布
（
な
か
で
も
遠
江
産
）
で
作
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

12
（

。

貲
布
は
い
か
な
る
布
な
の
か
。
正
倉
院
宝
物
の
ひ
と
つ
「
紅
赤
布
」（
南
倉

一
四
八
第
四
七
号
其
二
函
装
第
一
号
）
の
端
に
は
「
上
総
國
市
□

（
原
カ
）

□
…
□
戸

□
丈
部
□
男
貲
調
壹
端
［
専
當
國
司
少
掾
正
六
位
上
上
寸（

村
）

主
國
嶋
／
郡
司
主
帳

外
従
七
位
下
丈
部
果
安
］
天
平
勝
寶
二
年
十
月
」「
廣
前
」
と
い
う
墨
書
が
あ
り
、

こ
れ
が
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
に
上
総
国
の
調
と
し
て
納
め
ら
れ
た
貲
布

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
布
は
「
織
り
密
度
が
比
較
的
高
く
、
目

が
詰
ま
っ
た
麻
布
」）

13
（

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
織
り
目
の
つ
ま
っ
た
上
質
な
麻
布
を

貲
布
と
称
し
た
の
だ
ろ
う
。

九
世
紀
以
降
の
史
料
に
天
皇
が
着
用
す
る
喪
服
の
素
材
と
し
て
記
さ
れ
る
貲

布
は
、
お
そ
ら
く
正
倉
院
宝
物
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
目
の
細
か
い
麻
布
を
さ
す

と
考
え
ら
れ
る
。
喪
服
を
麻
で
作
る
と
い
う
点
で
は
『
万
葉
集
』
と
共
通
し
て

い
る
が
、「
荒
栲
の
衣
」
と
詠
ま
れ
る
よ
う
な
織
り
目
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

『
令
集
解
』
喪
葬
令
の
古
記
に
も
「
問
、
服
色
有
レ

限
以
不
。
答
、
不
レ

限
二

布

た
だ
し
「（
天
武
）
天
皇
が
崩
り
ま
す
時
に
、
大
后
（
の
ち
の
持
統
天
皇
）

の
作
ら
す
歌
一
首
」（
巻
二
の
一
五
九
番
歌
）
の
結
句
に
「
荒
栲
の　

衣
の
袖

は　

乾
る
時
も
な
し
」
と
あ
り
、
こ
の
「
荒
栲
の
衣
」
を
藤
衣
と
解
釈
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る）

11
（

。
そ
れ
は
、「
荒
妙
の
藤
原
」（
五
〇
番
歌
）や「
荒
栲
の
藤
江
の
浦
」

（
二
五
二
番
歌
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
荒
栲
（
妙
）」
に
藤
が
か
か
る
事
例
が

あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
も
み
ら
れ
る
。

荒
栲
の
藤
江
の
浦
に
鱸
釣
る
海
人
と
か
見
ら
む
旅
行
く
我
れ
を

　
　

一
本
に
云
う
、
白
栲
の
藤
江
の
浦
に
漁
り
す
る（

巻
三
の
二
五
二
番
歌
）

白
栲
の
藤
江
の
浦
に
漁
り
す
る
海
人
と
や
見
ら
む
旅
行
く
我
れ
を

　
　

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
に
曰
は
く
、
荒
栲
の

　
　

又
曰
は
く
、
鱸
釣
る
海
人
と
か
見
ら
む

（
巻
十
五
の
三
六
〇
七
番
歌
）

こ
の
よ
う
に
「
藤
江
の
浦
」
に
か
か
る
言
葉
と
し
て
「
荒
栲
の
」「
白
栲
の
」

が
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
に
か
か
る
言
葉
と
し
て
荒

栲
が
絶
対
条
件
に
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

九
世
紀
に
入
る
と
、
六
国
史
や
儀
式
書
の
な
か
に
喪
服
の
素
材
の
記
述
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
「
上
着
服
、
服
用
二

遠
江
貲
布
一

、
頭
巾
用
二

皂
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さ
れ
る
。

③ 

植
物
性
繊
維
の
な
か
に
は
動
物
性
の
も
の
と
同
格
に
扱
わ
れ
る
場
合
も

あ
る
。
た
だ
し
、
藤
の
素
材
は
奈
良
時
代
の
社
会
に
お
い
て
粗
末
な
も
の
と
し

て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。

④ 

喪
服
の
表
現
と
し
て
藤
衣
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
〇
世

紀
（
醍
醐
朝
以
降
）
の
こ
と
で
、『
古
今
和
歌
集
』
の
な
か
で
も
比
較
的
新
し

い
用
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤ 

藤
衣
が
喪
服
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
要
因
と
し
て
、
喪
服

そ
の
も
の
が
変
化
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
想
定
し
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
中
期
ま
で
の
喪
服
の
素
材
が
わ
か
る
史
料
を
通
覧
し
た
が
、
色
相
や

織
り
目
に
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
麻
製
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
か
っ

た
。と

い
う
よ
う
に
、
歌
語
「
藤
衣
」
の
内
実
の
解
明
を
試
み
て
き
た
。
最
期
に

残
さ
れ
た
問
題
は
、
な
ぜ
藤
衣
が
喪
服
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
喪
服
の
素
材
と
し
て
藤
の
繊
維
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
と

い
っ
た
理
由
で
な
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

『
冠
辞
考
』
の
「
ふ
ぢ
こ
ろ
も
」
の
項
に
「
或
人
お
も
へ
ら
く
、
…
…
万
葉

巻
十
二
の
挽
哥
に
、
宮
の
と
ね
り
は
、
た
へ
の
ほ
の
、
麻
ぎ
ぬ
き
れ
は
、
と
よ

み
、
そ
の
外
喪
の
時
白
栲
の
袖
と
よ
め
る
も
多
し
、
考
徳
紀
の
葬
の
制
、
令
の

義
解
・
集
解
な
ど
に
も
、
喪
の
衣
の
麻
な
る
事
見
ゆ
る
也
、
こ
れ
ら
よ
り
見
れ

は
、
古
今
集
の
喪
に
藤
衣
と
よ
み
た
る
も
、
實
は
麻
衣
な
れ
ど
事
を
つ
よ
く
い

麁
細
一

、
白
色
布
服
耳
。」
と
あ
り
、
す
で
に
八
世
紀
段
階
で
喪
服
は
粗
い
織
り

目
で
な
く
と
も
構
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
喪
服
が
目
の
あ

ら
い
粗
末
な
衣
で
あ
る
こ
と
か
ら
藤
な
ど
の
繊
維
で
つ
く
ら
れ
た
、
と
い
う
理

屈
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
色
相
だ
け
で
は
な
く
、
織
り
目
の
密
度
と
い
う
点
で
も
変

遷
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
素
材
と
な
る
植
物
は
麻
（
大
麻
と
苧
麻
の

い
ず
れ
が
用
い
ら
れ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
）
の
事
例
し
か
見
い
だ
せ
な
い
。

お
そ
ら
く
、
喪
服
に
藤
の
繊
維
を
使
う
こ
と
は
現
実
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
語
「
藤
衣
」
の
用
法
拡
大
に
よ
り
、
喪
服
の
表

現
方
法
の
ひ
と
つ
に
は
な
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
藤
の
繊
維
で
織
ら
れ
た

衣
を
喪
服
と
し
て
平
安
貴
族
た
ち
が
実
際
に
着
用
し
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
三
）
藤
衣
と
墨
染
の
違
い
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ひ
と
ま
ず
整
理
し
て
お
く
と
、

① 

藤
で
作
ら
れ
た
衣
と
葛
の
そ
れ
と
を
同
一
視
す
る
指
摘
が
あ
る
が
、
和

歌
に
限
っ
て
い
え
ば
用
法
に
混
同
が
み
ら
れ
な
い
。

② 

上
代
の
藤
衣
は
塩
焼
き
の
海
人
が
着
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
（
喪
服

の
用
例
は
な
い
）。
そ
し
て
そ
の
表
現
は
中
古
以
降
の
和
歌
に
お
い
て
も
享
受



―41―

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
「
藤
衣
の
糸
」
は
あ
っ
て
も
「
墨
染
の

糸
」
と
い
う
表
現
が
な
い
の
だ
ろ
う
。

藤
衣
は
縁
語
が
多
用
さ
れ
る
歌
語
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
我
さ
へ
に
袖
は

露
け
き
藤
衣
君
お
り
立
て
き
る
と
き
く
に
は
」（『
本
院
侍
従
集
』
三
三
番
歌
）(14

(

の
よ
う
に
「
袖 

― 

藤
衣 

― 

織
る 

― 

裁
つ 

―
着
る
」
が
響
き
合
い
、
さ
ら

に
は
「
降
り
立
つ
」
と
「
織
り
裁
つ
」
と
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

技
巧
的
な
表
現
も
可
能
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
喪
服
の
表
現
と
し
て
藤
衣
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
ひ
と
つ

に
は
奈
良
時
代
以
来
の
粗
末
な
衣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
喪
の
状
態
を
誇

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
縁
語
に
よ
る
巧
み
な
表
現
が
で

き
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
歌
語
「
墨
染
」
に
は
な
い
要
素
で
あ
る
。

さ
ら
に
藤
衣
は
、
喪
服
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
新
た
な
展
開
も
み
せ
る
こ
と

に
な
る
。
た
と
え
ば
「
わ
び
人
の
袂
に
君
が
う
つ
り
せ
ば
藤
の
花
と
ぞ
色
は
見

え
ま
し
」（『
後
撰
和
歌
集
』
哀
傷
歌
・
一
四
一
七
番
歌
）
の
よ
う
に
、
喪
服
が

藤
の
花
に
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
発
想
や
、「
山
里
を
ひ
と
り
な
が
め
て
わ
が

宿
の
藤
の
盛
り
を
い
か
で
聞
き
け
む
」（『
宇
津
保
物
語
』
国
譲
中
）
の
よ
う
に
、

喪
服
中
の
様
子
を
藤
が
開
花
し
た
姿
に
た
と
え
る
発
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
発
想
は
お
そ
ら
く
「
み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り
ぬ
な
り
苔
の
た
も
と

よ
か
は
き
だ
に
せ
よ
」（『
古
今
和
歌
集
』
哀
傷
歌
・
八
四
七
番
歌
）
が
根
底
に

あ
ろ
う
。
喪
に
関
わ
る
衣
を
花
に
た
と
え
た
こ
の
歌
を
前
提
と
し
て
、
喪
の
状

態
を
藤
の
花
に
た
と
え
る
表
現
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
や
は
り

は
ん
と
て
の
こ
と
也
け
り
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
喪
の
状
態
を
誇
張
す
る
た
め

に
実
際
は
着
て
い
な
い
藤
の
衣
を
あ
た
か
も
着
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
た

の
が
歌
語
「
藤
衣
」
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
に
は
一
理
あ
る
。

一
方
で
、
喪
服
を
表
す
歌
語
は
藤
衣
の
ほ
か
に
墨
染
が
あ
り
、
藤
衣
よ
り
も

圧
倒
的
に
用
例
が
豊
富
で
あ
る
。
墨
染
は
鈍
色
の
歌
語
的
表
現
で
あ
り
、
墨
染

衣
・
墨
染
袖
・
墨
染
袂
・
墨
染
色
と
い
う
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
和
歌
の
な
か
で

と
も
に
詠
み
込
ま
れ
る
言
葉
と
し
て
は
涙
や
露
が
多
く
、
こ
れ
は
藤
衣
と
共
通

し
て
い
る
。
さ
ら
に
墨
染
は
僧
衣
の
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
、
実
は
藤

衣
も
僧
衣
を
表
す
こ
と
が
あ
る
（『
増
基
法
師
集
』
二
二
番
歌
）。

で
は
墨
染
に
な
い
藤
衣
の
喪
服
と
し
て
の
表
現
の
独
自
性
は
ど
ん
な
と
こ
ろ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
糸
が
詠
ま
れ
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
「
藤
衣
は
つ
る
る
糸
は
わ
び
人
の
涙
の
玉
の
緒
と
ぞ
な
り
け
る
」（『
古

今
和
歌
集
』
哀
傷
歌
・
八
四
一
番
歌
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
藤
衣
か
ら
ほ
つ
れ

出
た
糸
が
涙
を
貫
く
緒
と
な
っ
た
と
詠
む
。
こ
の
歌
は
前
述
し
た
よ
う
に
喪
服

と
し
て
の
藤
衣
を
詠
む
初
期
の
用
例
の
ひ
と
つ
に
あ
た
る
が
、『
拾
遺
和
歌
集
』

や
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
と
い
っ
た
勅
撰
和
歌
集
、『
貫
之
集
』
や
『
兼
輔
集
』『
元

輔
集
』『
相
如
集
』
と
い
っ
た
私
家
集
の
歌
々
の
な
か
に
も
同
じ
よ
う
に
藤
衣

の
糸
を
詠
む
歌
が
散
見
さ
れ
る
。

藤
衣
の
糸
が
詠
ま
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
フ
ヂ
ゴ
ロ
モ
の
フ
チ
の
響
き
に
よ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
衣
の
糸
が
ほ
つ
れ
る
の
は
フ
チ
か
ら
で
あ
る
た
め
、

「
藤
衣 

― 

衣
の
フ
チ 

― 

フ
チ
か
ら
ほ
つ
れ
る
糸
」
と
縁
語
の
関
係
に
な
っ
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て
喪
服
の
表
現
と
し
て
認
知
さ
れ
た
藤
衣
が
、
悲
し
み
を
表
現
す
る
言
葉
の
ひ

と
つ
と
し
て
墨
染
と
と
も
に
定
着
し
て
い
く
の
も
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
藤
衣
の
詠
歌
に
は
、
上
代
以
来
の
粗
末
な
衣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
背

景
に
あ
る
こ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
上
代
か
ら
中
古
へ
と
、
歌
語

が
享
受
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
藤
衣
と
い
う
ひ
と
つ
の
言
葉
に
限
っ
て
で
は
あ

る
が
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

以
上
、
諸
賢
の
ご
批
判
を
賜
わ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
（
１
）
内
尾
久
美
「
藤
衣
考
（
附
麻
衣
）」『
実
践
文
学
』
二
三
号
、
一
九
六
四
年
。

（
２
）
増
田
美
子
『
日
本
喪
服
史
【
古
代
篇
】』
源
流
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
３
）
柳
田
国
男
「
木
綿
以
前
の
事
」『
柳
田
国
男
全
集
第
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九

九
八
年
、
四
四
〇
頁
。

（
４
）
た
と
え
ば
古
記
録
で
は
、
一
宮
童
相
撲
で
相
撲
長
の
三
人
が
「
葛
衣
」
を
着

用
し
て
い
る
（『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
三
年
〈
一
〇
〇
六
〉
八
月
十
七
日
）
こ
と
や
、

御
堂
御
八
講
で
纏
頭
と
し
て
「
葛
布
十
端
」
が
給
わ
れ
て
い
る
（『
中
右
記
』
康
和

四
年
〈
一
一
〇
二
〉
十
二
月
一
日
）
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
５
）
外
村
吉
之
介
『
葛
布
帖
』
求
龍
堂
、
一
九
八
〇
年
、
二
頁
～
三
頁
。

（
６
）
島
田
良
二
『
家
持
集
全
釈
』
私
家
集
全
釈
叢
書
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。

（
７
）
丹
後
地
方
に
は
ス
マ
ブ
ク
ロ
と
い
う
藤
布
製
の
袋
が
現
存
し
て
い
る
（
京
都

墨
染
に
は
み
ら
れ
な
い
特
徴
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

喪
服
は
死
者
へ
の
追
悼
の
意
を
示
す
た
め
に
着
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
着
用

方
法
は
平
安
時
代
に
な
る
と
多
岐
に
わ
た
り
、
服
喪
者
の
悲
し
み
の
度
合
い
に

も
つ
な
が
る
問
題
と
な
っ
た）

15
（

。

た
と
え
ば
醍
醐
天
皇
は
、延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
年
来
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
錫
紵
と
い
う
喪
服
を
始
め
て
着
用
し
て
い
る）

16
（

。
さ
ら
に
醍
醐
天
皇
の
日
記
に

は
、
継
母
・
藤
原
温
子
の
崩
御
（
延
喜
七
年
〈
九
〇
七
〉）
に
対
し
て
本
来
な

ら
ば
一
日
の
服
喪
を
行
な
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
自
ら
の
志
に
よ
り
通
常
よ
り
も

長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
喪
服
を
着
用
し
た
と
あ
る）

17
（

。

こ
の
よ
う
に
、『
古
今
和
歌
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
一
〇
世
紀
初
頭
、
醍
醐
天

皇
自
身
に
よ
っ
て
喪
服
に
よ
る
悲
し
み
の
可
視
化
が
積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、
和
歌
の
世
界
で
も
新
た
な
喪
服
の
表
現
方
法
が
模
索

さ
れ
、
生
ま
れ
た
の
が
歌
語
「
藤
衣
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

従
来
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
は
当
代
和
歌
の
規
範
と
し

て
編
纂
さ
れ
た
歌
集
で
あ
る
。
そ
こ
に
喪
服
の
表
現
と
し
て
藤
衣
が
み
え
る
意

義
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、
紀
貫
之
は
一
〇
〇
二
番
歌
に
お
い
て
哀
傷
歌

全
般
を
指
し
て
「
藤
衣
織
れ
る
心
」
と
詠
ん
で
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
に
よ
っ
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ヲ
モ
服
ニ
ハ
ス
ル
ナ
リ
。」
と
あ
り
、
十
二
世
紀
段
階
で
九
世
紀
に
藤
で
織
っ
た
喪

服
を
着
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
は
事
実
と

異
な
る
が
、
歌
学
の
世
界
で
は
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
は
留
意

し
て
お
き
た
い
。

（
13
）『
正
倉
院
紀
要
』
三
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
五
頁
。

（
14
）
類
歌
と
し
て
「
吾
さ
へ
ぞ
袖
は
露
け
き
藤
衣
君
お
り
た
ち
て
き
る
ぞ
と
お
も

へ
ば
」（『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
十
七
・
二
三
二
四
番
歌
）
が
あ
る
。

（
15
）
喪
服
着
用
に
よ
る
悲
し
み
の
表
現
行
為
に
つ
い
て
は
、
小
倉
「
日
本
古
代
に

お
け
る
天
皇
服
喪
の
実
態
と
展
開
」（『
日
本
歴
史
』
七
七
三
、
二
〇
一
二
年
）
に
お

い
て
も
述
べ
た
。

（
16
）「
延
木
五
年
九
月
廿
六
日
、
右
大
将
奏
二

源
惟
時
卒
状
一

、
酉
四
刻
服
二

錫
紵
一

。

令
云
、
凡
天
皇
為
二

本
服
二
等
以
上
親
喪
一

服
二

錫
紵
一

云
々
。
而
年
来
不
レ

行
、
只
不
レ

聞
レ

朝
三
日
而
已
。此
度
為
レ

存
二

令
条
一

、
始
行
二

此
服
一

［
伝
聞
、前
代
不
二

必
行
一
レ

之
］。」

（『
西
宮
記
』
臨
時
四
・
服
喪
装
束
・
勘
物
）。

（
17
）「
延
喜
七
年
御
記
云
、
中
宮
崩
、
依
二

継
母
一

、
雖
レ

可
レ

有
二

一
日
服
一

、
依
レ

有
レ

志
、

三
ヶ
日
著
二

錫
紵
一

者
。」（『
中
右
記
』
永
久
二
年
〈
一
一
一
四
〉
十
月
一
日
）。

府
丹
後
郷
土
資
料
館
に
て
実
見
）。
こ
れ
は
山
間
地
域
で
は
米
を
運
ぶ
の
に
、
海
岸

地
域
で
は
水
切
れ
の
よ
さ
か
ら
海
藻
入
れ
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
も
の
で
、
大
正
末
頃

ま
で
作
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
京
都
府
ふ
る
さ
と
文
化
再
興
事
業
推
進
実

行
委
員
会
編
『
丹
後
の
藤
織
り
』
二
〇
〇
七
年
）。『
万
葉
集
』
の
藤
衣
が
単
な
る
労

働
着
と
し
て
で
は
な
く
、
海
人
の
着
衣
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
い
は
理
に

適
っ
た
用
途
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
８
）
麻
と
藤
の
違
い
と
し
て
、
前
者
が
栽
培
植
物
な
の
に
対
し
て
後
者
が
採
取
植

物
で
あ
る
点
も
考
慮
し
た
い
。
麻
は
絹
と
と
も
に
古
く
か
ら
繊
維
を
取
る
た
め
に
人

工
的
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
魏
志
『
倭
人
伝
』
か
ら
も
わ
か
る
。
対
し
て
藤
や

葛
は
栽
培
す
る
必
要
が
な
く
野
生
種
の
も
の
を
採
取
す
る
。
大
井
川
葛
布
織
元
の
村

井
龍
彦
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
９
）
注
（
一
）
内
尾
氏
論
文
、
三
七
頁
。

（
10
）
片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
上
）』
講
談
社
、一
九
九
八
年
、一
〇
二
四
頁
。

（
11
）
衣
の
素
材
用
語
の
使
い
分
け
は
非
常
に
複
雑
で
難
解
だ
が
、
木
村
紀
子
「
古

代
衣
料
語
彙
と
そ
の
歌
言
葉
―
麻
と
木
綿
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
二

七
、
一
九
九
九
年
）
は
語
学
研
究
か
ら
解
明
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）
顕
昭
著
『
古
今
集
注
』（
文
治
元
年
〈
一
一
八
五
〉
成
立
）
に
は
『
古
今
和
歌
集
』

八
四
一
番
歌
の
注
と
し
て
「
教
長
卿
云
、
フ
ヂ
衣
ト
ハ
服
（
ブ
ク
）
ヲ
イ
フ
。
近
代

ク
ロ
キ
イ
ロ
キ
タ
ル
ヲ
服
ト
イ
フ
ハ
、
シ
カ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
バ
心
喪

ト
ゾ
フ
ル
ク
ハ
イ
ヘ
ル
。
凶
服
ト
西
宮
記
ナ
ド
ニ
カ
ケ
ル
ハ
、
藤
シ
テ
織
ル
布
也
。

近
代
素
服
ト
ゾ
申
メ
ル
。
…
…
藤
衣
ノ
事
ノ
ゴ
ト
、
シ
カ
ル
ベ
シ
。
裁
麻
ト
テ
麻
布


