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袖
の
中
の
魂｜

｜
『
と
り
か
へ
ば
や
』
垣
間
見
場
面
に
見
ら
れ
る
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
に
つ
い
て

｜
｜

片

山

ふ

ゆ

き

一
、
問
題
の
所
在

ま
た
魂
ひ
と
つ
は
こ
の
人
の
袖
の
う
ち
に
入
り
ぬ
る
心
地
し
て
、
見
過
ぎ

て
た
ち
帰
る
べ
き
心
地
も
せ
ず
、
現
し
心
も
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
さ
は

今
宵
入
り
な
ん
と
思
ふ
に
、

（
巻
一

二
〇
五
｜
二
〇

１
）

六
頁
）

右
は
、
現
存
『
と
り
か
へ
ば
や
』
巻
一
に
お
い
て
、
宰
相
中
将
が
四
の
君
の

姿
を
つ
い
に
垣
間
見
る
場
面
。
恋
い
焦
が
れ
て
き
た
四
の
君
の
姿
を
初
め
て
目

に
し
た
彼
は
、
た
ち
ま
ち
彼
女
の
美
し
さ
に
心
を
奪
わ
れ
、
理
性
を
失
っ
て
い

く
。
そ
の
恋
情
を
表
す
傍
線
部
の
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』の
著
名
な
次
の
歌

を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
か
ざ
り
し
袖
の
な
か
に
や
い
り
に
け
む
わ
が
た
ま
し
ひ
の
な
き
心
ち
す

る

（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
九
二
・
陸
奥
）

魂
が
身
を
離
れ
、
相
手
の
袖
の
中
に
入
り
こ
ん
で
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
、
と
し
て
満
ち
足
り
な
い
思
い
を
訴
え
る
こ
の
歌
は
、
夙
に
『
源
氏

物
語
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
柏
木
、
夕
霧
、
匂
宮
の
魂
が
、
そ

れ
ぞ
れ
恋
し
い
女
君
の
袖
の
中
に
入
る
と
い
う
恋
の
文
脈
に
据
え
ら
れ
て
、
女

君
に
対
す
る
執
着
の
心
を
描
出
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
恋
の
文
脈
に
お
け

る
当
該
歌
の
引
用
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

と
な
れ
ば
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
傍
線
部
の
表
現
も
ま
た
、『
源
氏
』
か
ら

『
浜
松
』へ
と
継
承
さ
れ
た
、
恋
の
文
脈
上
の
、
前
掲
歌
引
用
を
引
き
継
い
だ
も

の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
も
で
き
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
文
脈

に
は
飛
躍
が
認
め
ら
れ
る
。
当
の
『
古
今
集
』
歌
の
「
魂
」
は
、「
物
が
た
り
」

を
し
た
相
手
の
も
と
に
残
し
て
き
た
「
魂
」
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
引
用
し

た
先
行
物
語
の
表
現
も
や
は
り
、
身
が
離
れ
た
後
に
女
君
の
も
と
に
残
っ
た
ま

ま
の
「
魂
」
で
あ
る
。
対
し
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
右
の
傍
線
部
は
、
あ
く

ま
で
四
の
君
を
垣
間
見
た
瞬
間
の
心
境
で
あ
り
、「
魂
」は
残
し
て
く
る
の
で
は

な
く
、
身
よ
り
先
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
お
か
つ
、
宰
相
中
将
は
、
そ

の
魂
に
誘
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
四
の
君
の
も
と
に
忍
び
込
む
の
だ
。

さ
ら
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
は
、
巻
四
に
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お
い
て
も
う
一
例
認
め
ら
れ
る
。

や
を
ら
た
ち
出
で
た
ま
ふ
も
、
ま
れ
ま
れ
残
り
た
り
つ
る
魂
は
、
あ
り
つ

る
御
袖
の
う
ち
に
入
り
ぬ
る
心
地
し
た
ま
ふ
。

（
巻
四

四
八
八
頁
）

権
中
納
言
と
な
っ
た
宰
相

２
）

中
将
が
今
大
将
の
邸
で
吉
野
の
姫
君
達
を
垣
間
見
、

そ
の
魅
力
に
ひ
か
れ
な
が
ら
も
人
目
を
気
に
し
て
そ
の
場
を
後
に
す
る
。
右
の

傍
線
部
は
、
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ
立
ち
去
る
宰
相
中
将
の
心
情
を
描
出
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
先
の
四
の
君
の
場
面
の
も
の
に
類
似
し
た
表
現
と
な
っ
て
い

る
。
同
じ
人
物
の
、
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
心
中
を
描
く
と
い
う
点
で
も
先
の

例
と
共
通
す
る
こ
の
傍
線
部
は
、
た
だ
同
表
現
を
流
用
し
た
も
の
に
も
見
え
よ

う
。
し
か
し
、
こ
の
心
境
は
あ
く
ま
で
去
り
際
の
も
の
で
あ
り
、
四
の
君
の
時

の
よ
う
に
「
魂
」
が
そ
の
ま
ま
「
身
」
を
誘
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
点
、
先
の

四
の
君
垣
間
見
場
面
の
例
と
表
現
上
は
類
似
、
対
応
す
る
も
の
の
、
そ
の
文
脈

に
は
一
応
の
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
。

以
上
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
見
ら
れ
る
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
の
表

現
に
は
、
先
行
例
か
ら
の
飛
躍
、
お
よ
び
同
作
品
内
に
お
け
る
反
復
と
ズ
レ
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
登
場
の
背
景
に
は
、
基
と
な
っ
た
九
九
二
番

歌
の
、物
語
な
ら
び
に
和
歌
作
品
に
お
け
る
受
容
史
と
の
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
表
現
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
に
注
目

し
、
同
表
現
受
容
の
時
代
的
変
遷
と
、『
と
り
か
へ
ば
や
』の
文
脈
と
の
関
連
性

を
精
査
、
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
同
物
語
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
の
位

相
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
の
受
容

女
と
も
だ
ち
と
物
が
た
り
し
て
わ
か
れ
て
の
ち
に
つ
か
は
し
け
る

み
ち
の
く

あ
か
ざ
り
し
袖
の
な
か
に
や
い
り
に
け
む
わ
が
た
ま
し
ひ
の
な
き
心
ち
す

る

（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
九
二
）

『
古
今
集
』九
九
二
番
歌
は
、右
の
詞
書
に
見
る
通
り
元
来
恋
の
歌
で
は
な
い
。

『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
の
衣
珠
説
話
を
踏
ま
え

３
）

つ
つ
、「
魂
」
を
玉
に
見

立
て
、
そ
れ
が
女
友
達
の
袖
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
恋
し
さ
の
あ

ま
り
魂
が
遊
離
す
る
と
い
う
発
想
は
、
当
該
歌
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
行
き
先
を
相
手
の
袖
の
中
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
小
馬
命
婦
集
』

で
は
、
九
九
二
番
歌
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
ば
と
歌
が
、『
古
今
集
』の

詞
書
と
同
様
に
女
同
士
の
戯
れ
と
し
て
交
わ
さ
れ
て

４
）

い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
同

歌
は
た
だ
ち
に
恋
ば
か
り
に
結
び
つ
く
も
の
と
は
享
受
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
理
解
さ
れ

５
）

よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
友
人
間
に
交
わ
さ
れ
た
歌
が
、
男
女
の
恋
を
表
わ
す
も
の
と

し
て
、
後
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
過
程
に
は
、『
源
氏
物
語
』に
よ
る
同
歌
引

用
が
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
あ
け
ぐ
れ
に
い
づ
く
の
露
の
か
か
る
袖

な
り

と
、
引
き
出
で
て
愁
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
出
で
な
む
と
す
る
に
す
こ
し
慰
め

た
ま
ひ
て
、

あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
む
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や
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む
べ
く

と
ば
か
り
は
か
な
げ
に
の
た
ま
ふ
声
の
、
若
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
聞
き

さ
す
や
う
に
て
出
で
ぬ
る
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心

地
す
。

（「
若
菜
下
」
④
二
二
八
｜
二
二
九
頁
）

た
ま
し
ひ
を
つ
れ
な
き
袖
に
と
ど
め
お
き
て
わ
が
心
か
ら
ま
ど
は
る
る
か

な

（「
夕
霧
」
④
四
一
五
頁
）

出
で
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
に
も
、
袖
の
中
に
ぞ
と
ど
め
た
ま
ひ
つ
ら
む
か

し
。

（「
浮
舟
」
⑥
一
三
五
頁
）

以
上
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
九
九
二
番
歌
引
用
箇
所
で

６
）

あ
る
。「
若
菜
下
」

の
例
は
、
女
三
の
宮
の
も
と
を
去
る
柏
木
の
心
境
を
表
現
し
た
も
の
。
こ
こ
に

は
「
袖
の
中
」
の
語
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な

７
）

い
が
、
高
田
祐
彦
氏
は
、
そ
の
直

前
の
柏
木
の
歌
「
起
き
て
ゆ
く
」
に
お
け
る
「
露
の
か
か
る
袖
」
が
、『
古
今
集
』

「
離
別
」
の
四
〇
〇
番
「
あ
か
ず
し
て
」
の
歌
の
「
袖
の
白
玉
」
を
経
由
し
、「

袖

に
残
る
魂

を
導
き
出
し
」
た
と
し
て
、
こ
の
箇
所
を
「
離
別
の
悲
哀
と
そ
れ

ゆ
え
の
執
着
」
が
両
歌
の
連
関
か
ら
結
合
し
た
表
現
と

８
）

見
る
。
念
願
の
一
夜
を

過
ご
し
た
柏
木
の
魂
は
、
別
れ
を
惜
し
む
心
と
執
着
心
に
よ
り
、
女
三
の
宮
の

袖
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
続
く「
夕
霧
」の
例
は
、
夕
霧
が
落
葉
の
宮
に
贈
っ

た
歌
。
身
近
に
迫
り
、
あ
れ
こ
れ
と
こ
と
ば
を
尽
く
し
て
、
夜
を
通
じ
て
口
説

い
た
も
の
の
落
葉
の
宮
の
頑
な
な
拒
否
に
遇
っ
た
夕
霧
は
、
魂
を
彼
女
の
袖
の

中
に
残
し
て
き
た
と
、
そ
の
恋
情
を
訴
え
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
浮
舟
」
の

例
は
、
浮
舟
と
契
り
を
交
わ
し
二
夜
を
過
ご
し
た
匂
宮
の
、
別
れ
際
の
心
を
推

し
量
っ
て
語
り
手
が
述
べ
た
も
の
。
九
九
二
番
歌
を
引
き
、
魂
だ
け
は
浮
舟
の

「
袖
の
中
」に
お
残
し
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
傍
線
部
の
表
現
は
、
浮

舟
と
離
れ
、
京
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
匂
宮
の
、
名
残
を
惜
し
む
思
い
が
集
約
さ

れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
は
、
次
の
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
、

か
ぐ
や
姫
へ
の
未
練
を
表
わ
し
た
、

帝
、
か
ぐ
や
姫
を
と
ど
め
て
帰
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、
あ
か
ず
口
惜
し
く

思
し
け
れ
ど
、
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
し
て
な
む
、
帰
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
。

（
六
二
頁
）

と
い
う
表
現
の
延
長
に
あ
る
と
い
え
る
が
、九
九
二
番
歌
を
恋
の
文
脈
に
据
え
、

同
歌
を
男
女
の
恋
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
自
ら
の
「
魂
」
を
恋
し
い
女
君
の

周
辺
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
身
体
的
に
密
着
し
た
印
象
を
与
え
る
、「
袖
の
中
」に
残

し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
激
し
い
男
君
の
惑
乱
と
執
心
と
を
描
出
し
て
い
る
。柏
木
、

夕
霧
、
匂
宮
と
い
う
男
君
達
は
、
つ
い
に
接
近
を
果
た
し
、
あ
る
い
は
肉
体
的

関
係
を
結
ん
だ
女
君
に
対
し
て
、
ま
す
ま
す
思
い
乱
れ
、
執
着
の
思
い
を
強
く

す
る
。
九
九
二
番
歌
を
引
用
し
た
「
袖
の
中
」
の
魂
と
は
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
、

女
君
を
も
追
い
つ
め
る
愛
執
の
念
の
表
象
と
も
い
え

９
）

よ
う
。

そ
し
て
、『
源
氏
』
に
見
ら
れ
た
恋
の
文
脈
上
に
お
け
る
『
古
今
集
』
九
九
二

番
歌
の
引
用
は
、
後
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。『
浜
松
中
納
言
物
語
』
で
は
、

式
部
卿
の
宮
が
、吉
野
の
姫
君
の
も
と
を
発
つ
場
面
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

袖
の
う
ち
に
と
ど
め
置
き
て
出
で
さ
せ
給
ひ
て
も
、
す
こ
し
か
か
り
ど
こ

ろ
あ
り
、
あ
は
れ
を
知
り
げ
な
り
つ
る
け
し
き
、
あ
り
さ
ま
の
、
身
に
し

み
て
お
ぼ
し
出
で
ら
る
る
に
、
ほ
か
の
こ
と
は
忘
れ
果
て
て
、「
な
き
に
は

え
こ
そ
」
と
ぞ
お
ぼ
え
け
る
。

（
巻
五

四
三
六
頁
）

式
部
卿
の
宮
に
よ
っ
て
誘
拐
さ
れ
、
取
り
籠
め
ら
れ
た
吉
野
の
姫
君
は
、
衝
撃

の
あ
ま
り
茫
然
自
失
と
な
り
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
。
途
方
に
暮
れ
た
式
部
卿

の
宮
は
、
姫
君
を
中
納
言
の
も
と
へ
と
返
し
、
自
ら
が
通
う
よ
う
に
な
る
の
で
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あ
る
。
そ
う
し
た
後
、
次
第
に
姫
君
も
式
部
卿
の
宮
に
馴
れ
、
彼
に
返
歌
を
す

る
。
傍
線
部
の
表
現
は
、
そ
ん
な
姫
君
に
対
し
て
ま
す
ま
す
愛
着
の
念
を
強
く

す
る
式
部
卿
の
宮
の
心
中
を
表
し
て
い
る
。
式
部
卿
の
宮
の
激
情
は
匂
宮
に
通

じ
て
お
り
、
傍
線
部
は
『
源
氏
物
語
』「
浮
舟
」
の
例
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ

10
）

よ
う
。

さ
ら
に
、
時
代
も
下
っ
た
『
有
明
の
別
れ
』
や
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に

お
い
て
は
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
が
次
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

袖
の
中
に
わ
が
た
ま
し
い
や
ま
ど
ふ
ら
ん
か
へ
り
て
い
け
る
心
ち
こ
そ
せ

ね

（『
有
明
の
別
』
巻
二

三
八
〇
頁
）

た
ま
し
ゐ
の
い
り
に
し
袖
に
よ
そ
へ
て
も
中
〳
〵
物
ぞ
い
と
ゞ
か
な
し
き

（『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
三

七
五
頁
）

『
有
明
』
は
左
大
臣
が
中
務
卿
の
宮
北
の
方
に
贈
っ
た
後
朝
の
歌
。『
我
身
』
は

中
納
言
が
対
の
姫
君
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
が
、
傍
線
部
は
既
に
逢
瀬
を
重
ね
た

女
三
の
宮
の
こ
と
を
指
す
。
要
す
る
に
、
両
例
と
も
に
、
既
に
関
係
を
持
っ
た

女
君
の
「
袖
の
中
」
に
、
自
身
の
「
魂
」
を
残
す
ほ
ど
の
激
し
い
執
着
と
恋
情

と
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」

と
い
う
表
現
は
、
男
女
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
袖
の
中
」
に
「
魂
」
が
入
り
込
む
ほ
ど
の
接
近
、
す
な

わ
ち
肉
体
的
な
関
係
を
成
立
さ
せ
た
女
と
の
離
れ
が
た
さ
、
未
練
の
表
象
。『
浜

松
』『
有
明
』『
我
身
』
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
の
語
は
、
そ
の
よ
う

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
元
は
友
人
間
の
も
の
で
あ
っ
た
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌

を
引
用
し
た
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
と
の
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
を
経
由
す
る

こ
と
で
、
濃
密
な
時
を
過
ご
し
た
恋
人
に
対
す
る
、
男
の
執
着
心
を
表
す
も
の

と
し
て
受
容
さ
れ
、
後
代
の
物
語
作
品
に
も
継
承
さ
れ
た
。
と
な
れ
ば
、
一
見
、

『
と
り
か
へ
ば
や
』の
先
の
例
も
、
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
出
現
し
た
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
一
方
で
前
述
の
通
り
、『
源
氏
』『
浜
松
』
の
例
と

も
異
な
る
要
素
を
、
そ
の
用
い
ら
れ
た
文
脈
上
に
お
い
て
確
認
で
き
る
の
だ
。

で
は
、
そ
の
相
違
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
呼
び
、
い
か
な
る
も
の
を
描
出
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」

現
存
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
い
て
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
の
引
用
が
見

ら
れ
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
次
の
二
場
面
で
あ
る
。

（
Ａ
）
端
近
く
簾
を
巻
き
上
げ
て
弾
き
出
で
た
る
音
を
聞
く
よ
り
も
、
月
影
に
、

い
と
身
も
な
く
衣
が
ち
に
て
、
あ
え
か
に
う
つ
く
し
う
な
ま
め
き
た
る
さ

ま
、
尚
侍
と
き
こ
ゆ
と
も
限
り
あ
れ
ば
こ
れ
に
は
い
か
が
ま
さ
り
た
ま
は

ん
と
す
る
、
す
ぐ
れ
た
る
名
は
高
け
れ
ど
い
と
か
く
は
思
は
ざ
り
し
を
、

ま
こ
と
に
い
み
じ
う
も
あ
り
け
る
か
な
、
と
思
ふ
に
、
ま
た
魂
ひ
と
つ
は

こ
の
人
の
袖
の
う
ち
に
入
り
ぬ
る
心
地
し
て
、
見
過
ぎ
て
た
ち
帰
る
べ
き

心
地
も
せ
ず
、
現
し
心
も
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
さ
は
今
宵
入
り
な
ん
と

思
ふ
に
、

（
巻
一

二
〇
五
｜
二
〇
六
頁
）

（
Ｂ
）
い
つ
と
な
く
か
く
て
あ
ら
ん
も
、気
色
見
つ
く
る
人
も
あ
ら
ば
い
と
わ
づ

ら
は
し
か
る
べ
け
れ
ば
、
や
を
ら
た
ち
出
で
た
ま
ふ
も
、
ま
れ
ま
れ
残
り

た
り
つ
る
魂
は
、
あ
り
つ
る
御
袖
の
う
ち
に
入
り
ぬ
る
心
地
し
た
ま
ふ
。

（
巻
四

四
八
八
頁
）

両
例
と
も
に
、「
袖
の
中
（
う
ち
）」
と
「
入
」
る
と
い
う
歌
の
こ
と
ば
を
採
用
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し
、
明
確
に
引
歌
表
現
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。（
Ａ
）は
四
の
君
垣
間

見
場
面
。
宰
相
中
将
は
、
恋
い
焦
が
れ
た
四
の
君
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、

身
よ
り
先
に
「
魂
」
が
彼
女
の
「
袖
の
う
ち
」
に
「
入
」
る
感
覚
を
覚
え
た
と

い
う
。
傍
線
部
の
表
現
は
、
男
君
の
、
恋
し
い
女
君
へ
の
恋
情
と
執
着
心
の
強

さ
を
描
出
す
る
点
で
、『
源
氏
』
か
ら
の
恋
の
文
脈
に
お
け
る
『
古
今
集
』
九
九

二
番
歌
引
用
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。し
か
し
、こ
こ
で
の「
魂
」

は
、
後
朝
に
残
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
身
よ
り
先
に
女
君
に
接
近
す
る
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。先
行
例
と
は
文
脈
上
隔
た
り
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

一
方（
Ｂ
）は
、
吉
野
の
姫
君
達
を
垣
間
見
て
の
も
の
。
傍
線
部
は
、
先
の（
Ａ
）

の
場
面
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
垣
間
見
た
相

手
の
袖
の
中
に
「
魂
」
が
「
入
」
る
心
地
が
す
る
と
い
う
。
だ
が
一
方
で
、
同

表
現
が
出
現
す
る
く
だ
り
は
、
姉
妹
の
姫
君
を
垣
間
見
た
後
、
人
目
を
気
に
し

て
そ
の
場
を
去
る
際
の
心
境
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
四
の
君
の
場
面
の

よ
う
に
身
を
そ
の
ま
ま
誘
導
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
点
、（
Ａ
）に
比
べ
、
先

行
例
に
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。（
Ａ
）（
Ｂ
）
両
場
面
は
、
極
め
て
類
似
し
た
関

係
に
あ
る
一
方
、
差
異
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
の
だ
。

宰
相
中
将
と
い
う
人
物
を
理
解
す
る
上
で
、『
古
今
集
』九
九
二
番
歌
が
、
垣

間
見
場
面
に
お
い
て
二
度
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
し
が
た
い
。『
源
氏
物

語
』
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
例
は
、
恋
人
と
の
し
ば
し
の
別
れ
を
惜
し
む
あ
ま

り
、
彼
女
の
「
袖
の
中
」
に
「
魂
」
を
残
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
男
君
の
未
練

と
執
着
を
描
出
す
る
表
現
と
し
て
、
同
歌
を
引
用
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

四
の
君
お
よ
び
吉
野
の
姉
妹
の
姫
君
は
、
宰
相
中
将
に
と
っ
て
初
め
て
姿
を
目

に
し
た
女
性
で
あ
っ
て
、
引
用
場
面
以
前
に
は
「
身
」
の
接
近
す
ら
果
た
し
て

い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
魂
」
が
身
を
離
れ
、
先
に
「
袖
の
中
」
に
「
入
」

る
と
い
う
の
は
、
先
行
例
に
比
し
て
み
れ
ば
、
あ
ま
り
に
時
期
尚
早
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
の
問

題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
見
過
ご
せ
な
い
場
面
を
確
認
し
た
い
。

（
Ｃ
）
わ
が
君
、
よ
し
見
た
ま
へ
」と
ぞ
う
つ
く
し
う
の
た
ま
ふ
に
、
あ
や
に
く

な
ら
ん
も
わ
り
な
く
て
、
魂
の
限
り
と
ど
め
置
き
て
、
殻
の
限
り
な
が
ら

出
で
ぬ
。

（
巻
二

二
六
八
頁
）

こ
れ
は
、
同
じ
く
宰
相
中
将
が
、
尚
侍
（
男
君
）
の
も
と
に
忍
び
込
み
、
二
日

に
わ
た
っ
て
口
説
い
た
も
の
の
、
結
局
宥
め
す
か
さ
れ
や
む
な
く
退
散
す
る
際

の
心
境
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
波
線
部
の
表
現
に
関
し
て
、『
校
注
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』『
新
編
日
本
古
典
文
学

11
）

全
集
』
は
、
波
線

部
の
表
現
も
九
九
二
番
歌
を
引
い
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
恋
し
い
人

の
も
と
に「
魂
」を
留
め
置
く
と
い
う
発
想
は
、
な
る
ほ
ど
確
か
に
、
前
の（
Ａ
）

（
Ｂ
）二
例
に
通
じ
、
な
お
か
つ
、
当
該
表
現
が
、
接
近
に
成
功
し
、
間
近
で
散
々

言
い
寄
っ
た
尚
侍
の
も
と
を
去
る
際
の
心
情
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
点
に
着

目
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
こ
の
（
Ｃ
）
が
、（
Ａ
）（
Ｂ
）
よ
り
も
先
行
例
の
文

脈
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
だ
が
、（
Ａ
）（
Ｂ
）二
例
が
、「
袖
の
う

ち
」
に
「
入
」
る
と
い
う
『
古
今
集
』
の
表
現
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、（
Ｃ
）
は
「
魂
」
の
あ
り
か
を
「
袖
の
中
」
に
限
定
せ
ず
、
い
と
し

い
人
の
そ
ば
に
「
と
ど
め
置
」
く
と
だ
け
表
し
、
そ
の
上
で
新
た
に
「
殻
の
限

り
な
が
ら
」
と
い
う
表
現
を
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ

る
。「
袖
の
う
ち
」
に
「
入
」
る
、
と
明
示
し
た
二
例
と
、「
袖
の
中
」、「
入
」

る
の
語
を
用
い
な
い（
Ｃ
）と
は
、
引
用
態
度
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
り
、（
Ｃ
）

の
表
現
と
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
と
の
間
に
は
距
離
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
。

九
九
二
番
歌
を
経
由
せ
ず
と
も
、
恋
し
い
人
の
も
と
に
「
魂
」
を
残
す
と
い
う
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発
想
が
恋
人
と
の
別
れ
の
場
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
掲
の
『
竹
取
物

語
』
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、（
Ｃ
）
は
こ
の
『
竹
取
』
の
例
に

近
し
い
。

と
す
れ
ば
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
い
て
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用

の
「
袖
の
う
ち
」
に
「
入
」
る
と
い
う
表
現
は
、
先
行
例
と
、
そ
の
使
用
状
況

が
相
違
す
る
（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
場
面
に
の
み
限
っ
て
登
場
し
、
最
も
先
行
例
と
文

脈
上
近
似
す
る
（
Ｃ
）
で
は
回
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
差

別
化
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

「
袖
の
う
ち
」
に
「
魂
」
が
「
入
」
る
と
表
わ
さ
れ
る
（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
共
通

点
と
し
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
垣
間
見
場
面
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
挙

げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
相
手
が
実
際
の
女
性
で
あ
り
、
宰
相
中
将
は

必
ず
彼
女
達
と
そ
の
後
に
契
り
を
交
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
点
も
見
過
ご
す
こ

と
が
で
き
な
い
。（
Ａ
）
で
は
、「
魂
」
が
「
袖
の
う
ち
」
に
入
っ
て
し
ま
う
こ

と
で
「
現
し
心
」
を
な
く
し
、
焦
が
れ
惑
乱
す
る
思
い
に
ま
か
せ
て
そ
の
ま
ま

押
し
入
り
、
四
の
君
と
関
係
を
結
ん
で
し
ま
う
。
ま
た
、（
Ｂ
）も
、
そ
の
日
は

退
去
す
る
も
の
の
、
後
日
今
大
将
に
導
か
れ
、
吉
野
の
中
君
と
契
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、（
Ｃ
）
に
お
け
る
相
手
は
女
装
の
男
性
で
あ
る
。『
と
り

か
へ
ば
や
』
に
同
性
愛
は
描
か
れ
ず
、
後
に
も
こ
の
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
宰
相
中
将
は
そ
の
真
実
を
知
る
由
も
な
い
が
、
し
か
し
、
こ

こ
に
「
袖
の
う
ち
」
に
「
魂
」
が
入
っ
た
と
表
現
さ
れ
ず
、
い
っ
そ
避
け
ら
れ

て
い
る
の
は
、
二
人
が
結
ば
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
い
か
。
こ
こ
に
は
、
意
識
的
な
使
い
分
け
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
と
り

か
へ
ば
や
』
に
お
い
て
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
の
表
現
は
、
心
身
と
も

に
男
女
の
場
面
に
限
定
さ
れ
、
宰
相
中
将
が
女
と
契
り
を
結
ぶ
未
来
を
暗
示
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

Ａ
）（
Ｂ
）
に
お
け
る
「
魂
」
は
、
魅
か
れ
る
心
の
ま
ま
に
身
を
離
れ
、
先

に
意
中
の
女
君
の
袖
の
中
に
入
り
込
み
、
か
え
っ
て
、
身
を
彼
女
の
も
と
へ
と

誘
導
し
て
契
り
を
結
ば
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
魂
」
は
、
密
な
る
接
近
の

後
の
未
練
の
表
象
で
は
な
く
、
密
な
る
接
近
を
希
求
す
る
心
の
現
わ
れ
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

右
の
よ
う
な
用
法
に
は
、
先
行
例
の
も
の
か
ら
の
文
脈
上
の
飛
躍
が
認
め
ら

れ
よ
う
。『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
の
位
置
づ
け
は
、

『
源
氏
物
語
』な
ど
の
そ
れ
か
ら
変
質
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
著
名
な
引
歌
表
現

の
用
法
を
変
質
、
変
容
さ
せ
て
独
自
の
世
界
を
描
出
す
る
と
い
う
、『
と
り
か
へ

ば
や
』の
先
行
作
品
摂
取
の
方
法
を
考
え
る
時
、
看
過
で
き
な
い
問
題
と

12
）

な
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
先
行
例
と
は
距
離
を
持
っ
た
『
古
今
集
』
歌
引
用
の
あ

り
方
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
独
自
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、『
源

氏
』
を
経
て
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
が
愛
執
を
表
す
表
現
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
っ
た
よ
う
に
、
現
存
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
時
代
に
は
、
九
九
二
番
歌
受
容

の
様
相
自
体
が
、
前
代
の
も
の
か
ら
変
化
、
変
容
し
、
そ
の
一
端
を
示
し
て
い

る
の
が
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
用
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、

そ
の
下
限
を
一
二
〇
〇
年
と
目
さ
れ
る
、
現
存
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
成
立
時

期
と
前
後
す
る
時
代
の
和
歌
作
品
に
お
け
る
、『
古
今
集
』九
九
二
番
歌
受
容
に

焦
点
を
当
て
、
そ
こ
か
ら
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
（
Ａ
）（
Ｂ
）
に
見
ら
れ
た
用

法
の
位
相
を
探
っ
て
い
く
。

― ―19



四
、
同
時
代
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」

先
述
の
通
り
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
は
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら

れ
て
以
降
、
物
語
作
品
に
お
い
て
恋
の
文
脈
に
据
え
ら
れ
、
男
君
の
、
密
な
る

時
を
過
ご
し
た
恋
人
に
対
す
る
未
練
と
執
着
心
を
描
出
す
る
も
の
と
し
て
、
受

け
継
が
れ
て
い
っ
た
。『
と
り
か
へ
ば
や
』と
成
立
の
時
代
も
近
い
と
さ
れ
る
物

語
で
は
、『
有
明
の
別
れ
』に
お
い
て
後
朝
の
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、『
源
氏
』、『
浜
松
』な
ど
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
解
す
こ
と
が
で
き

る
。そ

れ
で
は
、
和
歌
作
品
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
古
今
集
』九
九
二
番

歌
に
基
づ
く
「
袖
」、「
魂
」（
心
）
の
語
を
用
い

13
）

た
歌
を
挙
げ
て
い
く
と
、
次
の

よ
う
に
、
や
は
り
恋
の
歌
が
目
立
つ
。

①
し
ら
せ
ば
や
こ
す
に
は
つ
る
る
袖
の
う
ち
に
入
り
ぬ
る
た
ま
の
ぬ
し
は
誰

ぞ
と

（
月
詣
和
歌
集
・「
見
衣
恋
を
」・
三
七
六
・
高
松
宮
）

②
夕
ぐ
れ
の
わ
が
玉
し
ひ
は
お
も
ひ
や
る
袖
の
中
に
や
い
り
な
や
む
ら
ん

（
家
隆
卿
百
番
自
歌
合
・
恋
百
首
・
六
十
七
番
左
）

③
み
し
人
の
袖
に
う
き
に
し
我
が
玉
の
や
が
て
む
な
し
き
み
と
や
成
り
な
ん

後
京
極
殿
御
自
歌
合
・「
恋
の
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
け
る
中
に
」・
六
十
三

番
左
／
秋
篠
月
清
集
・
恋
十
五
首
・
五
六
三
／
拾
玉
集
・
百
番
歌
合
・
六

十
四
番
左
持
）

④
時
の
ま
の
袖
の
中
に
も
ま
ぎ
る
や
と
か
よ
ふ
心
に
身
を
た
ぐ
へ
ば
や

（
拾
遺
愚
草
・
雑
恋
十
首
・
二
八
五
）

⑤
あ
か
ざ
り
し
霞
の
衣
た
ち
こ
め
て
袖
の
な
か
な
る
花
の
面
か
げ

千
五
百
番
歌
合
・
春
三
・
二
百
七
番
右
勝
・
定
家
／
拾
遺
愚
草
・
春
廿
首
・

一
〇
一
四
）

⑥
と
ど
め
お
き
し
袖
の
な
か
に
や
玉
く
し
げ
二
見
の
う
ら
は
夢
も
む
す
ば
ず

歌
合
・
旅
宿
恋
・
八
番
左
・
定
家
／
拾
遺
愚
草
・「
建
暦
三
年
九
月
十
三

夜
内
裏
歌
合
、
旅
宿
恋
」・
二
五
六
六
）

⑦
た
ま
し
ひ
の
入
り
に
し
袖
の
匂
ゆ
ゑ
さ
も
あ
ら
ぬ
花
の
色
ぞ
か
な
し
き

（
拾
遺
愚
草
・
二
五
七
六
）

⑧
う
ら
め
し
や
今
日
し
も
か
ふ
る
衣
手
に
入
り
に
し
玉
の
道
ま
ど
ふ
ら
ん

拾
遺
愚
草
・「
秋
の
暮
を
も
ろ
と
も
に
惜
み
あ
か
し
て
さ
と
へ
い
で
に
け

る
人
に
、
い
で
ぬ
人
に
つ
た
へ
て
」・
二
六
一
六
）

⑨
お
ろ
か
な
る
涙
も
見
え
ぬ
袖
の
上
を
と
ど
め
し
玉
と
誰
か
た
の
ま
ん

（
拾
遺
愚
草
・「
返
し
」・
二
六
一
八
）

「
袖
」
に
入
る
「
魂
」
を
詠
み
込
ん
だ
こ
れ
ら
の
歌
は
、
中
に
は
⑤
の
よ
う
に
春

の
花
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
恋
心
を
詠
じ
て
い
る
。
そ
の
点
、

『
源
氏
』を
経
由
し
た
受
容
の
あ
り
方
と
軌
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
理
解
で
き
よ

う
。
ま
た
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
同
時
代
の
受
容
が
、
藤
原
定
家
詠
に
偏
っ
て

い
る
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
が
、
定
家
は
、
自
ら
編
ん
だ
秀
歌
撰『
定
家
八
代
抄
』

に
も
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
を
採
用
し
て
お
り
、
詠
歌
に
度
々
取
り
入
れ
て

い
る
。
で
は
、
定
家
の
九
九
二
番
歌
受
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

千
五
百
番
歌
合
に

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

あ
は
れ
な
り
う
た
た
ね
に
の
み
み
し
夢
の
な
が
き
思
ひ
に
む
す
ぼ
ほ
れ
な

ん

（
一
二
三
二
）

題
不
知

読
人
不
知

枕
よ
り
あ
と
よ
り
恋
の
せ
め
く
れ
ば
せ
ん
か
た
な
み
ぞ
床
な
か
に
を
る
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（
一
二
三
三
）

陸
奥

あ
か
ざ
り
し
袖
の
中
に
や
入
り
に
け
ん
我
が
玉
し
ひ
の
な
き
心
ち
す
る

（
一
二
三
四
）

題
不
知

読
人
不
知

わ
り
な
く
も
ね
て
も
覚
め
て
も
恋
し
き
か
心
を
い
づ
ち
や
ら
ば
忘
れ
ん

（
一
二
三
五
）

恋
し
き
に
わ
び
て
玉
し
ひ
ま
ど
ひ
な
ば
む
な
し
き
か
ら
の
名
に
や
残
ら
ん

（
一
二
三
六
）

『
定
家
八
代
抄
』（
恋
四
）
に
お
い
て
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
「
あ
か
ざ
り
し
」

歌
は
右
の
通
り
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、『
古
今
集
』の
そ
れ
と
は
大

き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
古
今
集
』詞
書
は
排
さ

れ
、
恋
部
に
恋
の
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
前

後
に
置
か
れ
た
歌
だ
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
激
し
い
恋
情
を
表
出
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
枕
よ
り
」歌
は
身
を
責
め
さ
い
な
む
よ
う
な
恋
心
を

表
わ
し
、「
わ
り
な
く
も
」歌
も
ま
た
、
苦
し
い
ほ
ど
に
激
し
い
恋
の
情
熱
を
表

現
す
る
。
つ
ま
り
、
当
該
の
引
用
部
は
、
狂
お
し
い
ほ
ど
の「
情
熱
的
な
恋
心
」

を
表
出
し
た
歌
を
配
置
し
た
箇
所
に
当
た
る
の
だ
。

渡
邉
裕
美
子
氏
は
、『
古
今
集
』
六
八
九
番
歌
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
こ

よ
ひ
も
や
我
を
ま
つ
ら
む
う
ぢ
の
は
し
ひ
め
」
に
つ
い
て
、『
古
今
集
』
に
お
け

る
配
列
と
、『
八
代
抄
』
の
配
列
を
比
較
し
て
、
そ
こ
か
ら
、「
宇
治
の
橋
姫
」

を
「
悲
恋
」
と
結
び
つ
け
る
、
定
家
独
自
の
同
歌
へ
の
視
点
を
見
出
し
て

14
）

い
る
。

そ
の
上
で
渡
邉
氏
は
、『
八
代
抄
』
に
見
ら
れ
る
独
自
の
視
点
は
、
定
家
の
『
源

氏
物
語
』
摂
取
の
試
み
と
連
動
し
て
お
り
、
定
家
の
「
橋
姫
」
詠
の
「
新
し
さ

の
ひ
と
つ
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
と
な
れ
ば
、
当
該
の
「
あ

か
ざ
り
し
」
歌
の
配
列
も
同
様
に
、『
源
氏
』
摂
取
を
通
し
て
、『
古
今
集
』
の

そ
れ
と
は
相
違
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。『
八
代

抄
』
の
配
列
は
、
定
家
が
『
源
氏
』
を
受
け
、
そ
の
文
脈
に
何
よ
り
男
君
達
の
、

苦
し
い
ほ
ど
に
切
迫
し
た
情
熱
的
な
恋
心
を
読
み
取
る
こ
と
で
、「
あ
か
ざ
り

し
」
歌
を
、
そ
う
し
た
「
情
熱
的
な
恋
心
」
を
表
出
す
る
歌
と
し
て
位
置
づ
け

直
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
情
熱
的
な
恋
心
」
と
し
て
の
「
あ
か
ざ
り
し
」
歌
の
位
置
づ

け
は
、
詠
歌
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

建
久
七
年
内
大
臣
殿
に
て
、
文
字
を
か
み
に
お
き
て
廿
首
よ
み
侍
り

し
に
、
恋
五
首
、
か
た
お
も
ひ

神
な
び
の
み
む
ろ
の
山
の
山
風
の
つ
て
に
も
と
は
ぬ
人
ぞ
恋
し
き

（
二
五
七
五
）

た
ま
し
ひ
の
入
り
に
し
袖
の
匂
ゆ
ゑ
さ
も
あ
ら
ぬ
花
の
色
ぞ
か
な
し
き

（
二
五
七
六
）

お
く
も
み
ぬ
忍
ぶ
の
山
に
道
と
へ
ば
我
が
涙
の
み
さ
き
に
た
つ
か
な

（
二
五
七
七
）

も
し
ほ
た
れ
す
ま
の
浦
浪
た
ち
な
ら
し
人
の
た
も
と
や
か
く
は
ぬ
れ
け
ん

（
二
五
七
八
）

ひ
だ
た
く
み
う
つ
す
み
な
は
を
心
に
て
猶
と
に
か
く
に
君
を
こ
そ
思
へ

（
二
五
七
九
）

前
掲
の
『
拾
遺
愚
草
』
所
収
の
⑦
は
、
右
の
通
り
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
年
）

「
か
た
お
も
ひ
」
の
題
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
た
ま
し
ひ
の
」
の

歌
は
、
明
ら
か
に
「
あ
か
ざ
り
し
」
歌
を
踏
ま
え
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
と
同
じ
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く
、「
入
」る
の
語
を
採
用
し
て
、
そ
の
恋
心
を
歌
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

同
歌
の
眼
目
が
、「
か
た
お
も
ひ
」の
激
情
、
す
な
わ
ち
一
方
的
な
が
ら
も
情
熱

的
な
恋
心
を
描
き
出
す
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
歌
に
お
い
て

「
袖
の
中
」
に
「
入
」
る
「
魂
」
は
、
相
手
を
恋
す
る
心
の
切
迫
性
、
一
途
に
思

う
恋
心
の
強
さ
を
印
象
づ
け
る
上
で
格
好
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
古
今
集
』
九
九
二
番
「
あ
か
ざ
り
し
」
歌
は
、『
源
氏
』
摂
取
を
通
し
て
、

『
古
今
集
』に
見
ら
れ
た
友
人
間
の
戯
れ
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
よ
り
切
迫

し
た
「
情
熱
的
な
恋
心
」
を
表
す
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

前
引
の
同
時
代
の
和
歌
作
品
も
、
そ
の
流
れ
の
中
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
歌
に
お
い
て
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
と
い
う
表
現
は
、「
情
熱
的

な
恋
心
」
の
喩
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
後
述
の
二
首
に
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
『
古
今
集
』
九

九
二
番
歌
受
容
の
様
相
と
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
用
例
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
、

そ
の
関
連
を
解
き
明
か
し
て
い
く
上
で
、
注
視
す
べ
き
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
前
掲
②
の
『
家
隆
卿
百
番
自
歌
合
』
の
「
夕
ぐ
れ
の
」
歌
。
こ
の
歌

に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
玉
し
ひ
」
は
、
恋
人
と
の
別
れ
の
後
朝
に
残
し
て

き
た
も
の
で
は
な
い
。

よ
も
す
が
ら
お
も
ひ
や
り
つ
る
た
ま
し
ひ
は
君
が
ね
ざ
め
に
み
え
や
し
つ

ら
ん

（
一
条
摂
政
御
集
・
一
三
九
）

の
歌
の
ご
と
く
、
恋
し
さ
に
思
い
を
馳
せ
る
あ
ま
り
、
魂
が
遊
離
し
、
身
に
代

わ
っ
て
相
手
の
も
と
を
訪
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。『
古
今
集
』九
九
二
番
歌
を

本
歌
と
し
、「
袖
の
中
」の
語
を
用
い
る
こ
と
で
相
手
へ
の
執
心
を
描
出
し
つ
つ
、

か
つ
、
そ
こ
に
魂
が「
い
り
な
や
む
ら
ん
」、
入
り
か
ね
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
恋

に
逡
巡
し
思
い
悩
む
心
を
表
わ
す
。

つ
づ
い
て
、
④
の
「
時
の
ま
の
」
歌
。『
拾
遺
愚
草
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
の
歌

は
、
文
治
三
年
（
一
一
八
七
年
）「
皇
后
宮
大
輔
百
首
」
の
一
首
で
、
恋
し
い
人

の
「
袖
の
中
」
に
少
し
で
も
紛
れ
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
、
身
を
離
れ
て
相

手
の
も
と
に
通
う
心
に
、
身
自
体
を
連
れ
添
わ
せ
た
い
と
、
情
熱
的
な
恋
心
を

表
現
す
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、「
魂
」
の
語
は
な
く
代
わ
り
に
「
心
」
と
あ
る

点
で
、
九
九
二
番
歌
と
は
一
定
の
距
離
を
持
つ
と
も
考
え
ら

15
）

れ
る
が
、「
袖
の
中

に
も
ま
ぎ
る
」と
い
う
発
想
の
基
盤
に
は
同
歌
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の「
時

の
ま
の
」
歌
も
、「
夕
ぐ
れ
の
」
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
別
離
の
際
相
手
の
も
と
に

残
し
て
き
た
「
心
」（
魂
）
で
は
な
く
、
離
れ
た
先
で
相
手
を
思
い
や
っ
て
遊
離

し
た
こ
と
を
思
わ

16
）

せ
る
、
恋
し
さ
に
「
か
よ
ふ
心
」
を
表
現
す
る
。
そ
の
上
、

「
心
」
に
「
身
」
を
添
わ
せ
た
い
と
い
う
、

思
ひ
や
る
心
に
た
ぐ
ふ
身
な
り
せ
ば
ひ
と
ひ
に
ち
た
び
君
は
み
て
ま
し

（
後
撰
集
・
巻
十
・
恋
二
・
六
七
八
・
大
江
千
古
／
深
養
父
集
・
四
七
）

右
の
歌
の
ご
と
き
発
想
を
合
わ
せ
て
取
り
込
み
、
恋
す
る
男
の
願
望
を
表
現
す

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
袖
の
中
」
に
入
る
（
入
ろ
う
と
す
る
）

「
心
」
に
「
身
」
を
添
わ
せ
る
と
い
う
趣
向
は
、「
魂
」
と
「
心
」
と
の
相
違
は

あ
れ
、『
と
り
か
へ
ば
や
』の
宰
相
中
将
の
用
例
と
重
ね
合
わ
せ
て
見
た
時
、
看

過
で
き
な
い
も
の
と
も
な
ろ
う
。

と
も
か
く
も
、「
夕
ぐ
れ
の
」
歌
、「
時
の
ま
の
」
歌
は
と
も
に
、
恋
し
さ
の

あ
ま
り
相
手
の
「
袖
の
中
」
ま
で
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
「
魂
」（
心
）

を
詠
出
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
相
手
の
も
と
に
「
残
し
た
」
と
す
る
『
古

今
集
』
九
九
二
番
歌
、
お
よ
び
そ
れ
を
摂
取
し
た
『
源
氏
』
以
下
の
用
例
と
は
、

「
魂
」
の
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
る
。『
源
氏
』
な
ど
に
見
ら
れ
た
「
袖
の
中
」

の
「
魂
」
は
、
相
手
と
の
接
近
を
果
た
し
、
親
密
な
時
間
を
過
ご
し
た
後
の
離
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れ
が
た
さ
、
執
着
心
を
描
出
し
た
が
、
当
該
の
二
首
に
あ
た
っ
て
は
、
後
朝
の

要
素
は
後
退
し
、
身
は
遠
く
離
れ
て
い
な
が
ら
も
恋
い
焦
が
れ
、
思
い
余
っ
て

「
袖
の
中
」に
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
強
い
恋
慕
の
情
を
表
わ
す
。
切
に
相
手
を

恋
う
「
情
熱
的
な
恋
心
」
は
、
今
は
遠
く
離
れ
た
恋
人
の
も
と
へ
と
「
魂
」
を

誘
い
、「
袖
の
中
」
に
ま
で
入
り
込
ま
せ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、

「
情
熱
的
な
恋
心
」
の
喩
と
し
て
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
と
い
う
表
現
を
認
識
す

る
が
故
の
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
』成
立
と
前
後
す
る
時
代
の
和
歌
作
品
に

目
を
向
け
る
と
、
定
家
周
辺
に
お
い
て
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
、
お
よ
び
、

そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
は
、
相
手
を
強
く
思
う
心
の
現
れ
、

激
し
く
も
苦
し
い
「
情
熱
的
な
恋
心
」
の
表
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
と
な
れ
ば
、『
と
り
か
へ
ば
や
』に
お
け
る
先
の
垣
間
見
場
面
中
の

（
Ａ
）（
Ｂ
）の
用
例
も
、
こ
の
流
れ
の
中
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

宰
相
中
将
は
美
し
い
女
性
を
垣
間
見
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
心
惹
か
れ
、
そ
の
あ

ま
り
に
燃
え
上
が
っ
た
恋
情
故
に
、
彼
女
達
の
「
袖
の
中
」
に
我
が
「
魂
」
が

入
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
心
持
を
覚
え
る
。
こ
れ
は
、「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
を

「
情
熱
的
な
恋
心
」の
喩
と
し
て
捉
え
る
、
定
家
周
辺
の
解
釈
と
も
呼
応
し
て
い

る
。
先
行
作
品
と
文
脈
上
隔
た
り
を
持
っ
た
、
宰
相
中
将
に
お
け
る
用
例
は
、

共
時
的
な
表
現
営
為
の
中
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
後
代
の
物
語
作
品
に
も
、
右
の
ご
と
き
用
法
を
継
承
し
た
と
思
わ

れ
る
用
例
が
一
部
見
受
け
ら
れ
る
。

た
ゞ
こ
ゝ
も
と
に
て
夜
も
あ
か
し
つ
べ
く
見
た
ち
給
へ
る
に
、
宰
相
の
君

の
あ
し
を
と
す
れ
ば
、
か
く
て
み
え
じ
と
、
い
そ
ぎ
た
ち
の
き
給
へ
ど
、

只
あ
の
袖
の
内
に
我
た
ま
し
ゐ
は
と
ま
り
ぬ
る
心
ち
し
て
、
有
に
も
あ
ら

ず
、
ひ
き
か
へ
さ
る
ゝ
や
う
な
が
ら
、
立
出
給
ふ
に
、

（『
苔
の
衣
』
春

三
九
頁
）

い
づ
く
を
も
入
た
ち
わ
が
ま
ゝ
に
お
ぼ
し
た
る
御
心
は
、
つ
き
〴
〵
し
き

物
ゝ
ひ
ま
も
む
な
し
か
ら
ぬ
事
に
て
、
い
と
よ
く
み
給
け
り
。（
略
）た
ゞ

こ
の
月
ご
ろ
う
は
の
空
に
さ
ら
で
も
あ
く
が
れ
つ
る
た
ま
し
ゐ
の
、
や
が

て
こ
の
御
袖
に
と
ま
り
ぬ
る
心
地
し
て
、
た
え
が
た
き
物
思
ひ
の
つ
き
ぬ

る
ぞ
あ
ぢ
き
な
き
や
。

（『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
巻
二

二
六
六
｜
二
六
七
頁
）

『
苔
の
衣
』
の
例
は
、
中
納
言
が
西
院
の
姫
君
の
姿
を
初
め
て
垣
間
見
る
場
面
、

『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』は
、端
山
大
将
に
よ
る
女
一
の
宮
垣
間
見
場
面
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
右
の
傍
線
部
に
お
け
る
表
現
は
、
二
例
い
ず
れ
も
垣
間
見
時
の
心

中
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
の「
た

ま
し
ゐ
」
は
、『
源
氏
』
や
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
『
浜
松
』『
有
明
』
の
ご
と
き
、

密
な
る
接
近
を
果
た
し
た
後
に
、
後
朝
の
思
い
の
ま
ま
に
「
残
さ
れ
た
」
魂
で

は
な
く
、『
と
り
か
へ
ば
や
』同
様
、
燃
え
上
が
っ
た
情
熱
的
な
恋
情
故
に
身
を

離
れ
て
相
手
の
「
袖
の
中
」
に
入
ろ
う
と
す
る
魂
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
こ
の
両
作
品
と
も
男
君
は
、
当
該
場
面
を
契
機
と
し
て
恋
心
を
募
ら
せ
、

後
に
二
人
は
結
ば
れ
る
展
開
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』の
用
法

を
継
承
し
た
も
の
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
宰
相
中
将
に
お
け
る
「
袖

の
中
」
の
「
魂
」
の
表
現
は
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
「
あ
か
ざ
り
し
」
歌
受
容

の
時
代
的
な
変
化
に
と
も
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
後
代
に
は
、
そ
の
用
法
も
、
同
歌
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ

と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
。
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た
だ
し
、
こ
こ
で
改
め
て
注
意
し
た
い
の
は
、
宰
相
中
将
の
（
Ａ
）（
Ｂ
）
両

場
面
の
差
異
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
垣
間
見
場
面
に
あ

た
る
（
Ａ
）（
Ｂ
）
は
、
表
現
上
極
め
て
類
似
、
対
応
す
る
一
方
で
、
文
脈
に
は

差
が
認
め
ら
れ
る
。（
Ａ
）
に
お
い
て
宰
相
中
将
は
、
四
の
君
の
魅
力
に
「
魂
」

が
遊
離
し
、
そ
の
ま
ま
彼
女
の
「
袖
の
う
ち
」
に
「
入
」っ
て
し
ま
っ
た
心
持
に

な
る
。
そ
う
し
て
「
魂
」
を
失
い
、「
現
し
心
」
を
な
く
し
た
彼
は
、「
袖
の
う

ち
」
の
「
魂
」
に
誘
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
忍
び
込
む
。
他
方
（
Ｂ
）
で
は
、

吉
野
の
姫
君
達
の
姿
に
心
奪
わ
れ
る
も
の
の
、
外
聞
を
気
に
し
て
、
惹
か
れ
つ

つ
も
押
し
入
る
こ
と
な
く
そ
の
場
を
後
に
し
て
い
る
。

こ
の
（
Ａ
）（
Ｂ
）
の
差
異
を
、
同
時
代
の
和
歌
作
品
お
よ
び
後
代
の
用
例
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
吟
味
し
て
み
れ
ば
、（
Ａ
）の
文
脈
が
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
く
。
ま
ず
、
後
代
例
で
あ
る
前
引『
苔
の
衣
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』

両
例
は
、
い
ず
れ
も
（
Ｂ
）
の
例
に
類
似
す
る
。『
苔
の
衣
』
の
中
納
言
は
、
そ

の
場
を
立
ち
去
っ
て
お
り
、
傍
線
部
は
去
り
際
の
心
中
と
し
て
語
ら
れ
る
。
彼

は
、
そ
の
後
も
恋
慕
を
募
ら
せ
、
病
臥
す
る
に
及
ん
で
両
親
の
知
る
と
こ
ろ
に

な
り
、
そ
の
結
果
め
で
た
く
結
婚
を
す
る
。『
恋
路
』の
端
山
大
将
も
ま
た
、
そ

の
ま
ま
思
い
に
ま
か
せ
て
押
し
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
恋
心
を
募
ら
せ
つ
つ
月
日

を
経
た
後
に
、
よ
う
や
く
機
を
捉
え
て
忍
び
込
む
。『
と
り
か
へ
ば
や
』の
用
法

を
継
承
し
た
か
に
見
え
た
二
例
は
、
ど
ち
ら
も
（
Ｂ
）
の
文
脈
に
よ
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
先
の
和
歌
作
品
に
目
を
移
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

定
家
周
辺
に
見
ら
れ
た
「
情
熱
的
な
恋
心
」
の
喩
と
し
て
の
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」

は
、
あ
く
ま
で
一
途
に
思
う
心
の
強
さ
の
表
出
に
眼
目
が
置
か
れ
て
い
る
。
離

れ
た
先
で
も
ず
っ
と
慕
い
続
け
、
我
が
「
魂
」
を
相
手
の
も
と
へ
通
わ
せ
る
。

「
か
た
お
も
ひ
」の
題
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
一
途
に
思
い
続
け
、
恋
慕
す
る
心

の
表
象
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
遠
く
隔
て
ら
れ
た
「
身
」
と
寄
り
添
う
「
魂
」

と
の
対
比
。
こ
れ
は
、（
Ｂ
）の
文
脈
お
よ
び
後
代
例
と
も
抵
触
し
な
い
。
身
は

離
れ
よ
う
と
、
ひ
た
す
ら
に
相
手
を
恋
い
続
け
る
、
切
実
で
情
熱
的
な
恋
情
。

そ
れ
が
、「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
の
表
現
の
基
盤
に
は
あ
る
。

こ
う
し
た
用
法
に
対
し
て
、（
Ａ
）
の
文
脈
に
お
け
る
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」

は
、
異
質
な
展
開
を
迎
え
る
。
宰
相
中
将
は
当
該
場
面
に
お
い
て
初
め
て
四
の

君
の
姿
を
垣
間
見
、
そ
の
刹
那
、
相
手
の
「
袖
の
中
」
に
「
魂
」
が
入
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
気
持
ち
に
な
る
。
同
表
現
は
、
宰
相
中
将
の
情
熱
的
な
恋
情
を
描

出
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
述
の
先
行
例
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
用
例
と
比

較
し
て
み
て
も
、
そ
の
文
脈
に
は
飛
躍
が
あ
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
生
じ
さ
せ
た

四
の
君
に
対
す
る
激
し
い
恋
心
を
、
心
ひ
と
つ
に
抱
え
込
み
、
遠
く
離
れ
た
先

で
一
途
に
思
い
続
け
る
こ
と
は
し
な
い
。「
袖
の
中
」
に
「
魂
」
が
入
り
込
む
心

地
を
覚
え
た
そ
の
次
の
瞬
間
に
は
、「
魂
」の
後
を
身
が
追
う
よ
う
に
し
て
忍
び

込
み
、
そ
の
ま
ま
彼
女
に
寄
り
臥
し
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
遠
く
隔
た
っ
た
距

離
も
、
ま
た
、
一
途
に
思
い
続
け
た
時
間
も
な
い
。
宰
相
中
将
は
、
庭
の
垣
間

見
る
者
と
、
邸
内
の
見
ら
れ
る
者
の
間
に
あ
る
、
わ
ず
か
な
距
離
に「
あ
か
ず
」

と
感
じ
、
し
か
も
そ
の
隔
た
り
も
、
一
瞬
の
う
ち
に
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
他
例
に
比
し
て
み
れ
ば
、（
Ａ
）の
用
法
は
、
あ
ま
り
に
性
急
で
あ
り
、
か

つ
過
剰
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。『
古
今
集
』九
九
二
番
歌
に
託

し
、
男
君
達
が
嘆
い
た
、
障
害
と
し
て
の
距
離
を
、
宰
相
中
将
は
す
ぐ
さ
ま
無

効
化
し
て
し
ま
う
。
隔
た
っ
た
「
身
」
と
寄
り
添
う
「
魂
」
と
の
対
比
の
構
図

は
、
引
用
後
す
ぐ
さ
ま
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
四
の
君
垣
間
見
場
面
に
お
い

て
、
宰
相
中
将
は
「
情
熱
的
な
恋
心
」
の
表
明
と
し
て
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」

の
表
現
を
用
い
る
も
の
の
、
同
表
現
が
抱
え
持
っ
た
、
遠
く
隔
て
ら
れ
な
が
ら
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も
一
途
に
思
い
続
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
当
該
場
面
と
の
間
に
は
落
差
が
あ
る
。

そ
し
て
、
表
現
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
は
、
同
時
代
的
な
共
通
理
解

と
の
落
差
は
、
極
端
に
熱
し
や
す
く
、
先
走
り
が
ち
な
宰
相
中
将
と
い
う
人
物

を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
身
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
一
途
に
思
い
続
け
る
「
情
熱
的

な
恋
心
」
の
喩
、「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
は
、（
Ａ
）
の
文
脈
に
お
い
て
は
唐
突

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
ま
ま
障
害
な
く
距
離
を
無
効
化
し
て
し
ま
う
宰
相
中
将

の
行
動
に
照
ら
せ
ば
、
彼
自
身
の
実
際
の
状
況
と
は
乖
離
し
た
過
剰
な
表
現
と

な
る
。
そ
う
し
た
過
剰
な
表
現
の
利
用
は
、
彼
自
身
の
思
い
込
み
の
強
さ
、
す

な
わ
ち
、
実
の
伴
わ
な
い
、
こ
と
ば
ば
か
り
を
飾
り
立
て
て
い
く
よ
う
な
過
剰

性
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
、
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
を
、
そ
れ

に
対
す
る
共
通
理
解
と
は
ズ
レ
の
あ
る
文
脈
に
据
え
、
こ
と
ば
と
実
情
と
の
落

差
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
く
手
法
は
、
宰
相
中
将
に
ま
つ
わ
る
引
歌
表
現
に
お
い

て
顕
著
に
見
ら

17
）

れ
る
。
宰
相
中
将
の
恋
を
彩
る
数
々
の
著
名
な
引
歌
表
現
は
、

そ
の
表
現
が
抱
え
持
つ
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
落
差
の
あ
る
文
脈
に
据
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
を
認
識
し
得
ず
、
こ
と
ば
の
み
過
剰
に
飾
り
立
て
る

宰
相
中
将
の
人
物
像
を
前
景
化
さ
せ
、
彼
を
相
対
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
四

の
君
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
、
こ
の
異
質
な
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
も
、

そ
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

対
し
て
、
物
語
も
終
盤
の
（
Ｂ
）
に
お
け
る
宰
相
中
将
は
、
先
の
（
Ａ
）
と

は
異
な
り
、
恋
心
を
内
に
秘
め
つ
つ
そ
の
場
を
後
に
し
て
お
り
、
他
例
に
通
じ

る
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
宰
相
中
将
と

い
う
人
物
の
変
化
に
対
応
し
て
い
よ
う
。
巻
三
に
お
い
て
女
君
を
失
っ
た
宰
相

中
将
は
、
以
降
、「
昔
隈
な
か
り
し
御
心
も
名
残
な
く
ま
め
に
な
り
て
」（
巻
四

四
六
七
頁
）、「
を
さ
を
さ
う
ち
乱
る
る
こ
と
も
な
く
て
ま
め
だ
ち
歩
く
め
る
に

や
」（
巻
四

四
七
五
頁
）と
、
か
つ
て
の
好
色
心
は
鳴
り
を
潜
め
て
す
っ
か
り

「
ま
め
」
に
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
そ
れ
に
連
動
し
て
、
巻
四
の
（
Ｂ
）
で
は
、

（
Ａ
）に
見
ら
れ
た
思
い
込
み
の
強
さ
も
落
ち
着
き
を
見
せ
、
逸
脱
す
る
こ
と
も

な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
一
方
で
（
Ｂ
）
に
お
い
て
吉

野
の
姫
君
の
「
袖
の
中
」
に
入
っ
た
「
魂
」
は
、
失
踪
の
女
君
を
思
い
、
心
を

尽
く
す
中
で
「
ま
れ
ま
れ
残
り
た
り
つ
る
魂
」
で
あ
る
と
あ
え
て
表
現
さ
れ
て

い
る
点
に
は
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
文
脈
は
、
女
君
へ
の
激
し
い
愛
執

の
念
と
、
吉
野
の
姫
君
に
対
す
る
情
熱
的
な
恋
心
が
同
時
並
列
的
に
表
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
用
法
も
ま
た
、
一
途
で
情
熱
的
な
恋
情
を
表
す
同
表
現

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
落
差
が
あ
る
。
宰
相
中
将
は
、
あ
く
ま
で
実
の
伴
わ
な
い
人

間
、
す
な
わ
ち
戯
画
化
さ
れ
た
色
好
み
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

五
、
お
わ
り

以
上
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
表
現
「
袖

の
中
」
の
「
魂
」
に
着
目
し
、
そ
の
用
法
を
時
代
的
変
遷
と
合
わ
せ
、
分
析
、

検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
は
、
九
九
二
番
歌
受
容
の
時
代

的
変
化
と
の
連
動
性
、
な
ら
び
に
、
そ
う
し
た
同
時
代
的
な
共
通
理
解
と
も
一

線
を
画
し
た
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
独
自
性
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
を
経
る

こ
と
で
、
親
密
な
時
を
過
ご
し
た
恋
人
に
対
す
る
、
男
の
未
練
、
愛
執
の
念
を

表
す
表
現
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
は
、
や
が

て
定
家
周
辺
に
お
い
て
一
途
で
情
熱
的
な
恋
心
の
喩
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
と
、
先
行
物
語
と
は
隔
た
り
を
持
っ
た
四
の
君

垣
間
見
場
面
、
吉
野
の
姫
君
垣
間
見
場
面
の
用
法
と
は
密
接
に
絡
み
合
い
、
連
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動
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
、
四
の
君
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
文
脈
は
、

「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
に
対
す
る
同
時
代
的
な
共
通
理
解
と
の
間
に
ズ
レ
が
あ
り
、

ま
た
、共
通
理
解
に
沿
っ
た
形
に
も
思
わ
れ
る
吉
野
の
姫
君
垣
間
見
場
面
に
も
、

宰
相
中
将
を
揶
揄
す
る
表
現
が
並
べ
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
定
家
周
辺
の
和
歌
作
品
や
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
解
釈
と
の
密
着
性
や

連
動
性
は
、
作
者
未
詳
で
あ
る
『
と
り
か
へ
ば
や
』
成
立
の
時
代
的
文
化
的
背

景
を
解
き
明
か
す
上
で
、
看
過
し
が
た
い
も
の
と
も
な
る
。
神
田
龍
身
氏
は
、

現
存
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
作
者
に
つ
い
て
、
現
存
本
全
て
が
定
家
筆
本
を
祖

と
す
る
『
更
級
日
記
』
を
典
拠
と
し
た
と
思
わ
れ
る
場
面
が
あ
る
点
、
さ
ら
に
、

定
家
周
辺
の
人
の
作
と
想
定
さ
れ
る
『
無
名
草
子
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

点
か
ら
、「
定
家
周
辺
の
誰
か
」と
推
測

18
）

す
る
。
本
稿
に
お
い
て
確
認
し
た
上
記

の
定
家
周
辺
和
歌
と
の
連
動
性
は
、
作
者
を
定
家
に
近
し
い
人
物
と
す
る
神
田

氏
の
説
の
傍
証
と
も
な
ろ
う
。「
袖
の
中
」
の
「
魂
」
の
表
現
に
対
す
る
認
識
の

近
さ
は
、
影
響
の
先
後
関
係
は
さ
て
お
き
、
同
様
の
言
語
感
覚
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。
ま
た
一
方
で
、
同
時
に
認
め
ら
れ
た
ズ
レ
か
ら

は
、
独
自
の
世
界
を
切
り
開
こ
う
と
い
う
文
学
的
営
為
の
一
端
を
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
定
家
周
辺
の
和
歌
作
品
と
の
連
動
性
、
お

よ
び
物
語
の
文
脈
の
独
自
性
は
、
現
存
『
と
り
か
へ
ば
や
』
を
生
ん
だ
文
化
圏

と
、
そ
こ
に
お
け
る
文
学
的
営
為
の
様
相
を
ひ
も
解
い
て
い
く
上
で
、
極
め
て

示
唆
的
な
も
の
と
な
る
。

注

１
）

本
稿
に
お
け
る
引
用
本
文
に
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
は
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』（
石
埜
敬
子

小
学
館

二
〇
〇
二
年
）
を
使
用
し
た
。

そ
の
他
、『
竹
取
物
語
』は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
片
桐
洋
一

小
学
館

一
九
九
四
年
）、『
源
氏
物
語
』は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男

小
学
館

一

九
九
四
｜
一
九
九
八
年
）、『
浜
松
中
納
言
物
語
』は
、『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』（
池
田
利
夫

小
学
館

二
〇
〇
一
年
）を
、
さ
ら
に
、『
有

明
の
別
れ
』『
苔
の
衣
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
我
が
身
に
た
ど
る
姫

君
』
は
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』（
笠
間
書
院

一
九
八
八
｜
二
〇
〇

一
年
）
を
用
い
、
ル
ビ
に
関
し
て
は
省
略
し
た
。
和
歌
に
関
し
て
は
、

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
傍
線
等
は
稿
者
に
よ
る
。

２
）

人
物
の
呼
称
に
関
し
て
は
、
男
装
の
女
君
を
女
君
、
宮
の
宰
相
は
宰
相

中
将
で
統
一
す
る
。

３
）

小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
『
古
今
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩

波
書
店

一
九
八
九
年

４
）
『
古
今
集
』九
九
二
番
歌
引
用
は
、
次
の
歌
の
詞
書
に
登
場
す
る
。
あ
く

ま
で
友
人
同
士
の
戯
れ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』以
降

の
切
迫
性
を
持
っ
た
文
脈
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

斎
宮
の
女
別
当
、
よ
そ
に
あ
ひ
て
な
に
と
も
い
は
で
、
又
の

日
袖
の
な
か
に
や
と
い
ひ
た
る
返
事
に
、
べ
た
う
の
き
み

ぬ
し
し
ら
で
空
に
う
き
た
る
玉
を
だ
に
結
び
と
ど
む
る
物
と
こ
そ

き
け

（
小
馬
命
婦
集
・
四
八
）

５
）

恋
の
文
脈
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
『
和
泉
式
部
集
』
の
次
の
例

が
あ
る
。

ゆ
く
み
ち
よ
り
、
と
ど
ま
る
た
ま
し
ひ
を
か
た
み
に
は
せ
よ
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と
い
ひ
た
る
に

わ
が
玉
は
た
び
の
空
に
も
ま
ど
ひ
な
ん
と
も
む
べ
き
そ
で
の
中
は

く
ち
に
き

（
六
二
八
）

ま
た
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』に
お
い
て
も
、
恋
と
関
連
さ
せ
た
も
の
と

し
て
左
記
の
歌
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
遊
離
魂
に
つ
い
て
の
一
般
論
と

し
て
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
を
連
想
的
に
引
用
し
て
お
り
、
自
ら
の

愛
執
を
込
め
た
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
趣
向
と
は
異
な
る
。

十
五
日
、
月
い
と
い
み
じ
う
す
み
て
あ
か
し
、
進
の
い
と
ど

し
き
そ
で
に
う
つ
り
て
た
ま
の
や
う
に
み
ゆ
れ
ば
、
宰
相

あ
か
ず
と
い
ふ
た
ま
こ
そ
そ
で
に
か
よ
ふ
な
れ
う
は
の
そ
ら
な
る

月
も
い
り
け
り

（
二
二
〇
）

進

人
こ
ふ
る
そ
で
に
も
る
べ
き
あ
ふ
事
を
な
み
だ
の
た
ま
の
か
ず
に

い
れ
て
む

（
二
二
一
）

６
）

そ
の
他
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
引
用
を
指

摘
さ
れ
る
表
現
と
し
て
「
思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
後

れ
し
心
地
を
」（「
末
摘
花
」①
二
六
五
頁
）が
あ
る
が
、「
袖
の
中
」「
魂
」

の
語
を
用
い
る
も
の
で
は
な
い
。

７
）
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木

日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎

岩
波
書
店

一
九
九
五
年
）
は
、

参
考
歌
と
す
る
に
と
ど
め
る
。

８
）

高
田
祐
彦
「
柏
木
の
離
魂
と
和
歌
」（『
日
本
文
学
』
四
六
｜
二

一
九

九
七
年
二
月
）／
「
身
の
は
て
の
想
像
力
｜
｜
柏
木
の
魂
と
死
｜
｜
」

（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
三
年
）

９
）

高
田
氏

８
）。

10
）

な
お
、『
狭
衣
物
語
』に
は「
袖
の
中
に
や
」（
巻
二
①
二
五
八
頁
）（『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子

小
学
館

一
九

九
九
年
）
と
い
う
表
現
が
、
我
が
子
若
宮
に
対
す
る
、
狭
衣
の
執
心
を

表
す
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、『
源
氏
』
か
ら
『
浜
松
』
へ
と

引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
、
男
女
の
恋
に
お
け
る
引
用
と
は
異
な
る
『
古

今
集
』
九
九
二
番
歌
利
用
の
形
を
持
つ
が
、『
源
氏
』
に
お
け
る
男
の
愛

執
の
文
脈
を
重
ね
て
み
る
と
、
若
宮
へ
の
執
着
は
、
そ
の
産
み
の
母
、

女
二
宮
へ
の
想
念
を
背
後
に
含
ま
せ
た
表
現
と
も
読
み
取
れ
よ
う
か
。

11
）
『
校
注
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
鈴
木
弘
道

笠
間
書
院

一
九
七
八

年
）、『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』（
友
久
武
文
・
西
本
寮
子

笠
間
書
院

一

九
九
八
年
）、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
石
埜
敬
子

小
学
館

二

〇
〇
二
年
）。

12
）
『
と
り
か
へ
ば
や
』の
引
歌
表
現
に
は
、
先
行
作
品
か
ら
の
踏
襲
と
は
い

え
な
い
独
自
の
用
法
が
認
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
横
溝
博
氏
は
、「
末
の

松
山
」の
表
現
が
、『
と
り
か
へ
ば
や
』で
は
、
先
行
作
品
に
比
し
て「
諧

謔
味
を
帯
び
た
も
の
」
に
「
変
化
」
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
（「『
い

は
で
し
の
ぶ
』
の
「
末
の
松
山
」
引
用
を
め
ぐ
る
試
論
｜
｜
表
現
史
に

お
け
る
位
相
と
諧
謔
性
の
胚
胎
に
つ
い
て
｜
｜
」『
国
文
学
研
究
』一
四

三

二
〇
〇
四
年
六
月
）。
ま
た
、
拙
稿
「『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
引
歌

表
現
に
見
ら
れ
る
諧
謔
性
｜
｜
宰
相
中
将
に
お
け
る
変
奏
を
め
ぐ
っ

て
｜
｜
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
九
｜
一
〇

二
〇
一
二
年
一
〇
月
）、

「『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
宰
相
中
将
の
恋
｜
｜
過
剰
な
こ
と
ば
の

文

の
空
間
｜
｜
」（『
狭
衣
物
語

文
の
空
間
』翰
林
書
房

二
〇
一
四
年
）
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は
、
宰
相
中
将
の
恋
を
彩
る
数
々
の
引
歌
表
現
に
見
ら
れ
る
、
文
脈
の

ズ
レ
に
よ
る
「
諧
謔
性
」、「
過
剰
性
」
を
問
題
と
し
、
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。

13
）
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
を
経
由
せ
ず
、『
法
華
経
』
を
直
接
踏
ま
え
た

「
衣
の
珠
」
の
例
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
省
い
た
。

14
）

渡
邉
裕
美
子
「
新
古
今
時
代
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
詠
に
つ
い
て
」（『
和

歌
文
学
研
究
』
六
七

一
九
九
四
年
一
月
）／「
新
古
今
時
代
の
「
宇
治

の
橋
姫
」
詠
」（『
新
古
今
時
代
の
表
現
方
法
』
笠
間
書
院

二
〇
一
〇

年
）

15
）
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』（
久
保
田
淳

河
出
書
房
新
社

一
九
八
五

年
）
は
参
考
歌
に
す
る
に
と
ど
め
る
。

16
）

浅
岡
雅
子
・
神
谷
敏
成
「
藤
原
定
家
『
皇
后
宮
大
輔
百
首
』
注
釈
（
下
）」

（『
北
見
大
学
論
集
』
一
三

一
九
八
五
年
三
月
）
は
、「
時
の
ま
の
」
歌

を
「
後
朝
恋
」
と
す
る
。
だ
が
、「
か
よ
ふ
心
」
と
い
う
表
現
は
、

雲
ゐ
に
も
か
よ
ふ
心
の
お
く
れ
ね
ば
わ
か
る
と
人
に
見
ゆ
ば
か
り

な
り

（
古
今
集
・
巻
八
・
離
別
・
三
七
八
・
深
養
／
深
養
父
集
・
二
〇
）

遥
な
る
程
に
も
か
よ
ふ
心
か
な
さ
り
と
て
人
の
し
ら
ぬ
も
の
ゆ
ゑ

（
拾
遺
集
・
巻
十
四
・
恋
四
・
九
〇
八
・
伊
勢
）

と
い
っ
た
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
離
れ
た
地
か
ら
思
い
を
馳
せ
る
意

で
あ
り
、
他
の
「
入
り
に
し
」「
と
ど
め
し
」「
と
ど
め
お
き
し
」
と
同

質
に
は
出
来
ま
い
。
な
お
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』に
も
、

５
）の
例
に

お
い
て
「
か
よ
ふ
な
れ
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

場
合
は
前
述
の
通
り
、
あ
く
ま
で
も
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
、
遊
離
魂
に

つ
い
て
の
一
般
論
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、「
情
熱
的
な
恋
心
」の
詠

出
を
企
図
し
た
定
家
歌
の
詠
み
ぶ
り
と
は
異
な
る
。

17
）

拙
稿

12
）。

18
）

神
田
龍
身
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」（『
物
語
文
学

研
究
資
料
日
本
古

典
文
学
一
』
明
治
書
院

一
九
八
三
年
）

（
か
た
や
ま

ふ
ゆ
き
・
苫
小
牧
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）
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