
 

Instructions for use

Title 『伊勢物語』摘注

Author(s) 後藤, 康文

Citation 北海道大学文学研究院紀要, 172, 1（右）-37（右）

Issue Date 2024-03-22

DOI 10.14943/bfhhs.172.r1

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/91381

Type bulletin (article)

File Information 06_172_Goto.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注

後

藤

康

文

本
稿
は
、⽝
伊
勢
物
語
⽞
注
釈
の
惨
憺
た
る
現
状
を
座
視
す
る
に
忍
び
ず
、
い
ま
だ
正
し
く
解
読
さ
れ
て
い
な
い
章
段
を
順
に
取
り
上
げ

て
私
解
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
の
骨
子
は
、
拙
著
Ａ
⽝
伊
勢
物
語
誤
写
誤
読
考
⽞（
笠
間
書
院
、
平
一
二
）、
ま
た
は
、

拙
著
Ｂ
⽝
日
本
古
典
文
学
読
解
考
─
⼨万
葉
⽞
か
ら
⽝
し
の
び
ね
⽞
ま
で
─
⽞（
新
典
社
、
平
二
四
）
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

第
十
一
段

【
本
文
】（
底
本
＝
学
習
院
大
学
蔵
本
)

昔
、
男
、
あ
づ
ま
へ
行
き
け
る
に
、
友
だ
ち
の
も
と
に
、
道
よ
り
い
ひ
お
こ
せ
け
る
、

忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
居
に
な
り
ぬ
と
も
空
行
く
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で

（
一
二
オ
・
五
行
～
八
行
)
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【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
、
東
国
へ
行
っ
た
折
に
、（
京
の
あ
る
）
友
人
の
も
と
に
、
道
中
か
ら
い
っ
て
よ
こ
し
た
歌
、

（
ど
う
か
私
の
こ
と
を
）
忘
れ
な
い
で
（
い
て
）
く
だ
さ
い
。（
あ
な
た
と
私
と
の
）
距
離
は
た
と
え
雲
居
ほ
ど
遠
く
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
し
て
も
、
空
を
行
き
め
ぐ
る
月
が
（
沈
ん
で
も
ま
た
上
っ
て
、
再
び
）
め
ぐ
り
会
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
再
会
を
果

た
す
時
（
が
来
る
）
ま
で
。

【
注
】

○
友
だ
ち
の
も
と
に
─
⽛
の
も
と
に
⽜
は
底
本
以
下
諸
本
⽛
とㅟ

もㅟ

に
⽜。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
⽛
友
だ
ち
どㅟ

もㅟ

に
⽜
と
い
う
複
数
形
表
記
は

い
か
に
も
不
審
で
あ
る
た
め
、
誤
写
と
み
て
本
文
を
改
め
た
。
参
考
⽛
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
友
だ
ち
の
も
と
に
⽜（⽝
伊
勢
物
語
⽞

第
十
六
段
）⽛
女
の
も
と
に
、
道
よ
り
い
ひ
や
る
⽜（
同
第
二
十
段
）⽛
友
だ
ち
の
、
人
を
失
へ
る
が
も
と
に
や
れ
り
け
る
⽜（
同
百
九
段
）

等
。
ち
な
み
に
、
屋
代
弘
賢
の
⽝
参
考
伊
勢
物
語
⽞
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
存
在
し
た
為
家
本
の
当
該
本
文
が
⽛
道
よ
り
友
だ
ち
の
も
と
へ

い
ひ
を
こ
せ
け
る
⽜
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
○
⽛
忘
る
な
よ
⽜
歌
─
周
知
の
ご
と
く
も
と
は
橘
忠
幹
の
歌
で
あ
る
が
、⽝
拾
遺
集
⽞

の
詞
書
は
⽛
橘
忠
幹
が
人
の
む
す
め
に
し
の
び
て
も
の
い
ひ
侍
り
け
る
こ
ろ
、
遠
き
所
に
ま
か
り
侍
る
と
て
、
こ
の
女
の
も
と
に
い
ひ
つ

か
は
し
け
る
⽜（
雑
上
・
四
七
〇
）。
ま
た
、
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
本
⽝
業
平
集
⽞
巻
末
歌
の
そ
れ
も
⽛
身
の
う
れ
へ
侍
り
て
、
あ
づ
ま
の

方
へ
ま
か
り
て
、
友
だ
ち
の
も
と
へ
い
ひ
お
く
り
侍
る
⽜。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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【
余
説
】

詳
細
は
、
拙
著
Ａ
前
編
第
六
章
を
ご
参
照
願
い
た
い
が
、
諸
賢
は
依
然
現
存
本
文
を
是
と
し
、
京
を
遠
く
離
れ
た
男
が
複ㅟ

数ㅟ

のㅟ

友ㅟ

人ㅟ

たㅟ

ちㅟ

に
一
首
の
歌
を
詠
ん
で
よ
こ
し
た
と
い
う
設
定
を
疑
問
視
し
て
お
ら
れ
な
い
。
と
な
れ
ば
、
た
だ
単
に
、
疑
う
方
が
愚
か
な
だ
け
か
も

し
れ
な
い
の
で
、
なㅟ

ぜㅟ

複ㅟ

数ㅟ

でㅟ

よㅟ

いㅟ

のㅟ

かㅟ

を
ど
な
た
か
ご
説
明
願
え
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
童
蒙
に
も
わ
か
る
よ
う
に
平
易
に
明

快
に
、
そ
し
て
論
理
的
に
、
で
あ
る
。

第
十
四
段

【
本
文
】

昔
、
男
、
陸
奥

み
ち
の
く
に

に
す
ず
ろ
に
行
き
い
た
り
に
け
り
。
そ
こ
な
る
女
、
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
む
、
せ
ち
に
思
へ
る
心
な
む

あ
り
け
る
。
さ
て
、
か
の
女
、

な
か
な
か
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り

歌
さ
へ
ぞ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
む
、
行
き
て
寝
に
け
り
。
夜
深
く
出
で
に
け
れ
ば
、
女
、

夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
む
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
り
つ
る

と
い
へ
る
に
、
男
、⽛
京
へ
な
む
ま
か
る
⽜
と
て
、

栗
原
の
姉
歯
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、⽛
思
ひ
け
ら
し
⽜
と
ぞ
い
ひ
を
り
け
る
。

（
一
三
ウ
・
二
行
～
一
四
オ
・
九
行
)
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【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
、
陸
奥
に
あ
て
ど
な
く
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
。（
す
る
と
、）
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
女
が
、
京
の
人
は
め
っ
た
に
な
く
（
す

ば
ら
し
い
）
と
で
も
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
、
一
途
に
思
い
を
寄
せ
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
女
は
、（
堪
え
か
ね

て
こ
う
詠
ん
で
や
っ
た
の
だ
っ
た
。)

な
ま
じ
っ
か
（
叶
わ
ぬ
）
恋
（
の
た
め
）
に
死
ん
だ
り
せ
ず
に
、（
い
っ
そ
の
こ
と
、
雌
雄
一
対
で
繭
に
籠
る
と
い
う
）
蚕
に
な
る

べ
き
で
あ
っ
た
。（
た
と
え
）
玉
の
緒
ほ
ど
（
の
ほ
ん
の
短
い
間
）
で
あ
っ
て
も
。

（
女
自
身
は
も
と
よ
り
、
詠
ん
だ
）
歌
ま
で
も
が
田
舎
じ
み
て
い
た
の
だ
っ
た
。（
男
は
、）
そ
う
は
い
う
も
の
の
か
わ
い
そ
う
だ
と
で
も

思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、（
そ
の
夜
、
女
の
家
へ
）
行
っ
て
共
寝
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
と
こ
ろ
が
、
男
が
）
深
夜
に
出
て
行
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
だ
か
ら
、
女
は
（
た
ま
ら
ず
）、

夜
も
明
け
た
な
ら
ば
（
す
ぐ
に
）、
水
桶
に
ぶ
ち
込
ん
で
し
ま
お
う
。
腐
れ
鶏
め
が
ま
だ
時
刻
で
も
な
い
の
に
鳴
い
て
、（
私
の
）

愛
し
い
あ
の
人
を
（
早
々
と
）
帰
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
。

と
い
っ
た
の
だ
が
、
男
は
（
意
に
介
さ
ず
）、⽛
京
へ
お
暇
し
ま
す
⽜
と
い
っ
て
、

（
こ
こ
）
栗
原
の
姉
歯
の
松
が
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
─
あ
な
た
が
（
せ
め
て
）
人
並
み
の
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
都
へ
の
お
土
産
に

⽛
さ
あ
（
一
緒
に
）⽜
と
い
い
ま
し
ょ
う
も
の
を
。

と
い
っ
た
と
こ
ろ
、（
女
は
、
一
首
の
真
意
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
、
歌
を
返
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
自
体
が
う
れ
し
く
て
、
そ
の
後
）

ず
っ
と
喜
び
つ
づ
け
て
、⽛（
や
は
り
あ
の
人
は
、
私
を
）
愛
し
て
い
た
ら
し
い
⽜
と
話
し
て
い
た
そ
う
だ
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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【
注
】

○
き
つ
に
は
め
な
む
─
底
本
以
下
諸
本
⽛
き
つ
に
は
め
な
てㅟ

⽜
に
作
る
が
、⽛
て
（
天
）⽜
は
⽛
ん
（
无
）⼧＝
⼦む
⽜
の
明
白
な
誤
写
。
よ
っ

て
、
本
文
を
改
訂
し
た
。
こ
の
一
首
は
、⽛
思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
し
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ
も
⽜（⽝
伊
勢
物
語
⽞
第
三

段
）⽛
五
月
来
ば
鳴
き
も
ふ
り
な
む
時
鳥
ま
だ
し
き
ほ
ど
の
声
を
聞
か
ば
や
⽜（⽝
古
今
集
⽞
夏
・
伊
勢
）
等
と
同
型
の
歌
な
の
で
あ
る
。
な

お
、⽛
き
つ
⽜
は
不
詳
。
通
説
ど
お
り
⽛
水
桶
⽜
の
意
と
み
て
お
く
。

【
余
説
】

⽛
夜
も
明
け
ば
⽜
歌
の
第
二
句
⽛
き
つ
に
は
め
な
て
⽜
の
⽛
な
て
⽜
を
⽛
な
で
⽜
と
み
て
、
そ
の
下
に
⽛
お
く
も
の
か
⽜
等
の
意
を
補
っ

て
解
く
〝
省
略
説
〟
や
、⽛
な
て
⼧＝
⼦な
で
⽜
を
⽛
な
む
⽜
の
東
国
方
言
と
み
な
す
〝
方
言
説
〟
が
、
堂
々
と
ま
か
り
通
っ
て
い
る
現
状
は

悲
惨
の
一
言
に
尽
き
る
。
詳
し
く
は
拙
著
Ａ
前
編
第
四
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
前
者
は
語
法
的
に
成
り
立
ち
え
な
い
謬
見
で
あ

り
、
後
者
も
ま
る
で
根
拠
の
な
い
妄
説
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
新
注
の
時
代
、
国
学
者
た
ち
は
⽛
な
て
⽜
が
⽛
な
む
⽜
の
誤
写
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
本
文
を
改
め
る
立
場
も
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
近
・
現
代
の
諸
注
は
、
低
部
本
文
批
判
絶
対
主
義
に
毒
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

謬
説
を
ま
こ
と
し
や
か
に
正
当
化
す
る
大
失
態
を
演
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

─ 4─
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第
十
五
段

【
本
文
】

昔
、
陸
奥

み
ち
の
く
に

に
て
、
な
で
う
こ
と
な
き
人
の
妻め

に
か
よ
ひ
け
る
に
、
あ
や
し
う
、
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け
れ
ば
、

し
の
ぶ
山
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
奥
も
見
る
べ
く

女
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
、
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
を
見
て
は
、
い
か
が
は
せ
む
は
。

（
一
四
ウ
・
一
行
～
九
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、（
男
が
、）
陸
奥
で
、
平
凡
な
人
の
妻
（
の
も
と
）
に
通
っ
（
て
行
っ
）
た
時
に
、
不
可
解
な
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
る

こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
女
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
た
の
で
（
、
事
情
を
知
り
た
く
な
っ
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
）、

（
こ
こ
）
信
夫
山
（
の
しㅟ

のㅟ

ぶㅟ

）
に
あ
や
か
っ
て
、
あ
な
た
の
心
の
奥
底
に
こ
っ
そ
り
と
分
け
入
っ
て
行
く
方
法
が
あ
っ
た
ら
な
あ
。

あ
な
た
が
秘
密
に
し
て
い
る
過
去
を
も
見
顕
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。

女
は
、（
こ
の
男
の
こ
と
を
、）
こ
の
上
な
く
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て
（
魅
了
さ
れ
て
）
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
質
の
悪
い
野
暮
な
、

田
夫
野
人
同
然
の
性
根
が
露
見
し
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、（
た
だ
失
望
と
幻
滅
あ
る
の
み
。
も
は
や
）
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
は

な
い
か
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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【
注
】

○
な
で
う
こ
と
な
き
人
の
妻
─
⼦な
で
う
こ
と
な
き
⽜
は
⽛
人
⽜
の
み
に
係
る
。
平
凡
な
身
分
の
夫
。⽛
人
の
親
⽜⽛
人
の
子
⽜⽛
人
の
妻
⽜

等
は
、
単
独
な
ら
ば
こ
の
単
位
で
機
能
す
る
こ
と
ば
だ
が
、
本
例
の
ご
と
く
上
に
何
ら
か
の
修
飾
を
伴
う
場
合
は
、⽛
人
⽜
の
み
が
そ
れ
を

引
き
受
け
る
対
象
と
な
る
。
○
あ
や
し
う
、
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け
れ
ば
─
男
は
、
女
が
現
地
の
人
間
で
な
い
こ

と
を
察
知
し
、
な
ぜ
こ
ん
な
辺
境
で
田
舎
者
の
妻
に
納
ま
っ
て
い
る
の
か
、
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。
○
人
の
心
の
奥
─
こ
の
人
妻

が
心
の
奥
底
に
隠
し
て
い
る
秘
密
。
都
で
生
ま
れ
育
っ
た
良
家
の
子
女
が
、
陸
奥
に
ま
で
さ
す
ら
い
来
っ
て
住
み
着
く
よ
う
に
な
っ
た

経
緯

い
き
さ
つ

。
○
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
─
女
は
、
男
の
こ
と
を
こ
の
上
な
く
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。⽛
め
で
た
し
⽜
の
対
象
を

男
の
詠
ん
だ
歌
と
解
す
る
立
場
も
あ
る
が
誤
り
。
歌
を
賞
賛
す
る
時
に
は
、
動
詞
⽛
め
づ
⽜
が
用
い
ら
れ
る
。
○
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す

心
─
歌
に
露
見
し
た
質
が
悪
く
野
暮
な
男
の
心
根
を
指
す
。⽛
信
夫
山
⽜
歌
に
は
、
女
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
の
中
に
土
足
で
踏
み
込
む
よ
う

な
、
無
神
経
で
無
遠
慮
な
男
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
発
露
し
て
い
る
。
み
や
び
な
貴
公
子
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
根
性
は
何
と
⽛
え
び
す
⽜
さ

な
が
ら
だ
と
い
う
皮
肉
。
○
見
て
は
─
こ
の
⽛
て
は
⽜
は
、
仮
定
で
は
な
く
確
定
の
語
法
。⽛
～
し
（
て
し
ま
っ
）
た
今
（
と
な
っ
て
）
は
⽜

⽛
～
し
（
て
し
ま
っ
）
た
以
上
は
⽜
の
意
。
参
考
⽛
ま
し
て
近
く
見
て
は
、
い
ま
千
重
ま
さ
り
て
、
あ
は
れ
に
か
な
し
く
思
ほ
え
て
⽜（⽝
う

つ
ほ
物
語
⽞
俊
蔭
卷
）⽛
か
く
よ
き
人
を
見
て
は
、
さ
て
過
ぐ
す
こ
と
の
あ
ら
む
⽜（
同
内
侍
の
か
み
卷
）
な
ど
。

【
余
説
】

⽛
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
⽜
を
⽛
女
⽜
の
心
と
解
す
る
の
が
最
近
に
至
る
ま
で
不
動
の
定
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
根
本
的
な
誤
り
で
あ

る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。⽛
女
⽜
の
⽛
さ
が
な
き
え
び
す
心
⽜
が
章
段
中
の
ど
こ
に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
説
明
で
き
る
な
ら
ば
是
非

─ 6─
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説
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。⽛
さ
る
⽜
は
男
の
歌
の
内
容
を
受
け
て
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、⽛
信
夫
山
⽜
の
一
首
は
、
平
た
く
い
え

ば
⽛
あ
ん
た
の
秘
密
が
知
り
た
い
⽜
と
い
う
傲
岸
か
つ
下
品
な
歌
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
際
よ
く
よ
く
弁
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
度
で

も
い
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
、
あ
ら
ぬ
思
い
込
み
や
無
用
な
先
入
観
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
虚
心
な
本
文
の
読
解
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
十
四
段
の
⽛
女
⽜
が
⽛
み
や
び
⽜
と
は
対
蹠
的
な
、
ど
こ
ま
で
も
⽛
ひ
な
び
⽜
た
東
国
の
女
性
で
あ
り
、
そ
の
徹
底
し
た
戯
画
化
は

痛
快
で
す
ら
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
段
は
そ
の
逆
。
同
じ
東
国
に
住
む
⽛
み
や
び
⽜
な
人
妻
が
、
自
ら
の
来
歴
ゆ
え
に
憧
憬
と
郷
愁

と
を
抱
い
た
⽛
男
⽜
の
内
面
に
、⽛
え
び
す
⽜
同
然
の
無
神
経
で
野
暮
な
性
根
を
見
て
取
り
、
大
い
な
る
失
望
を
味
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
詳
し
く
は
拙
著
Ａ
後
編
第
二
章
を
ご
参
照
願
い
た
い
。

第
二
十
六
段

【
本
文
】

昔
、
男
、⽛
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
、
え
得
ず
な
り
に
け
る
こ
と
⽜
と
わ
び
た
り
け
る
人
の
返
り
こ
と
に
、

お
も
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
か
な
も
ろ
こ
し
船
の
寄
り
し
ば
か
り
に

（
二
五
ウ
・
七
行
～
二
六
オ
・
一
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
、⽛
五
条
近
辺
に
住
ん
で
い
る
女
性
を
、（
と
う
と
う
）
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
⽜
と

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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泣
き
言
を
い
っ
て
き
た
（
友
）
人
へ
の
返
信
に
、

突
如
と
し
て
袖
の
港
に
波
が
立
ち
騒
ぐ
こ
と
で
す
。（
大
き
な
）
唐
船
が
（
不
意
に
）
寄
港
し
た
ば
っ
か
り
に
。
─
思
い
が
け
ず
私

の
袖
が
涙
で
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
る
こ
と
で
す
。
あ
な
た
か
ら
（
私
の
記
憶
を
は
し
な
く
も
呼
び
醒
ま
す
）
衝
撃
的
な
お
手
紙
を

い
た
だ
い
た
ば
っ
か
り
に
。（
実
は
、
私
に
も
過
去
に
ま
っ
た
く
同
じ
体
験
が
あ
っ
て
、
と
て
も
他
人
事
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
あ
な

た
の
ご
無
念
が
身
に
染
み
て
わ
か
り
ま
す
。)

【
注
】

○
わ
び
た
り
け
る
人
の
返
り
こ
と
─
泣
き
言
を
い
っ
て
き
た
人
へ
の
返
信
。
参
考
⽛⽛
命
を
知
ら
ぬ
⽜
と
あ
る
人
の
返
り
こ
と
に
⽜（
伝
西

行
筆
本
⽝
小
大
君
集
⽞）⽛⽛
宿
の
梅
少
し
⽜
と
乞
ひ
た
る
人
の
返
り
こ
と
に
⽜（
針
切
⽝
重
之
子
僧
集
⽞）⽛⽛
涙
の
色
⽜
な
ど
書
き
た
る
人
の

返
り
こ
と
に
⽜（
実
践
女
子
大
学
本
⽝
紫
式
部
集
⽞）⽛⽛
い
く
か
さ
ね
⽜
と
い
ひ
お
こ
せ
た
る
人
の
返
り
こ
と
に
⽜（
松
井
本
⽝
和
泉
式
部
集
⽞）

等
々
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
⽛
わ
ぶ
⽜
は
、
自
己
の
苦
衷
を
こ
と
ば
で
他
者
に
訴
え
る
の
意
。
参
考
⽛
国
の
司
、⽛
民
疲
れ
、
国
滅
び
ぬ
べ
し
⽜

と
な
む
わ
ぶ
る
⽜（⽝
大
和
物
語
⽞
第
百
七
十
二
段
）⽛
田
舎
な
る
人
の
も
と
よ
り
、⽛
日
照
り
し
て
、
国
の
み
な
焼
け
た
る
こ
と
⽜
わ
び
た

る
に
⽜（
榊
原
本
⽝
和
泉
式
部
集
⽞）
等
。
○
も
ろ
こ
し
船
─
相
手
か
ら
の
手
紙
の
比
喩
。
そ
の
衝
撃
の
大
き
さ
ゆ
え
に
外
洋
を
航
海
す
る

中
国
船
に
準
え
た
。
○
ば
か
り
に
─
程
度
で
は
な
く
、
原
因
を
表
す
用
法
。⽛
～
せ
い
で
⽜⽛
～
ば
っ
か
り
に
⽜。
参
考
⽛
今
来
む
と
い
ひ
し

ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
出
で
つ
る
か
な
⽜（⽝
古
今
集
⽞
恋
四
・
素
性
）
等
。
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北
大
文
学
研
究
院
紀
要

─ 9─



【
余
説
】

詳
細
は
拙
著
Ａ
後
編
第
一
章
を
ご
参
照
願
い
た
い
が
、
今
日
な
お
、⽛
わ
び
た
り
け
る
⽜
で
読
点
を
打
つ
＝
文
章
を
切
る
立
場
が
支
配
的

な
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
諸
賢
は
、⽛
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
の
女
⽜を
高
子
の
こ
と
と
し
、こ
れ
を
わ
が
も
の
に
で
き
な
か
っ

た
の
は
⽛
男
⽜
を
措
い
て
ほ
か
に
な
く
、
さ
ら
に
、⽛
人
の
返
り
こ
と
⽜
は
失
意
の
⽛
男
⽜
を
慰
め
て
く
れ
た
第
三
者
へ
の
⽛
男
⽜
の
返
信

と
解
か
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
文
法
的
に
成
り
立
つ
余
地
の
ま
っ
た
く
な
い
、
あ
り
え
な
い
解
釈
で
あ
る
。
あ
ら
ぬ
思
い
込
み
に

洗
脳
さ
れ
た
誤
読
の
垂
れ
流
し
は
、
も
う
い
い
加
減
や
め
て
い
た
だ
き
い
た
い
。
素
人
な
ら
ば
好
き
に
読
め
ば
よ
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、

専
門
家
が
こ
れ
で
は
ほ
ん
と
う
に
困
る
。

ま
た
、
本
段
が
〝
難
解
〟
な
の
は
、
も
と
も
と
の
文
章
が
こ
と
ば
足
ら
ず
だ
か
ら
だ
と
か
、
不
完
全
だ
か
ら
だ
と
か
、⽝
伊
勢
物
語
⽞
側

に
責
任
を
な
す
り
つ
け
る
評
言
に
も
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
が
、こ
れ
も
酷
い
話
だ
。
足
ら
な
い
の
は
そ
の
注
釈
者
の
読
解
力
の
方
で
あ
り
、

不
完
全
な
の
は
そ
の
注
釈
者
の
思
考
力
の
方
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
際
よ
く
よ
く
省
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
段
は
、⽛
男
⽜
が
、
自
分
と
同
じ
経
験
を
し
た
友
人
の
手
紙
を
見
て
、
か
つ
て
の
悲
恋
が
忽
然
と
蘇
り
、
も
ら
い
泣
き
の
涙
で
不
覚
に

も
袖
を
濡
ら
し
た
、
と
い
う
話
な
の
で
あ
り
、⽛
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
⽜
と
い
う
こ
と
ば
は
、⽛
男
⽜
の
人
生
に
刻
印
さ
れ
た
甘
美
な

傷
の
痛
み
を
呼
び
醒
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
い
〝
符
号
〟
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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第
二
十
七
段

【
本
文
】

昔
、
男
、
女
の
も
と
に
一
夜
行
き
て
、
ま
た
も
行
か
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
女
の
、
手
洗
ふ
所
に
、
貫ぬ

き

簀す

を
う
ち
や
り
て
、
た
ら
ひ
の
影

に
見
え
け
る
を
、
み
づ
か
ら
、

わ
れ
ば
か
り
も
の
思
ふ
人
は
ま
た
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
水
の
下
に
も
あ
り
け
り

と
よ
む
を
、
来
ざ
り
け
る
男
立
ち
聞
き
て
、

水み
な

口く
ち

に
わ
れ
や
見
ゆ
ら
む
か
は
ず
さ
へ
水
の
下
に
て
も
ろ
声
に
鳴
く

（
二
六
オ
・
二
行
～
一
〇
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
、（
あ
る
）
女
の
許
に
一
夜
行
っ
て
、
二
度
と
再
び
行
く
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、（
そ
の
）
女
が
、
手
を
洗
う

所
で
、（
覆
い
の
）
貫
簀
を
払
い
の
け
て
（
み
る
と
）、
盥
の
（
水
の
）
影
に
（
自
分
の
姿
が
映
っ
て
）
見
え
た
の
を
、
直
々
に
、

私
ほ
ど
恋
の
悩
み
を
抱
え
た
人
間
は
、（
こ
の
世
に
）
二
人
と
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、（
何
と
ま
あ
、
盥
の
）
水

の
下
に
も
（
も
う
一
人
）
い
た
の
だ
っ
た
。

と
詠
ん
だ
の
を
、
来
な
か
っ
た
男
が
（
偶
然
）
立
ち
聞
い
て
、（
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
。)

（
田
圃
の
）
水
口
（
な
ら
ぬ
盥
の
端
っ
こ
）
に
（
あ
な
た
へ
の
恋
ゆ
え
に
嘆
き
悲
し
む
）
私
の
姿
が
映
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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（
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、）
蛙
（
な
ら
ぬ
別
の
男
、
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
お
仲
間
）
ま
で
も
が
、（
私
と
）
声
を
合
わ
せ
て

鳴
い
て
（
、
い
え
泣
い
て
）
い
ま
す
ね
。

【
注
】

○
ま
た
も
行
か
ず
な
り
に
け
れ
ば
─
男
が
女
の
も
と
を
訪
れ
た
時
、
他
に
も
男
を
通
わ
せ
て
い
る
形
跡
が
あ
り
、
そ
の
点
に
わ
だ
か
ま
り

を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。
女
自
身
に
魅
力
が
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
○
み
づ
か
ら
─
本
文
の
混
乱
を
想
定
し
て
み
た
く
な
る
箇
所
だ

が
、
今
は
ひ
と
ま
ず
、
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
る
に
誂
え
向
き
の
状
況
に
遭
遇
し
た
女
が
、
勿
体
を
つ
け
て
歌
を
詠
み
あ
げ
る
様
子
を
、

先
取
り
し
て
誇
張
し
た
表
現
と
み
て
お
く
。
自
分
か
ら
進
ん
で
。
直
々
に
。
○
来
ざ
り
け
る
男
立
ち
聞
き
て
─
女
に
未
練
が
あ
っ
て
様
子

を
う
か
が
い
に
や
っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
○
か
は
ず
さ
へ
─
⼦か
は
づ
⽜
は
女
に
泣
か
さ
れ
て
い
る
他
の
男
の
比
喩
。
別
の
男
ま
で

も
が
。

【
余
説
】

⽝
伊
勢
物
語
⽞
中
⽛
か
は
づ
⽜
が
登
場
す
る
の
は
本
段
と
第
百
八
段
の
二
章
段
だ
が
、
こ
の
両
章
段
が
同
工
異
曲
と
も
い
う
べ
く
大
変
よ

く
似
た
構
成
お
よ
び
内
容
に
な
っ
て
い
る
点
に
は
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
細
は
拙
著
Ａ
後
編
第
三
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い

が
、
こ
の
こ
と
を
ひ
と
た
び
弁
え
る
な
ら
ば
、
従
来
正
し
く
読
み
解
か
れ
て
来
な
か
っ
た
⽛
か
は
づ
⽜
の
寓
意
も
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
判
明

す
る
。
す
な
わ
ち
本
段
の
⽛
か
は
づ
⽜
と
は
、⽛
男
⽜
自
身
の
比
喩
で
も
、⽛
女
⽜
を
揶
揄
し
た
表
現
で
も
、
田
圃
の
蛙
そ
の
も
の
で
も
毛

頭
な
く
、⽛
女
⽜
が
通
わ
せ
て
い
た
⽛
男
⽜
と
は
別
の
男
の
意
を
寓
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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第
四
十
一
段

【
本
文
】

昔
、
女
は
ら
か
ら
二
人
あ
り
け
り
。
一
人
は
い
や
し
き
男
の
貧
し
き
、
一
人
は
あ
て
な
る
男
も
た
り
け
り
。
い
や
し
き
男
も
た
る
、
師

走
の
つ
ご
も
り
に
、
上
の
衣
を
洗
ひ
て
、
手
づ
か
ら
張
り
け
り
。
心
ざ
し
は
い
た
し
け
れ
ど
、
さ
る
い
や
し
き
わ
ざ
も
な
ら
は
ざ
り
け

れ
ば
、
上
の
衣
の
肩
を
張
り
破や

り
て
け
り
。
せ
む
方
も
な
く
て
、
た
だ
泣
き
に
泣
き
け
り
。
こ
れ
を
か
の
あ
て
な
る
男
聞
き
て
、
い
と

心
苦
し
か
り
け
れ
ば
、
い
と
き
よ
ら
な
る
緑
衫
の
上
の
衣
を
し
出
で
て
や
る
と
て
、

紫
の
色
濃
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る

武
蔵
野
の
心
な
る
べ
し
。

（
三
一
ウ
・
七
行
～
三
二
ウ
・
二
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、（
上
流
の
）
姉
妹
が
二
人
い
た
。
一
人
（
＝
妹
）
は
身
分
の
低
い
男
で
貧
し
い
男
を
、（
も
う
）
一
人
（
＝
姉
）
は
、
高
貴
な
男
を

（
夫
に
）
持
っ
て
い
た
。
身
分
の
低
い
男
を
（
夫
に
）
持
っ
て
い
た
（
方
の
）
女
が
、（
あ
る
年
の
）
十
二
月
の
下
旬
に
、（
夫
の
）
袍
を

洗
っ
て
、
自
分
の
手
で
（
張
板
に
）
張
っ
た
。（
夫
の
た
め
に
）
真
心
は
尽
く
し
た
の
だ
け
れ
ど
、（
何
し
ろ
）
そ
の
よ
う
な
下
々
の
す

る
仕
事
な
ど
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、（
と
う
と
う
）
袍
の
肩
（
の
部
分
）
を
張
り
（
損
ね
て
）
破
っ
て
し
ま
っ
た
。（
夫
の
一
張
羅
を
台

無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
女
は
、
途
方
に
暮
れ
て
）
た
だ
も
う
泣
く
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
あ
の
高
貴
な
男
が
聞
い
て
、
た
い
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そ
う
気
の
毒
に
思
っ
た
の
で
、
と
て
も
華
や
か
な
緑
衫
の
袍
を
（
急
い
で
）
仕
立
て
て
送
る
と
い
う
こ
と
で
、

紫
草
の
色
が
濃
い
時
は
、
目
も
遥
か
に
（
見
通
さ
れ
て
、
こ
の
）
野
原
に
生
え
て
い
る
草
木
は
（
皆
）
同
じ
に
見
え
る
の
で
し
た
。

─
妻
を
深
く
愛
し
て
い
る
今
は
、
私
の
気
持
ち
も
遍
く
行
き
届
い
て
、
縁
者
で
あ
る
あ
な
た
方
の
こ
と
も
等
し
く
い
と
し
い
と
思

わ
れ
る
の
で
し
た
。

（
こ
れ
は
、
あ
の
）
武
蔵
野
の
（
古
歌
）
の
趣
な
の
だ
ろ
う
。

【
注
】

○
師
走
の
つ
ご
も
り
に
─
年
の
瀬
の
寒
い
時
期
に
夫
の
一
張
羅
を
わ
ざ
わ
ざ
洗
っ
た
の
は
、
新
年
の
朝
賀
に
間
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
た

め
で
あ
る
。
○
し
出
で
─
底
本
以
下
⽛
みㅟ

い
て
⽜。
だ
が
、⽛
み
⽜
は
⽛
し
⽜
の
誤
写
と
み
て
本
文
を
改
め
た
。⽛
之
（
し
）⽜
→
⽛
三
（
み
）⽜。

動
詞
⽛
し
出
づ
⽜
に
は
、
期
日
ま
で
に
装
束
な
ど
を
調
進
す
る
の
意
が
あ
り
、
こ
の
文
脈
に
う
ま
く
適
合
す
る
。
参
考
⽛
か
く
て
、
年
返

り
て
、
つㅟ

いㅟ

たㅟ

ちㅟ

のㅟ

御ㅟ

装ㅟ

束ㅟ

、
色
よ
り
は
じ
め
て
いㅟ

とㅟ

きㅟ

よㅟ

らㅟ

にㅟ

し
出
で
給
へ
れ
ば
、
い
と
よ
し
と
お
ぼ
し
て
、
着
て
あ
り
き
給
ふ
⽜（⽝
落

窪
物
語
⽞
卷
二
）⽛
四
月
に
な
り
ぬ
。
更
衣
の
御ㅟ

装ㅟ

束ㅟ

、
御
帳
な
ど
、
よ
し
あ
る
さ
ま
に
し
出
づ
⽜（⽝
源
氏
物
語
⽞
明
石
卷
）
等
。
な
お
、

大
島
本
本
文
は
⽛
た
ゝ
か
た
と
き
に
しㅟ

い
て
ゝ
⽜
と
な
っ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
が
、
後
世
の
改
変
で
あ
る
こ
と
論
を
俟
た
な
い
。

【
余
説
】

拙
著
Ａ
前
編
第
七
章
で
縷
説
し
た
と
お
り
、
現
行
本
文
で
⽛
みㅟ

い
て
⽜
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
⽛
しㅟ

い
て
⽜
が
原
形
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。⽛
み
い
て
⼧＝
⼦見
出
で
⽜
の
ま
ま
で
読
ん
だ
場
合
、⽛
あ
て
な
る
男
⽜
は
⽛
い
と
き
よ
ら
な
る
緑
衫
の
上
の
衣
⽜
を
偶
然
見
つ
け
て

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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送
っ
た
こ
と
に
な
る
が
お
か
し
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
正
月
一
日
の
朝
賀
に
間
に
合
わ
せ
る
べ
く
、
華
美
な
袍
を
急
ぎ
新
調
し
て
届
け
た

と
、
も
と
は
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

第
四
十
五
段

【
本
文
】

昔
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
の
か
し
づ
く
、⽛
い
か
で
こ
の
男
に
も
の
い
は
む
⽜
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
出
で
む
こ
と
か
た
く
や
あ
り

け
む
、
も
の
病
み
に
な
り
て
、
死
ぬ
べ
き
時
に
、⽛
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
⽜
と
い
ひ
け
る
を
、
親
聞
き
つ
け
て
、
泣
く
泣
く
告
げ
た
り
け

れ
ば
、
ま
ど
ひ
来
た
り
け
れ
ど
、
死
に
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
と
籠
り
を
り
け
り
。

暮
れ
が
た
き
夏
の
日
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な
く
も
の
ぞ
か
な
し
き

時
は
水
無
月
の
つ
ご
も
り
、
い
と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
宵
は
遊
び
を
り
て
、
夜
ふ
け
て
、
や
や
涼
し
き
風
吹
き
け
り
。
螢
高
く
飛
び
あ

が
る
。
こ
の
男
、
見
臥
せ
り
て
、

行
く
螢
雲
の
上
ま
で
去
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
く
と
雁
に
告
げ
こ
せ

（
三
四
オ
・
九
行
～
三
五
オ
・
五
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
い
た
。（
し
か
る
べ
き
家
柄
の
）
未
婚
の
娘
で
（
親
が
）
大
事
に
養
育
し
て
い
る
娘
が
、⽛
何
と
か
し
て
こ
の
男
と
つ
き
あ
い

た
い
⽜
と
思
っ
て
い
た
。（
し
か
し
、
そ
の
思
い
を
）
口
に
出
す
こ
と
が
む
ず
か
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、（
悶
々
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
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そ
れ
が
原
因
で
）
体
調
が
悪
化
し
て
、
死
を
免
れ
な
く
な
っ
た
時
に
（
よ
う
や
く
）、⽛（
実
は
ず
っ
と
）
こ
う
思
っ
て
い
た
の
で
す
⽜
と

打
ち
明
け
た
の
を
、（
男
）
親
が
（
乳
母
か
ら
）
聞
き
つ
け
て
、（
そ
の
思
い
を
）
泣
き
な
が
ら
（
男
に
）
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、（
男
は
、）

と
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
来
た
の
だ
け
れ
ど
、（
時
す
で
に
遅
く
、
娘
は
）
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、（
空
し
く
家
に
戻
る
や
、

そ
の
ま
ま
忌
に
）
籠
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

な
か
な
か
暮
れ
な
い
夏
の
日
の
日
中
い
っ
ぱ
い
ぼ
ん
や
り
と
外
を
眺
め
て
い
る
と
、
こ
れ
と
い
っ
た
理
由
も
な
く
漠
然
と
し
た
悲

し
み
に
包
ま
れ
る
。

季
節
は
六
月
の
下
旬
、
た
い
そ
う
暑
い
時
分
に
、
宵
（
の
う
ち
）
は
楽
器
を
奏
で
て
い
て
、
夜
が
更
け
て
（
か
ら
）、
少
し
涼
し
い
風
が

吹
い
た
。（
折
し
も
、
庭
の
水
辺
で
一
匹
の
）
螢
が
高
く
飛
び
上
が
る
。
こ
の
男
は
、（
そ
の
様
子
を
）
横
に
な
り
な
が
ら
見
て
、

（
飛
ん
で
）
行
く
螢
よ
。
お
ま
え
が
（
そ
の
ま
ま
）
雲
の
上
ま
で
飛
び
去
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、（
地
上
で
は
も
う
）
秋
風
が

吹
い
て
い
る
と
、（
待
っ
て
い
る
）
雁
に
知
ら
せ
て
お
く
れ
。

【
注
】

○
籠
り
を
り
け
り
─
死
穢
に
触
れ
た
男
は
、
自
邸
に
戻
っ
て
籠
居
し
た
の
で
あ
る
。
○
⽛
暮
れ
が
た
き
⽜
歌
─
こ
の
歌
、
底
本
以
下
現
存

諸
本
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
⽛
行
く
螢
⽜
歌
の
あ
と
に
並
列
し
て
置
か
れ
て
お
り
、
古
来
そ
の
落
ち
着
き
の
悪
さ
、
必
然
性
の
な
さ
が
問

題
視
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
元
来
は
右
本
文
の
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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【
余
説
】

詳
細
は
、
拙
著
Ｂ
第
Ⅰ
部
第
⚓
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、⽛
男
⽜
が
二
首
続
け
て
詠
歌
す
る
本
段
現
行
本
文
の
形
態
は
決
し
て
本

来
的
な
も
の
で
は
な
く
、
書
写
者
某
の
不
注
意
が
原
因
で
右
に
示
し
た
本
文
が
機
械
的
に
変
化
し
た
そ
の
最
終
形
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る

に
、
諸
賢
は
な
お
も
現
在
の
本
文
に
執
着
し
、
旧
態
依
然
た
る
、
摩
訶
不
思
議
な
、
不
合
理
な
読
解
姿
勢
を
崩
そ
う
と
は
さ
れ
な
い
の
だ
。

こ
の
頑
な
さ
に
は
も
は
や
呆
れ
る
ほ
か
な
い
。⽝
伊
勢
物
語
⽞
の
本
文
が
、
単
な
る
誤
写
の
次
元
を
越
え
て
、
か
く
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変

成
す
る
場
合
も
あ
り
え
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

第
四
十
六
段

【
本
文
】

昔
、
男
、
い
と
う
る
は
し
き
友
あ
り
け
り
。
か
た
時
さ
ら
ず
あ
ひ
思
ひ
け
る
を
、
人
の
国
へ
行
き
け
る
を
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
別

れ
に
け
り
。
月
日
経
て
お
こ
せ
た
る
文
に
、⽛
あ
さ
ま
し
く
、
対
面
せ
で
月
日
の
経
に
け
る
こ
と
。⽝
忘
れ
や
し
給
ひ
に
け
む
⽞
と
、
い

た
く
思
ひ
わ
び
て
な
む
侍
る
。

世
の
中
の
人
の
心
は
目
離か

る
れ
ば
忘
ら
れ
ぬ
べ
き
も
の
に
こ
そ
あ
れ
⽜

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
る
、

目
離
る
と
も
お
も
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
面
影
に
立
つ

（
三
五
オ
六
行
～
三
五
ウ
・
六
行
)
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【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
（
い
て
）、
無
二
の
親
友
が
い
た
。（
二
人
は
）
一
時
も
離
れ
る
こ
と
な
く
お
互
い
を
い
と
し
く
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、（
友
人

が
）
地
方
へ
赴
任
し
た
の
で
、（
男
は
）
た
い
そ
う
悲
し
い
と
思
っ
て
別
れ
て
し
ま
っ
た
。（
そ
れ
か
ら
）
月
日
が
経
っ
て
（
友
人
が
）

よ
こ
し
た
手
紙
に
、⽛（
我
な
が
ら
）
呆
れ
た
こ
と
に
、（
あ
な
た
と
）
対
面
し
な
い
で
（
、
空
し
く
）
月
日
が
経
っ
た
こ
と
で
す
。⽝（
あ

な
た
は
も
う
、
私
の
こ
と
を
す
っ
か
り
）
忘
れ
て
し
ま
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
⽞
と
、
ひ
ど
く
や
り
き
れ
な
い
思
い
で
お
り
ま
す
。

世
間
（
一
般
）
の
人
の
心
（
と
い
う
も
の
）
は
、
会
う
機
会
が
な
く
な
る
と
（
、
そ
の
相
手
の
こ
と
を
）
自
然
と
忘
れ
る
に
違
い

な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

と
し
た
た
め
て
あ
っ
た
の
で
、
詠
ん
で
送
っ
た
歌
、

（
私
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
と
）
お
会
い
す
る
機
会
が
な
く
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
の
に
。（
あ
な
た
の
こ
と
を
）
自
然

と
忘
れ
る
時
な
ど
ま
さ
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、（
あ
な
た
の
）
お
姿
が
（
私
の
）
眼
前
に
ず
っ
と
浮
か
ん
で
お
り
ま
す
。

【
注
】

○
人
の
国
へ
行
き
け
る
を
─
地
方
官
に
任
命
さ
れ
て
赴
任
す
る
の
で
あ
る
。
○
月
日
経
て
─
任
地
は
遠
国
で
あ
る
う
え
に
、
諸
手
続
き
等

生
活
が
落
ち
着
く
ま
で
に
日
数
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
○
⽛
世
の
中
の
⽜
歌
─
こ
の
箇
所
は
、
底
本
⽛
世
中
の
人
の
心
は
め
か
る
れ
は
わ

す
れ
ぬ
へ
き
物
に
こ
そ
あ
め
れ
⽜
に
作
り
、
諸
本
も
事
情
は
同
じ
な
の
で
、
従
来
手
紙
文
の
結
び
と
解
さ
れ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
こ
こ
は
、

⽛
男
⽜
の
⽛
忘
ら
る
る
⽜
歌
と
対
を
な
す
友
人
の
和
歌
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
今
、
下
句
相
当
部
分
に
つ
き
、⽛
わ
す
れ
⽜
は

⽛
わ
す
らㅟ

れ
⽜
か
ら
の
、⽛
あ
めㅟ

れ
⽜
は
⽛
あ
れ
⽜
か
ら
の
転
化
本
文
と
判
断
し
て
、
こ
れ
を
復
元
し
た
。⽛
忘
ら
れ
⽜
の
⽛
れ
⽜
は
自
発
の

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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用
法
。⽛
世
の
中
の
人
の
心
⽜
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
そ
も
そ
も
ト
ー
ン
が
高
く
、
和
歌
に
多
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
参
考
⽛
世
の
中
の
人

の
心
は
花
染
め
の
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
⽜（⽝
古
今
集
⽞
恋
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
）⽛
色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の

人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
⽜（
同
・
小
野
小
町
）⽛
初
雁
の
鳴
き
こ
そ
わ
た
れ
世
の
中
の
人
の
心
の
秋
し
う
け
れ
ば
⽜（
同
・
紀
貫
之
）等
々
。

【
余
説
】

⽛
う
る
は
し
き
友
⽜
の
手
紙
の
末
尾
部
分
が
も
と
は
和
歌
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
く
賀
茂
真
淵
の
⽝
伊
勢
物
語
古
意
⽞
が
そ
の

旨
を
述
べ
、
下
っ
て
、
迫
徹
朗
⽛
歌
の
ゆ
く
え
─
⽝
伊
勢
物
語
⽞
四
十
六
段
を
め
ぐ
っ
て
─
⽜（⽛
尚
絅
大
学
研
究
紀
要
⽜
第
十
七
号
、
平

六
・
二
）
が
多
角
的
に
検
証
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
今
日
な
お
〝
市
民
権
〟
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
た
嘆
か
わ
し
い
事
態
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。⽛
男
⽜
の
⽛
忘
ら
る
る
⽜
歌
は
親
友
が
詠
ん
だ
よ
こ
し
た
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
に
ほ
か
な
ら
ず
、
問
題
の
⽛
贈
歌
⽜
は
、

便
り
の
終
わ
り
を
⽛
五
・
七
・
五
・
七
・
七
⽜
に
う
ま
く
整
形
、
い
な
、
復
元
し
て
や
り
さ
え
す
れ
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
よ
み
が
え
る
の

で
あ
っ
て
、
本
段
の
本
文
は
、
今
後
右
に
提
示
し
た
形
で
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

第
五
十
段

【
本
文
】

昔
、
男
あ
り
け
り
。
う
ら
む
る
人
を
う
ら
み
て
、

鳥
の
子
を
十
づ
つ
十
は
重
ぬ
と
も
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
も
の
か
は
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と
い
へ
り
け
れ
ば
、

行
く
水
に
数
書
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
な
り
け
り

ま
た
、
男
、

吹
く
風
に
去
年
の
桜
は
散
ら
ず
と
も
あ
な
頼
み
が
た
人
の
心
は

ま
た
、
女
、
返
し
、

朝
露
は
消
え
残
り
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
た
れ
か
こ
の
世
を
頼
み
は
つ
べ
き

ま
た
、
男
、

行
く
水
と
過
ぐ
る
齢よ

は
ひ

と
散
る
花
と
い
づ
れ
待
て
て
ふ
こ
と
を
聞
く
ら
む

し
の
び
歩
き
か
た
み
に
し
け
る
男
女
の
、
あ
だ
く
ら
べ
し
け
る
こ
と
な
る
べ
し
。

（
三
六
ウ
・
六
行
～
三
七
ウ
・
一
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
い
た
。
恨
み
言
を
い
う
（
女
の
）
人
を
（
、
そ
っ
ち
こ
そ
と
逆
に
）
恨
ん
で
、

（
た
と
え
）
鳥
の
卵
を
十
個
ず
つ
十
段
重
ね
（
え
）
た
と
し
て
も
、
愛
し
て
く
れ
な
い
人
を
愛
す
る
道
理
が
ど
こ
に
あ
り
ま
し
ょ
う

か
（
。
あ
ろ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
）。

と
い
っ
た
と
こ
ろ
、（
女
は
こ
う
返
し
た
。)

（
流
れ
）
行
く
（
川
の
）
水
に
数
を
書
く
よ
り
も
は
か
な
い
い
と
な
み
は
、
愛
し
て
く
れ
な
い
人
を
愛
す
る
こ
と
だ
と
思
い
知
り
ま

し
た
。

⽝
伊
勢
物
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（
そ
こ
で
、）
も
う
一
度
、
男
が
、

（
た
と
え
）
吹
く
風
に
去
年
の
桜
（
の
花
）
は
散
ら
な
い
と
し
て
も
、
あ
あ
（
ま
っ
た
く
）
あ
て
に
し
が
た
い
こ
と
で
す
。
人
間
の

心
（
、
そ
し
て
あ
な
た
の
心
）
は
。

（
す
る
と
、）
ま
た
、
女
が
、（
応
じ
て
）
返
歌
、

朝
露
は
（
夕
方
ま
で
）
消
え
残
る
こ
と
も
き
っ
と
あ
る
で
し
ょ
う
。（
そ
れ
に
引
き
換
え
、）
い
っ
た
い
誰
が
こ
の
（
は
か
な
い
）

人
間
の
生
を
（
、
そ
し
て
あ
な
た
と
の
仲
を
）
最
後
ま
で
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
（
。
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
）。

（
以
上
を
受
け
て
、）
ま
た
、
男
が
（
詠
ん
だ
歌
）、

（
流
れ
）
行
く
（
川
の
）
水
と
、
過
ぎ
（
去
）
る
（
人
間
の
）
年
齢
と
、（
吹
く
風
に
）
散
る
（
桜
の
）
花
と
、（
こ
の
三
者
の
う
ち
、

い
っ
た
い
）
ど
れ
が
、⽛
待
っ
て
く
れ
⽜
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
き
入
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
（
。
ど
れ
も
み
な
、
聞
い
て
く
れ
は
し
な

い
の
だ
）。

（
こ
れ
は
、
別
の
異
性
と
の
）
密
会
を
お
互
い
に
し
（
て
い
）
た
男
女
が
、
ど
ち
ら
が
よ
り
あ
て
に
な
ら
な
い
か
を
競
っ
た
歌
（
の
や
り

と
り
）
な
の
だ
ろ
う
。

【
注
】

○
⼦行
く
水
に
⽜
歌
─
こ
の
歌
、
底
本
以
下
現
存
諸
本
に
お
い
て
は
⽛
吹
く
風
に
⽜
歌
の
返
歌
と
し
て
四
番
目
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
錯

誤
と
み
て
二
番
目
に
移
し
た
。
男
の
一
首
目
下
句
の
表
現
⽛
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
も
の
か
は
⽜
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
し
て
⽛
思
は
ぬ
人
を

思
ふ
な
り
け
り
⽜
と
返
し
た
わ
け
で
あ
る
。
○
⽛
朝
露
に
⽜
歌
─
こ
の
歌
、
底
本
以
下
現
存
諸
本
に
お
い
て
は
⽛
鳥
の
子
を
⽜
歌
の
返
歌
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と
し
て
二
番
目
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
錯
誤
と
み
て
四
番
目
に
移
し
た
。
男
の
二
首
目
下
句
⽛
あ
な
頼
み
が
た
人
の
心
は
⽜
を
受
け
て

⽛
た
れ
か
こ
の
世
を
頼
み
は
つ
べ
き
⽜
と
返
し
た
わ
け
で
あ
る
。
○
⽛
行
く
水
と
⽜
歌
─
参
考
⽛
散
る
花
の
待
て
て
ふ
こ
と
を
聞
か
ま
せ
ば

春
降
る
雪
と
降
ら
せ
ざ
ら
ま
し
⽜（⽛
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
⽜）。
○
し
の
び
歩
き
か
た
み
に
し
け
る
─
こ
っ
そ
り
と
別
の
異
性
の
と
こ
ろ
へ

出
か
け
る
行
為
を
そ
れ
ぞ
れ
に
し
て
い
た
。⽛
か
た
み
に
⽜
は
、
男
は
男
で
女
は
女
で
各
個
に
の
意
。
な
お
、
身
分
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
け

れ
ば
、
当
時
女
が
男
に
会
い
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
○
あ
だ
く
ら
べ
し
け
る
こ
と
─
は
か
な
い
も
の
、
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
比
べ
を

し
た
歌
の
贈
答
。⽛
こ
と
⽜
は
⽛
言
⽜
で
歌
の
意
。
こ
の
場
合
は
所
載
の
五
首
を
指
す
。

【
余
説
】

現
存
諸
本
に
お
い
て
本
段
四
首
目
ま
で
の
歌
順
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
に
上
田
秋
成
の
⽝
よ
し
や
あ
し
や
⽞
が
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
と
お
り
と
思
わ
れ
る
の
で
今
こ
れ
を
正
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
段
本
文
が
孕
み
持
つ
〝
混
乱
〟
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
段
末
の
一
文
に
も
ま
た
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
は
右
本
文
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
も
の
が
、
い
つ
し
か
⽛
し

の
び
歩
き
⽜
と
⽛
あ
だ
く
ら
べ
⽜
と
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
い
、
現
在
に
至
る
奇
形
本
文
が
誕
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
諸
賢
は
、
相
変
わ
ら
ず
あ
り
の
ま
ま
の
読
解
に
甘
ん
じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
か
、
ま
っ

た
く
理
解
に
苦
し
む
。
触
ら
ぬ
神
に
祟
り
な
し
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
今
後
も
、
変
わ
り
果
て
て
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
現

行
本
文
が
無ㅟ

難ㅟ

にㅟ

読
み
継
が
れ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ゆ
ゆ
し
い
事
態
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著

Ａ
前
編
第
九
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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第
五
十
五
段

【
本
文
】

昔
、
男
、
思
ひ
か
け
た
る
女
の
、
え
得
ま
じ
う
な
り
て
の
ち
に
、

思
は
ず
は
あ
り
も
す
ら
め
ど
こ
と
の
葉
の
を
り
ふ
し
ご
と
に
頼
ま
る
る
か
な

（
三
八
オ
・
八
行
～
一
一
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
、
思
い
を
寄
せ
て
い
た
女
が
、
わ
が
も
の
に
で
き
そ
う
に
な
く
な
っ
た
あ
と
で
、

（
あ
な
た
は
私
の
こ
と
を
、
も
う
）
愛
し
て
な
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
が
、（
私
の
方
は
、
か
つ
て
の
あ
な
た
の
）
こ
と
ば
が
何
か
に

つ
け
て
あ
て
に
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

【
注
】

○
な
り
て
の
ち
に
─
底
本
本
文
⽛
な
り
て
の
世ㅟ

に
⽜。
定
家
本
系
を
中
心
と
す
る
諸
本
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
同
じ
だ
が
、⽛
世
⼧＝
⼦よ

（
与
）⽜
は
、⽛
ち
（
知
）⽜
の
誤
写
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
考
⽛
弥
生
の
つ
い
た
ち
よ
り
、
し
の
び
に
人
に
も
の
ら
い
ひ
て
の
ち
に
、

雨
の
そ
ほ
降
り
け
る
に
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
⽜（⽝
古
今
集
⽞
恋
三
・
在
原
業
平
／
⼨伊
勢
物
語
⽞
第
二
段
）⽛
女
友
だ
ち
と
物
語
し
て
、

別
れ
て
の
ち
に
、
つ
か
は
し
け
る
⽜（
同
雑
下
・
陸
奥
）⽛
女
を
う
ら
み
て
、⽛
さ
ら
に
ま
う
で
来
じ
⽜
と
ち
か
ひ
て
の
ち
に
、
つ
か
は
し
け

─ 22 ─

北
大
文
学
研
究
院
紀
要

─ 23 ─



る
⽜（⽝
拾
遺
集
⽞
恋
四
・
藤
原
実
方
）、⽛
あ
ひ
し
り
て
侍
り
け
る
人
の
、
ま
う
で
来
す
な
り
て
の
ち
、
心
に
も
あ
ら
ず
声
を
の
み
聞
く
ば

か
り
に
て
、
ま
た
音
も
せ
ず
侍
り
け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る
⽜（⽝
後
撰
集
⽞
恋
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
）⽛
か
く
て
住
ま
ず
な
り
て
の
ち
、
中

将
の
も
と
よ
り
、
衣
を
な
む
し
に
お
こ
せ
た
り
け
る
⽜（⽝
大
和
物
語
⽞
第
百
六
十
段
）
等
々
。
な
お
、
現
存
伝
本
中
、
広
本
系
の
大
島
本

お
よ
び
一
誠
堂
旧
蔵
伝
為
相
本
が
⽛
な
り
て
の
ちㅟ

に
⽜、
古
本
系
第
三
類
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伝
肖
柏
筆
本
が
⽛
な
り
て
の
ちㅟ

⽜
の
本
文
を

有
し
て
い
る
。

【
余
説
】

本
段
本
文
中
焦
点
と
な
る
⽛
な
り
て
の
ち
に
⽜
の
箇
所
は
、
従
来
現
存
形
⽛
な
り
て
の
世
に
⽜
の
ま
ま
読
ま
れ
て
い
る
が
、⽛
世
⽜
の
解

釈
が
落
ち
着
か
ず
無
理
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、⽛
世
⽜
＝
⼦よ
（
与
）⽜
は
⽛
ち
（
知
）⽜
の
誤
写
と
認
め
な
い
か
ぎ
り
、
問
題
は
永

遠
に
解
決
し
な
い
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
著
Ａ
前
編
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
五
十
八
段

【
本
文
】

昔
、
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
、
長
岡
と
い
ふ
所
に
家
つ
く
り
て
を
り
け
り
。
そ
こ
の
と
な
り
な
り
け
る
宮
ば
ら
に
、
こ
と
も
な
き
女

ど
も
の
、
田
舎
な
り
け
れ
ば
、⽛
田
刈
ら
む
⽜
と
て
、
こ
の
男
の
あ
る
を
見
て
、⽛
い
み
じ
の
好
き
者
の
し
わ
ざ
や
⽜
と
て
、
集
ま
り
て

入
り
来
け
れ
ば
、
こ
の
男
、
逃
げ
て
奥
に
か
く
れ
に
け
れ
ば
、
女
、

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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あ
れ
に
け
り
あ
は
れ
い
く
世
の
宿
な
れ
や
住
み
け
む
人
の
お
と
づ
れ
も
せ
ず

と
い
ひ
て
、
こ
の
屋
見
に
集
ま
り
来
ゐ
て
あ
り
け
れ
ば
、
こ
の
男
、

葎
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
鬼
の
す
だ
く
な
り
け
り

と
て
な
む
出
だ
し
た
り
け
る
。
こ
の
女
ど
も
、⽛
穂
拾
は
む
⽜
と
い
ひ
け
れ
ば
、

う
ち
わ
び
て
落
穂
拾
ふ
と
聞
か
ま
せ
ば
わ
れ
も
田
面
に
行
か
ま
し
も
の
を

（
三
八
ウ
・
九
行
～
三
九
ウ
・
六
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
思
慮
分
別
が
あ
っ
て
風
流
を
好
む
男
が
、
長
岡
と
い
う
所
に
家
を
造
作
し
て
滞
在
し
て
い
た
。（
あ
る
日
、）
そ
こ
の
近
隣
に
あ
っ

た
宮
様
方
（
の
お
住
ま
い
）
に
（
仕
え
る
）、
こ
れ
と
い
っ
て
難
の
な
い
女
た
ち
が
、
田
舎
だ
っ
た
の
で
、⽛
稲
を
刈
ろ
う
⽜
と
い
う
こ

と
で
（
出
か
け
た
と
こ
ろ
）、（
偶
然
）
こ
の
男
が
い
る
の
を
目
撃
し
て
、⽛
た
い
そ
う
な
風
流
人
の
お
建
て
に
な
っ
た
御
殿
で
す
こ
と
⽜

と
い
っ
て
、
集
ま
っ
て
（
敷
地
内
に
）
入
っ
て
来
る
の
で
、
こ
の
男
は
、（
一
目
散
に
）
逃
げ
て
建
物
の
奥
（
の
方
）
に
隠
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
、（
あ
る
）
女
が
、

（
す
っ
か
り
）
荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
あ
あ
、（
い
っ
た
い
、
建
て
ら
れ
て
か
ら
）
ど
れ
ほ
ど
の
（
時
が
経
っ
た
）
宿

な
の
で
し
ょ
う
か
。（
か
つ
て
こ
こ
に
）
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
人
が
（
も
う
）
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
─
あ
な
た
は

私
た
ち
か
ら
逃
れ
果
て
た
ま
ま
、
一
向
に
顔
を
出
そ
う
と
は
な
さ
ら
な
い
の
で
す
ね
。

と
い
っ
て
、
こ
の
家
屋
を
（
間
近
で
）
見
物
す
る
た
め
に
（
皆
で
）
集
っ
て
来
て
（
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
庭
に
）
居
座
っ
て
い

た
の
で
、
こ
の
男
は
、
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雑
草
が
生
い
茂
っ
て
荒
廃
し
た
宿
の
い
ま
い
ま
し
い
と
こ
ろ
は
、た
と
え
一
時
で
あ
っ
て
も
、（
こ
の
よ
う
に
）鬼
が
集
ま
っ
て（
が

や
が
や
と
）
騒
ぎ
立
て
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
─
あ
な
た
方
の
無
遠
慮
な
来
訪
に
は
ほ
と
ほ
と
閉
口
し
て
お
り
ま
す
。

と
詠
ん
で
差
し
出
し
た
の
だ
っ
た
。（
す
る
と
、）
こ
の
女
た
ち
が
、⽛（
一
緒
に
）
落
穂
を
拾
い
ま
し
ょ
う
⽜
と
い
っ
た
の
で
、

（
あ
な
た
方
が
、
生
活
に
）
困
窮
し
て
落
穂
拾
い
を
す
る
の
だ
と
予
め
聞
い
て
お
り
ま
し
た
な
ら
、
私
も
（
お
手
伝
い
に
）
田
圃
の

ほ
と
り
ま
で
行
き
ま
し
ょ
う
も
の
を
。
─
あ
い
に
く
そ
う
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
度
は
お
断
り
し
ま
す
。

【
注
】

○
田
刈
ら
む
─
主
語
は
⽛
女
ど
も
⽜。
女
た
ち
が
稲
刈
り
を
し
よ
う
と
し
て
外
出
し
た
の
で
あ
る
。
○
い
み
じ
の
好
き
者
の
し
わ
ざ
や
─

⽛
男
⽜
の
家
の
造
作
を
女
た
ち
が
冷
か
し
た
こ
と
ば
。
○
こ
の
屋
見
に
─
底
本
⽛
こ
の
宮ㅟ

に
⽜。
通
行
の
本
文
は
こ
の
形
だ
が
、⽛
こ
の
やㅟ

みㅟ

に
⽜
→
⽛
こ
の
みㅟ

やㅟ

に
⽜
→
⽛
こ
の
宮
に
⽜
の
誤
写
と
み
て
改
訂
し
た
。⽛
こ
と
も
な
き
女
ど
も
⽜
の
闖
入
理
由
が
、
男
が
建
て
た
瀟
洒
な

建
物
を
見
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
化
す
る
。
ち
な
み
に
、
広
本
系
諸
本
お
よ
び
塗
籠
本
は
こ
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
。
不
審
本
文

で
あ
る
た
め
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
余
説
】

本
段
は
従
来
、⽛
田
刈
ら
む
⽜
の
主
語
、⽛
い
み
じ
の
好
き
者
の
し
わ
ざ
や
⽜
の
解
釈
な
ど
の
問
題
が
複
合
し
て
、
十
全
に
読
み
解
け
な

い
状
態
が
続
い
て
い
た
が
、
右
に
提
示
し
た
ご
と
く
不
審
本
文
⽛
こ
の
宮
に
⽜
を
⽛
こ
の
屋
見
に
⽜
に
改
訂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
転
す
っ

き
り
と
し
た
読
解
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
賢
な
お
現
存
本
文
を
疑
わ
ず
、
母
親
が
内
親
王
で
あ
り
そ
の
別
邸

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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の
敷
地
内
に
⽛
男
⽜
の
⽛
家
⽜
が
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
も
⽛
宮
⽜
と
称
し
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
強
弁
も
は
な
は
だ

し
い
。
詳
し
く
は
、
拙
著
Ａ
前
編
第
二
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

第
六
十
七
段

【
本
文
】

昔
、
男
、
逍
遙

せ
う
え
う

し
に
、
思
ふ
ど
ち
か
い
つ
ら
ね
て
、
和
泉
の
国
へ
如
月
ば
か
り
に
行
き
け
り
。
河
内
の
国
生
駒
の
山
を
見
れ
ば
、
曇
り

み
晴
れ
み
、
立
ち
ゐ
る
雲
や
ま
ず
。
朝
よ
り
曇
り
て
、
昼
晴
れ
た
り
。
雪
い
と
白
う
木
の
末
に
降
り
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
か
の
行
く

人
の
中
に
、
た
だ
一
人
よ
み
け
る
、

昨
日
今
日
雲
の
立
ち
舞
ひ
か
く
ろ
ふ
は
花
の
林
を
惜
し
と
な
り
け
り
。

（
四
八
オ
・
一
行
～
四
八
ウ
・
一
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
、（
息
抜
き
の
）
行
楽
を
し
に
、
気
の
合
う
者
同
士
連
れ
立
っ
て
、
和
泉
の
国
へ
二
月
頃
に
行
っ
た
の
だ
っ
た
。（
そ
の
道
中

で
）
河
内
の
国
の
生
駒
の
山
を
見
る
と
、
曇
っ
た
り
晴
れ
た
り
で
、（
山
に
）
湧
き
出
て
漂
う
雲
（
の
動
き
が
）
が
（
一
向
に
）
収
ま
ら

な
い
。（
次
の
日
は
、）
朝
方
か
ら
曇
っ
て
、
昼
に
な
っ
て
晴
れ
た
。（
す
る
と
、
生
駒
山
の
頂
に
は
、
ま
だ
）
雪
が
た
い
そ
う
白
く
木
々

の
梢
に
降
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
（
美
し
い
）
光
景
を
見
て
、
先
の
一
行
の
中
で
、
た
だ
一
人
（
男
）
だ
け
が
詠
ん
だ
（
歌
）、

昨
日
今
日
と
雲
が
（
せ
わ
し
な
く
）
浮
動
し
て
ず
っ
と
（
生
駒
の
山
が
）
隠
れ
て
い
た
の
は
、（
山
頂
の
雪
が
）
花
の
（
よ
う
に
見
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え
る
）
林
（
が
、
日
に
照
ら
さ
れ
て
消
え
て
し
ま
う
の
）
を
惜
し
い
と
思
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

【
注
】

○
⽛
昨
日
今
日
⽜
歌
─
第
五
句
の
本
文
は
底
本
以
下
ほ
と
ん
ど
の
伝
本
で
⽛
うㅟ

し
と
な
り
け
り
⽜
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
美
し
い
⽛
花

の
林
⽜
の
い
っ
た
い
ど
こ
が
⽛
憂
し
⽜
と
感
じ
ら
れ
た
の
か
不
可
解
と
い
う
ほ
か
な
く
な
る
。
第
三
句
と
第
四
句
の
間
に
⽛
人
に
見
せ
る

の
が
⽜⽛
人
に
見
ら
れ
る
の
が
⽜
等
の
意
を
補
っ
て
解
く
の
が
通
説
だ
が
、
こ
れ
は
論
外
。
ゆ
え
に
、
踊
り
字
⽛
ゝ
⽜
ま
た
は
⽛
を
（
乎
）⽜

が
⽛
う
（
宇
）⽜
に
誤
写
さ
れ
た
も
の
と
み
て
本
文
を
改
め
た
。
こ
の
一
首
は
、
せ
っ
か
く
の
⽛
花
の
林
⽜
が
仲
春
の
陽
光
に
直
射
さ
れ
消

え
て
し
ま
う
の
を
、
雲
が
⽛
惜
し
⽜
い
と
思
っ
て
隠
し
つ
づ
け
た
、
と
い
う
見
立
て
の
歌
な
の
で
あ
る
。

【
余
説
】

本
段
の
⽛
男
⽜
の
歌
は
、
結
句
が
現
行
本
文
の
ま
ま
で
は
解
釈
不
能
と
い
う
ほ
か
な
く
、⽛
う
し
⽜
を
⽛
を
し
⽜
に
改
め
る
こ
と
で
は
じ

め
て
歌
意
が
通
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
雲
が
何
を
⽛
惜
し
⽜
と
思
っ
た
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
右
に
示
し
た
解
釈
案
の
ほ
か
に

も
別
解
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
Ａ
前
編
第
一
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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第
七
十
七
段

【
本
文
】

昔
、
田た

邑む
ら

の
帝
と
申
す
帝
お
は
し
ま
し
け
り
。
そ
の
時
の
女
御
、
多た

可か

幾き

子こ

と
申
す
、
み
ま
そ
か
り
け
り
。
そ
れ
失
せ
給
ひ
て
、
安
祥

寺
に
て
御
わ
ざ
し
け
り
。
人
々
捧
げ
物
奉
り
け
り
。
奉
り
集
め
た
る
も
の
、
千
捧
げ
ば
か
り
あ
り
。
そ
こ
ば
く
の
捧
げ
物
を
木
の
枝
に

つ
け
て
、
堂
の
前
に
立
て
た
れ
ば
、
山
こ
と
さ
ら
に
堂
の
前
に
動
き
出
で
た
る
や
う
に
な
む
見
え
け
る
。
そ
れ
を
、
右
大
将
に
い
ま
そ

か
り
け
る
藤
原
の
常
行
と
申
す
い
ま
そ
か
り
て
、
講
の
終
わ
る
ほ
ど
に
、
歌
よ
む
人
々
を
召
し
集
め
て
、
今
日
の
御
わ
ざ
を
題
に
て
、

春
の
心
ば
へ
あ
る
歌
奉
ら
せ
給
ふ
。
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
翁
、
目
は
た
が
ひ
な
が
ら
よ
み
け
る
、

山
の
み
な
う
つ
り
て
今
日
に
あ
ふ
こ
と
は
春
の
別
れ
を
と
ふ
と
な
る
べ
し

と
よ
み
た
り
け
る
を
、
今
見
れ
ば
、
よ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
そ
の
か
み
は
、
こ
れ
や
ま
さ
り
け
む
、
あ
は
れ
が
り
け
り
。

（
五
四
オ
・
九
行
～
五
五
ウ
・
二
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
田
邑
の
帝
と
申
し
上
げ
る
帝
が
お
い
で
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
女
御
で
、
多
可
幾
子
と
申
し
上
げ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ

の
方
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
、安
祥
寺
で
ご
法
要
を
行
っ
た
。（
参
列
し
た
）人
々
が
捧
げ
物
を
お
供
え
し
た
。
集
ま
っ
た
捧
げ
物（
の

数
）
は
、（
何
と
）
千
捧
げ
ほ
ど
も
あ
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
捧
げ
物
を
木
の
枝
に
（
括
り
）
つ
け
て
、
お
堂
の
前
に
立
て
た
の
で
、（
そ
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の
様
は
、
ま
る
で
本
物
の
）
山
が
わ
ざ
わ
ざ
お
堂
の
前
に
動
き
出
た
（
か
の
）
よ
う
に
見
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
、
右
大
将
で
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
藤
原
の
常
行
と
申
し
上
げ
る
方
が
お
い
で
に
な
っ
て
、（
経
典
の
）
講
義
が
終
わ
る
時
分
に
、（
参
列
者
の
中
で
）
歌
に
堪
能

な
人
々
を
招
集
な
さ
っ
て
、
今
日
の
ご
法
要
を
題
に
し
て
、（
な
お
か
つ
）
春
の
趣
が
あ
る
歌
を
差
し
上
げ
さ
せ
な
さ
る
。
お
堂
の
前
の

捧
げ
物
の
⽛
山
⽜
を
、
右
の
馬
の
頭
で
あ
っ
た
老
人
が
、（
本
物
の
山
と
）
見
間
違
え
（
、
さ
ら
に
、
周
囲
の
山
々
と
も
遠
近
の
区
別
が

つ
か
な
く
な
っ
）
た
ま
ま
で
詠
ん
だ
歌
、

山
が
皆
（
お
堂
の
前
に
）
移
動
し
て
（
来
て
、）
今
日
（
の
法
要
）
に
出
会
う
の
は
、（
亡
き
女
御
様
と
の
）
春
の
（
時
節
の
お
）

別
れ
を
弔
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

と
詠
ん
だ
の
を
、
今
見
る
と
、（
た
い
し
て
）
よ
く
も
な
い
の
だ
っ
た
。（
し
か
し
、）
当
時
は
こ
の
歌
が
（
、
他
の
歌
よ
り
も
）
優
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
、（
そ
の
場
に
い
た
皆
が
、
し
き
り
に
）
感
動
し
た
の
だ
っ
た
。

【
注
】

○
山
こ
と
さ
ら
に
─
山
が
わ
ざ
わ
ざ
。
山
が
特
別
に
。
底
本
以
下
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
で
⽛
山
もㅟ

さ
ら
に
⽜
に
作
る
が
、⽛
も
（
毛
）⽜
は
⽛
こ

と
（
己
止
）⽜
の
誤
り
と
み
て
本
文
を
改
め
た
。
○
そ
れ
を
─
捧
げ
物
の
⽛
山
⽜
を
指
し
示
す
こ
の
こ
と
ば
は
、
意
味
上
、
あ
と
の
⽛
右
の

馬
の
頭
な
り
け
る
翁
、
目
は
た
が
ひ
な
が
ら
よ
み
け
る
⽜
に
係
る
。
そ
の
間
に
⽛
右
大
将
に
い
ま
そ
か
り
け
る
藤
原
の
常
行
⽜
か
ら
⽛
春

の
心
ば
へ
あ
る
歌
奉
ら
せ
給
ふ
⽜
ま
で
が
挿
入
さ
れ
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
便
宜
上
位
置
を
ず
ら
し
て
訳
し
た
。
○
目
は
た
が
ひ

な
が
ら
─
捧
げ
物
の
⽛
山
⽜
を
本
物
と
見
間
違
え
た
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の
山
々
と
の
遠
近
感
も
失
く
し
た
ま
ま
で
の
意
に
解
い
た
。
○

今
見
れ
ば
─
⼦右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
翁
⽜
が
過
去
を
回
想
し
て
こ
の
話
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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【
余
説
】

詳
細
は
、
拙
著
Ａ
前
編
第
三
章
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、⽛
山
こ
と
さ
ら
に
⽜
の
箇
所
、
現
本
文
⽛
山
も
さ
ら
に
⽜
に
従
っ
た
の
で

は
、
係
助
詞
⽛
も
⽜
と
副
詞
⽛
さ
ら
に
⽜
の
意
味
が
二
つ
な
が
ら
説
明
不
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
諸
賢
な
お
従
前
ど
お
り

の
姿
勢
を
崩
し
て
お
ら
れ
な
い
の
は
、
必
ず
や
確
固
た
る
理
由
、
確
信
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
是
非
、
そ
れ
を
お
聞
か
せ
願
い
た
い

も
の
で
あ
る
。第

七
十
九
段

【
本
文
】

昔
、
氏
の
中
に
親み

王こ

生
ま
れ
給
へ
り
け
り
。
御
産
屋
に
、
人
々
歌
よ
み
け
り
。
御
祖お

ほ

父ぢ

方
な
り
け
る
翁
の
よ
め
る
、

わ
が
門
に
千
尋
あ
る
竹
を
植
ゑ
つ
れ
ば
夏
冬
た
れ
か
隠
れ
ざ
る
べ
き

こ
れ
は
、
貞さ

だ

数か
ず

の
親
王
。
時
の
人
、
中
将
の
子
と
な
む
い
ひ
け
る
。
兄
の
中
納
言
行
平
の
娘
の
腹
な
り
。

（
五
七
ウ
・
七
行
～
五
八
オ
・
五
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
在
原
氏
の
中
に
親
王
が
お
誕
生
に
な
っ
た
。（
そ
の
）
産
養
い
（
の
祝
宴
の
折
）
に
、（
一
族
の
）
人
々
が
（
お
祝
い
の
）
歌
を
詠

ん
だ
。（
そ
の
う
ち
、
親
王
の
）
お
爺
様
方
（
の
縁
者
）
だ
っ
た
老
人
が
詠
ん
だ
（
歌
）、
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わ
が
家
の
入
口
に
千
尋
も
の
（
蔭
が
で
き
る
）
竹
を
植
え
た
の
で
、（
暑
い
）
夏
で
も
（
寒
い
）
冬
で
も
、
い
っ
た
い
誰
が
（
そ
の

大
き
な
蔭
の
下
に
）
隠
れ
（
て
凌
げ
）
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
─
わ
が
一
門
も
こ
れ
で
安
泰
と
い
う
も
の
で
す
。

【
注
】

○
千
尋
あ
る
竹
を
植
ゑ
つ
れ
ば
─
⼦竹
⽜
と
し
た
部
分
、
底
本
以
下
定
家
本
系
諸
本
で
は
⽛
かㅟ

け
⽜
に
作
る
。
け
れ
ど
も
、⽛
蔭ㅟ

を
植ㅟ

うㅟ

⽜

は
不
自
然
な
表
現
と
い
う
ほ
か
な
い
。
真
名
本
等
の
⽛
竹
⽜
を
原
形
と
み
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。⽛
た
（
多
）⼧→
⼦か
（
可
）⽜
の
誤
写
が
想
定

さ
れ
よ
う
。

【
余
説
】

通
行
の
定
家
本
系
本
文
に
従
う
と
、
本
段
の
⽛
翁
⽜
の
歌
は
⽛
千
尋
あ
る
蔭ㅟ

を
植
ゑ
た
⽜
と
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
拙
著
Ａ

の
⽛
は
じ
め
に
⽜
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
当
時
の
和
歌
に
お
い
て
、⽛
蔭
を
植
う
⽜
と
い
う
突
飛
な
表
現
が
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

⽛
植
ゑ
⽜
た
の
は
あ
く
ま
で
⽛
千
尋
あ
る
竹ㅟ

⽜
で
あ
っ
て
、⽛
蔭
⽜
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
で
も
⽛
蔭
⽜
の
本
文
に
こ

だ
わ
る
な
ら
ば
、
今
後
は
こ
の
奇
抜
な
語
法
が
成
り
立
つ
可
能
性
に
つ
い
て
、
証
拠
に
基
づ
い
た
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
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第
九
十
四
段

【
本
文
】

昔
、
男
あ
り
け
り
。
い
か
が
あ
り
け
む
、
そ
の
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。
の
ち
に
男
あ
り
け
れ
ど
、
子
あ
る
仲
な
り
け
れ
ば
、
細
か
に

こ
そ
あ
ら
ね
ど
、
時
々
も
の
い
ひ
お
こ
せ
け
り
。
女
方
に
、
絵
描か

く
人
な
り
け
れ
ば
、
描
き
に
や
れ
り
け
る
を
、
今
の
男
の
も
の
す
と

て
、
一
日
二
日
お
こ
せ
ざ
り
け
り
。
か
の
男
、⽛
い
と
つ
ら
く
、
お
の
が
聞
ゆ
る
こ
と
を
ば
、
今
ま
で
給
は
ね
ば
、
こ
と
わ
り
と
思
へ
ど
、

な
ほ
人
を
ば
う
ら
み
つ
べ
き
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
⽜
と
て
、
ろ
う
じ
て
よ
み
て
や
れ
り
け
る
、
時
は
秋
に
な
む
あ
り
け
る
。

秋
の
夜
は
春は

る

日ひ

忘
る
る
も
の
な
れ
や
霞
に
霧
や
千
重
ま
さ
る
ら
む

と
な
む
よ
め
り
け
る
。
女
、
返
し
、

千
々
の
秋
一
つ
の
春
に
む
か
は
め
や
紅
葉
も
花
も
と
も
に
こ
そ
散
れ

（
七
九
オ
・
六
行
～
七
九
ウ
・
一
行
)

【
現
代
語
訳
】

昔
、
男
が
い
た
。
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
男
が
（
女
と
の
）
夫
婦
関
係
を
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。（
女
に
は
）
そ
の

後
（
別
の
）
男
が
い
た
け
れ
ど
、（
何
せ
）
子
供
の
あ
る
間
柄
だ
っ
た
の
で
、
親
密
で
こ
そ
な
い
も
の
の
、（
女
は
も
と
の
男
に
）
時
々

手
紙
を
よ
こ
し
た
の
だ
っ
た
。（
あ
る
時
、
男
が
）
女
の
所
に
、（
こ
の
女
は
）
絵
を
（
上
手
に
）
描
く
人
だ
っ
た
の
で
、
描
く
よ
う
頼

ん
だ
と
こ
ろ
、（
あ
い
に
く
）
現
在
の
男
が
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
両
日
（
絵
を
描
い
て
）
よ
こ
さ
な
か
っ
た
。（
そ
こ
で
、）
あ
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の
（
も
と
の
）
男
は
、⽛
た
い
そ
う
つ
ら
い
こ
と
に
、
私
が
（
お
願
い
）
申
し
上
げ
た
こ
と
を
、（
今
の
）
今
ま
で
し
て
い
た
だ
け
な
い

の
で
、
当
然
と
は
思
い
ま
す
も
の
の
、（
私
の
心
境
は
穏
や
か
で
は
な
く
、）
や
は
り
あ
な
た
に
う
ら
み
ご
と
を
い
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な

い
も
の
な
の
で
し
た
⽜
と
書
い
て
、
か
ら
か
っ
て
（
次
の
よ
う
な
歌
を
）
詠
ん
で
や
っ
た
、
そ
の
時
節
は
（
あ
た
か
も
）
秋
な
の
で
あ
っ
た
。

秋
の
夜
に
は
、
春
の
日
を
忘
れ
る
も
の
な
の
で
す
ね
。
霞
よ
り
も
霧
（
の
方
が
）
が
千
倍
も
勝
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
─
今
の

ご
主
人
を
前
に
し
て
、
私
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
お
忘
れ
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

と
詠
ん
だ
の
だ
っ
た
。（
す
る
と
、）
女
が
、
返
し
（
た
歌
）、

千
の
秋
が
（
束
に
な
っ
て
も
、
た
っ
た
）
一
つ
の
春
に
敵
い
ま
し
ょ
う
か
、
敵
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
っ
て
、（
秋
は
）
紅

葉
も
花
も
い
っ
ぺ
ん
に
散
っ
て
し
ま
う
（
凋
落
の
季
節
な
）
の
で
す
か
ら
。
─
今
の
夫
千
人
が
か
り
で
も
、
あ
な
た
一
人
に
は
と

う
て
い
勝
て
っ
こ
あ
り
ま
せ
ん
。

【
注
】

○
紅
葉
も
花
も
と
も
に
こ
そ
散
れ
─
⼦と
も
に
⽜
は
、
い
っ
ぺ
ん
に
、
同
時
に
の
意
。
参
考
⽛
君
恋
ふ
る
涙
は
秋
に
か
よ
へ
ば
や
袖
も
袂
も

と
も
に
時
雨
る
る
⽜（
陽
明
文
庫
本
⽝
貫
之
集
⽞）⽛
色
も
香
も
と
も
に
に
ほ
へ
る
梅
の
花
散
る
う
た
が
ひ
の
あ
る
や
な
に
な
り
⽜（
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
歌
仙
歌
集
本
⽝
兼
輔
集
⽞）
等
。
よ
っ
て
、⽛
花
⽜
を
春
の
桜
の
こ
と
と
し
、
こ
の
語
を
ど
ち
ら
も
、
双
方
の
意
に
解
す
る
通
説

は
誤
り
。
こ
の
下
句
は
、
秋
は
紅
葉
と
花
が
一
斉
に
散
っ
て
し
ま
う
凋
落
の
季
節
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
、⽛
春
⽜
に
喩
え
ら
れ
た

も
と
の
⽛
男
⽜
と
比
較
す
る
と
、
今
の
夫
の
魅
力
が
一
気
に
色
褪
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
寓
し
て
い
る
の
だ
。

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注
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【
余
説
】

本
段
の
問
題
は
、
女
の
返
歌
の
解
釈
に
あ
る
。
従
来
、
そ
し
て
今
日
な
お
、
そ
の
下
句
は
、
秋
の
紅
葉
も
春
の
花
も
ど
ち
ら
も
散
る
の

意
に
読
み
解
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
大
き
な
、
そ
し
て
初
歩
的
な
間
違
い
な
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
男
な
ん
て
み
ん
な
浮
気
者
、
土
台
あ

て
に
な
ん
か
な
ら
な
い
わ
、
な
ど
と
い
う
冷
め
た
歌
を
、⽛
女
⽜
が
こ
こ
で
詠
む
道
理
が
ど
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
は

今
の
男
に
夢
中
で
私
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
お
忘
れ
な
の
だ
ろ
う
、
と
か
ら
か
っ
て
き
た
⽛
男
⽜
の
歌
に
対
す
る
⽛
返
し
⽜
な
の
だ
か
ら
、

当
然
、
い
い
え
あ
な
た
の
方
が
今
の
男
よ
り
千
倍
す
て
き
よ
、
と
応
じ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
ま
た
、
上
句
＝
Ａ
、
下
句
＝
Ｂ
の
論
理
関
係
も
、

⽛
Ａ
け
れ
ど
も
Ｂ
⽜
で
も
、⽛
Ｂ
け
れ
ど
も
Ａ
⽜
で
も
な
く
、⽛
Ａ
な
ぜ
な
ら
ば
Ｂ
⽜
と
捉
え
る
の
が
正
解
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
拙
著
Ａ
後
編
第
六
章
を
ご
参
照
願
い
た
い
。

第
百
八
段

【
本
文
】

昔
、
女
、
人
の
心
を
う
ら
み
て
、

風
吹
け
ば
と
は
に
波
越
す
岩
な
れ
や
わ
が
衣
手
の
乾
く
時
な
き

と
常
の
こ
と
ぐ
さ
に
い
ひ
け
る
を
、
聞
き
負
ひ
け
る
男
、

宵
ご
と
に
か
は
づ
の
あ
ま
た
鳴
く
田
に
は
水
こ
そ
ま
さ
れ
雨
は
降
ら
ね
ど

（
七
九
オ
・
六
行
～
七
九
ウ
・
一
行
)
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【
現
代
語
訳
】

昔
、
女
が
、（
恋
）
人
の
（
薄
情
な
）
心
を
恨
ん
で
、

風
が
吹
く
と
決
ま
っ
て
波
が
越
え
る
（
海
辺
の
）
岩
な
の
で
し
ょ
う
か
、
私
の
衣
の
袖
は
（
あ
の
人
の
つ
れ
な
さ
ゆ
え
に
い
つ
も

涙
に
濡
れ
て
、）
乾
く
時
が
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
つ
も
の
口
癖
で
い
っ
た
の
を
、
聞
い
て
自
分
の
こ
と
だ
と
思
っ
た
男
が
、

宵
ご
と
に
蛙
が
た
く
さ
ん
鳴
く
田
圃
で
は
、（
彼
ら
の
流
す
涙
で
）お
の
ず
と
水
嵩
が
増
さ
る
の
で
す
ね
、雨
は
降
り
ま
せ
ん
の
に
。

─
あ
な
た
の
つ
れ
な
さ
ゆ
え
に
、
毎
晩
大
勢
の
男
た
ち
が
泣
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。

【
注
】

○
か
は
づ
の
あ
ま
た
─
蛙
が
た
く
さ
ん
。⽛
あ
ま
た
⽜
は
数
が
多
い
こ
と
。
参
考
⽛
時
鳥
汝
が
鳴
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ

思
ふ
も
の
か
ら
⽜（⽝
伊
勢
物
語
⽞
第
四
十
三
段
）⽛
名
の
み
立
つ
死
出
の
田
長
は
今
朝
ぞ
鳴
く
庵
あ
ま
た
と
う
と
ま
れ
ぬ
れ
ば
⽜（
同
）⽛
大

幣
の
引
く
手
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
思
へ
ど
え
こ
そ
頼
ま
ざ
り
け
れ
⽜（
同
第
四
十
七
段
）⽛
玉
葛
は
ふ
木
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
絶
え
ぬ

心
の
う
れ
し
げ
も
な
し
⽜（
同
第
百
十
八
段
）
等
々
。
ま
た
、⽛
か
は
づ
⽜
は
⽛
女
⽜
の
薄
情
に
泣
か
さ
れ
て
い
る
男
の
比
喩
。

【
余
説
】

第
二
十
七
段
同
様
、⽝
伊
勢
物
語
⽞
中
の
⽛
か
は
づ
⽜
は
、⽛
女
⽜
の
薄
情
け
に
泣
か
さ
れ
て
い
る
男
た
ち
の
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
本
段
の
場
合
、⽛
あ
ま
た
⽜
の
一
語
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
よ
り
は
っ
き
り
す
る
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
の
唯
一
無
二
の
正
解
が
巷
で
通

⽝
伊
勢
物
語
⽞
摘
注

─ 36 ── 37 ─



説
化
す
る
の
は
、
い
っ
た
い
い
つ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ど
か
し
さ
は
募
る
ば
か
り
だ
。
詳
し
く
は
、
拙
著
Ａ
後
編
第
三
章
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。
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