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『
伊
勢
集
』

と

『
源
氏
物
語
』

｜
｜
伊
勢
歌
の
歌
句
引
用
ー
ー
ー

倉

田

実

古
今
集
時
代
の
女
性
歌
人
伊
勢
が
後
代
に
及
ぼ
し
た
影
響
力
は
多
大
な
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
は
和
歌
文
学
だ
け
で
な
く
散
文
作
品
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
伊
勢
の
歌
集
『
伊
勢
集
』
が
『
源
氏
物
語
』
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
の
一
端
と
し
て
、
伊
勢
歌
の
歌
句

を
物
語
中
で
直
接
引
用
し
て
い
る
場
面
を
整
理
し
て
み
た
い
。

伊
勢
歌
を
物
語
で
引
用
す
る
場
合
、
『
伊
勢
集
』
の
他
に
、
勅
撰
集
や
『
古
今
六
帖
』
な
ど
に
拠
っ
て
い
た
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
『
伊
勢
集
』
以
外
か
ら
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
伊
勢
の
歌
と
し
て
認
知
し
て
い
た
こ
と
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
今
日
『
伊
勢
集
』

に
し
か
見
出
せ
な
い
歌
も
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
伊
勢
歌
引
用
は
、

そ
の
歌
集
に
よ
っ
て
い
た
と
の
理
解
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
紫
式
部
は
、
か

な
り
伊
勢
に
傾
倒
・
親
眠
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
『
伊
勢
集
』
は
座
右
の
書
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
次
第
で
、
表
題
に
「
伊
勢
」

で
は
な
く
、
『
伊
勢
集
』
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

現
在
に
伝
わ
る
『
伊
勢
集
』
は
完
成
し
た
形
で
は
伝
流
し
て
お
ら
ず
、
諸
本
に
よ
っ
て
、
歌
数
・
配
列
・
歌
句
に
異
同
が
あ
り
、
ど
れ
が
本

来
の
形
な
の
か
は
い
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
今
日
で
は
三
一
類
に
分
け
ら
れ
、
『
私
家
集
大
成
』
で
は
、
西
本
願
寺
本
を
I
類
、
群
書
類

従
本
を
E
類
、
歌
仙
歌
集
本
を
班
類
と
し
て
収
載
し
て
い
る
が
、
『
伊
勢
集
』
の
注
釈
書
類
は
I
類
本
を
採
用
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』



－
類
本
の
本
文
で
は
解
決
で
き
な
い
歌
句
は
、

E
E
類
本
に
よ
っ
て
改
訂
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
勢
実
作
と
思
わ
れ
る
歌

が、

E
E
類
本
に
し
か
収
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
本
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
を
考
え
る
に
し
て
も
、
果
た
し
て
ど
の
本
に
依
拠
す
れ
ば
い
い
の
か
も
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
周
知
の
例
と
し
て

は
、
『
伊
勢
集
』
冒
頭
が
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
あ
り
け
む
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
E
E
類
本
で
あ
る
の
に
対
し
、

－
類
本
は
「
寛
平
み
か
ど

の
御
時
」
と
な
っ
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
田
目
頭
と
の
関
連
で
、
ど
ち
ら
が
最
初
な
の
か
を
巡
っ
て
多
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
空
蝉
」

巻
巻
末
が
「
空
蝉
の
は
に
置
く
露
の
木
隠
れ
て
忍
び
忍
び
に
濡
る
る
袖
か
な
」
（
空
蝉
・
一
三
一
頁
。
新
全
集
に
拠
る
。
以
下
同
じ
）
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
I
類
本
四
四
二
番
歌
、

E
類
本
四
四
七
番
歌
と
同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

E
類
本
に
は
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
歌
は
「
古
歌
混
入
群
」
に
位
置
し
、
本
来
的
に
伊
勢
歌
で
は
な
か
っ
た
。
新
全
集
頭
注
な
ど
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
歌
が
『
伊
勢
集
』
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
が
、
『
伊
勢
集
』
諸
本
の
成
立
が
未
確
定
な
段
階
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
仮
説
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
例
を
見
て
も
、
ど
の
本
に
拠
れ
ば
い
い
の
か
の
判
断
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
伊
勢
集
』
か
ら
考
え
る
と
し
て
も
、
右
と
関
連
し
て
、
伊
勢
作
で
は
な
い
歌
も
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
『
源
氏
物
語
』

が
引
用
し
た
場
合
に
ど
う
把
握
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
諸
本
の
成
立
事
情
と
も
絡
む
が
、
個
々
の
歌
で
判
断
す
る
し
か
方
途
は

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
問
題
は
多
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
通
行
の
『
伊
勢
集
』
注
釈
書
が
I
類
本
を
採
用
し
て
い
る
の
を
鑑
み
て
、
こ
の
本
文
を

表
に
立
て
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
「
空
蝉
」
巻
末
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
扱
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
い
。

＊ 

＊ 

＊ 

そ
れ
で
は
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
最
初
は
、
伊
勢
の
名
前
と
そ
の
歌
旬
が
近
接
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
桐
壷
の
更
衣
を

亡
く
し
た
桐
壷
帝
の
悲
嘆
を
語
る
段
に
伊
勢
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
著
名
な
段
で
研
究
も
多
い
が
、

こ
の
ご
ろ
、
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
、
亭
子
院
の
描
か
せ
た
ま
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
、
大
和
言
の
葉

一
応
み
て
お
き
た
い
。



を
も
、
唐
土
の
詩
を
も
、
た
だ
そ
の
筋
を
ぞ
、
枕
言
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

（
桐
壷
・
二
一
三
頁
）

こ
の
一
文
は
、
『
伊
勢
集
』
の
「
長
恨
歌
の
扉
風
を
亭
子
院
の
帝
描
か
せ
た
ま
ひ
て
、
そ
の
所
々
詠
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」
（
五
二
詞
書
）
と
措

辞
が
呼
応
し
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
あ
た
り
は
『
伊
勢
集
』
を
資
料
と
し
て
作
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

桐
壷
帝
は
「
枕
云
一
己
に
す
る
も
の
と
し
て
、
側
に
「
長
恨
歌
の
御
絵
」
に
置
い
て
い
た
。
こ
れ
は
扉
風
絵
に
な
り
、
貼
り
つ
け
ら
れ
た
色
紙

形
に
は
伊
勢
と
貫
之
の
詠
歌
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
『
伊
勢
集
』
に
お
い
て
伊
勢
は
、
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
五
首
ず
つ
詠
作
し
て
い
た

（
五
二

1
六
一
）
。
貫
之
の
場
合
は
、
残
念
な
が
ら
現
存
せ
ず
、

そ
の
実
際
は
不
明
で
あ
る
。
と

に
か
く
、
桐
壷
帝
は
、
「
大
和
言
の
葉
（
和
歌
）
」
と
し
て
「
長
恨
歌
の
扉
風
歌
」
を
読
み
、
「
唐
土
の
詩
（
漢
詩
ど
と
し
て
「
長
恨
歌
」
を
読

ん
で
、
悲
し
み
を
慰
撫
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
長
恨
歌
の
扉
風
歌
」
は
「
長
恨
歌
」
を
翻
案
し
た
歌
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
長
恨
歌
」

そ
の
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
桐
査
帝
は
「
長
恨
歌
の
扉
風
歌
」
と
「
長
恨
歌
」
に
自
ら
の
悲
し
み
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

桐
査
帝
の
様
子
を
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、
こ
の
二
つ
の
作
品
を
場
面
構
成
に
大
き
く
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
な
い
交

ぜ
に
な
っ
て
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
目
を
思
し
て
、
夜
の
殿
に
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
も
、
ま
ど
ろ
ま
せ
た
ま
ふ
こ
と
か
た
し
。
朝
に
起
き
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
も
、
明
く
る
も

知
ら
で
、
と
思
し
出
づ
る
に
も
、
な
ほ
朝
政
は
怠
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
ベ
か
め
り
。

（
相
壷
・
三
一
六
頁
）

深
い
喪
失
感
に
悲
し
み
が
癒
え
な
い
桐
壷
帝
の
様
子
は
、
「
長
恨
歌
の
扉
風
歌
」
と
「
長
恨
歌
」
を
背
景
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
「
長
恨
歌

の
扉
風
歌
」
が
引
歌
さ
れ
る
の
は
右
の
傍
線
部
の
伊
勢
歌
だ
け
だ
が
、
貫
之
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
扉
風
歌
が
分
か
れ
ば
他
に
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
「
長
恨
歌
」
の
場
合
は
も
っ
と
大
量
の
引
用
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
り
、
詳
細
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
伊
勢
歌

の
場
合
は
、
玄
宗
皇
帝
の
御
製
と
い
う
形
で
詠
ま
れ
た
一
首
で
あ
っ
た
。

玉
簾
あ
く
る
も
知
ら
で
寝
し
も
の
を
夢
に
も
見
じ
と
ゆ
め
恩
ひ
き
や
（
五
五
）

こ
の
歌
は
、
上
の
句
が
「
長
恨
歌
」
の
「
春
ノ
宵
苦
短
ク
シ
テ
日
高
ケ
テ
起
ク

此
ヨ
リ
君
王
早
朝
シ
タ
マ
ハ
ズ
」
、
下
の
句
が
「
悠
々
タ

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』



四

ル
生
死
別
レ
テ
年
ヲ
経
タ
リ

魂
醜
曽
テ
来
ツ
テ
夢
－
一
ダ
ニ
入
ラ
ズ
」
に
よ
っ
て
い
る
。
前
聯
は
、
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
夜
の
聞
に
溺
愛
し

た
た
め
に
朝
政
を
怠
る
に
到
っ
た
さ
ま
で
あ
り
、
後
聯
は
、
帝
が
貴
妃
と
生
死
を
隔
て
て
数
年
来
、
故
人
と
夢
の
中
で
さ
え
も
逢
う
こ
と
の
で

き
な
い
嘆
き
を
う
た
っ
て
い
る
。
「
長
恨
歌
」
そ
の
も
の
の
世
界
が
、
和
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

歌
自
体
の
方
は
、
初
二
句
が
「
玉
簾
上
ぐ
る
」
に
「
明
く
る
も
知
ら
で
」
を
掛
け
て
お
り
、
御
簾
を
上
げ
る
こ
と
も
な
く
、
夜
が
明
け
る
の

も
知
ら
ず
に
共
寝
を
し
た
こ
と
が
回
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
幽
明
界
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
夢
の
中
で
さ
え
逢
瀬
が
叶
わ
ず
、
そ
う
な

る
も
の
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

物
語
は
、
桐
壷
帝
の
悲
嘆
を
、
和
漢
両
様
の
「
長
恨
歌
」
を
有
効
に
使
用
し
て
語
っ
て
い
る
。
伊
勢
歌
引
用
の
場
合
は
、
「
明
く
る
も
知
ら

で
」
の
歌
句
に
よ
っ
て
、
桐
壷
更
衣
生
前
時
が
回
想
さ
れ
る
と
と
も
に
、
伊
勢
歌
自
体
に
内
在
し
て
い
た
「
長
恨
歌
」
の
「
此
ヨ
リ
君
王
早
朝

シ
タ
マ
ハ
ズ
」
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
、
物
語
は
「
な
ほ
朝
政
は
怠
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
ベ
か
め
り
」
と
の
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
伊
勢
歌
に
依
拠

す
る
こ
と
で
も
場
面
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

桐
壷
帝
の
寵
愛
と
悲
嘆
が
、
「
長
恨
歌
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
多
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
伊
勢
の

が
）
「
長
恨
歌
の
扉
風
歌
」
を
実
際
に
登
場
さ
せ
、
そ
し
て
、
そ
の
歌
に
よ
っ
て
場
面
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
は
、
『
伊
勢
集
』
を
一
つ
の
源
泉
に
し
て
作
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
読
ま
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
紫
式
部
の
伊
勢
に
対
す
る
傾
倒
・
親
泥
は
、
こ
の
「
桐
査
」
巻
で
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り
、
多
様

な
歌
句
が
以
後
の
物
語
展
開
に
お
い
て
、
直
接
引
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
貫
之
も
だ

＊ 

＊ 

＊ 

さ
ら
に
、
伊
勢
歌
の
歌
句
引
用
の
実
際
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
次
は
、
右
大
臣
邸
に
お
け
る
藤
花
の
宴
の
段
で
あ
る
。

三
月
の
二
十
余
日
、
右
大
殿
の
弓
の
結
に
、
上
達
部
親
王
た
ち
多
く
つ
ど
へ
た
ま
ひ
て
、

や
が
て
藤
の
宴
し
た
ま
ふ
。
花
ざ
か
り
は
過

ぎ
に
た
る
を
、
「
ほ
か
の
散
り
な
む
」
と
や
教
へ
ら
れ
た
り
け
む
、
遅
れ
て
咲
く
桜
二
木
ぞ
い
と
お
も
し
ろ
き
。

（
花
宴
・
三
六
三
頁
）



春
も
末
の
三
月
二
十
余
目
、
す
で
に
藤
花
の
時
節
で
桜
花
の
盛
り
は
過
ぎ
て
い
て
も
、
右
大
臣
邸
に
は
「
遅
れ
て
咲
く
桜
二
木
」
が
あ
っ
た

と
い
う
。
物
語
は
わ
ざ
わ
ざ
時
節
遅
れ
の
桜
花
を
右
大
臣
邸
に
咲
か
せ
た
わ
け
だ
が
、
時
節
遅
れ
の
開
花
に
対
す
る
好
尚
は
当
時
に
見
ら
れ
た

も
の
で
は
あ
っ
た
。

四
月
に
咲
き
た
る
、
桜
の
花
に
つ
け
て
、
院
の
殿
上
人
ど
も
の
も
の
へ
お
は
し
ま
す
、
御
供
に
参
り
て
ゐ
た
る
所

と
ま
り
居
て
春
恋
し
く
や
思
ふ
ら
ん
花
も
か
く
こ
そ
遅
れ
た
り
け
れ
（
伊
勢
集
・
四
六
七
）

あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や
春
に
遅
れ
て
ひ
と
り
咲
く
ら
む
（
古
今
・
一
一
二
六
・
紀
利
貞
）

里
は
み
な
散
り
果
て
に
し
を
あ
し
び
き
の
山
の
桜
は
ま
だ
散
ら
ず
け
り
（
軒
恒
集
・
四

O
一）

い
ず
れ
も
時
節
遅
れ
の
桜
花
を
題
材
に
し
た
歌
で
あ
る
。
時
節
遅
れ
だ
か
ら
こ
そ
賞
翫
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
「
花
宴
」
巻
で
は
す
で
に
冒
頭

の
南
殿
の
花
の
宴
で
桜
花
は
咲
か
せ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
右
大
臣
邸
に
再
び
桜
花
が
必
要
で
あ
っ
た
か
は
明
確
に
し
が
た
い
が
、
巻
冒
頭

と
の
照
応
を
暗
示
し
、
光
源
氏
来
訪
を
彩
る
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
の
よ
う
な
類
歌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
時
節
遅
れ
で

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
不
自
然
さ
を
糊
塗
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
の
が
、
引
歌
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
後
ぞ
咲
か
ま
し
（
一

O
四
、
古
今
・
六
八
）

見
る
人
も
い
な
い
山
里
の
桜
花
は
、
他
の
花
が
散
っ
た
後
に
咲
い
て
ほ
し
い
と
す
る
歌
で
あ
る
。
「
花
宴
」
巻
で
引
用
さ
れ
た
「
ほ
か
の
散

り
な
む
」
だ
け
で
は
意
が
通
じ
ず
、
引
歌
全
体
を
想
起
し
な
い
限
り
意
図
は
分
か
り
に
く
い
。
ま
た
、
引
歌
自
体
に
「
教
へ
」
を
暗
示
す
る
内

容
は
な
い
。
だ
か
ら
、
「
ほ
か
の
散
り
な
む
後
ぞ
咲
か
ま
し
」
ま
で
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、

そ
う
し
な
い
と
こ
ろ
に
伊
勢
歌
を
読
者
に
想
起
さ

せ
よ
う
と
す
る
作
意
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
歌
全
体
が
想
起
さ
れ
れ
ば
、
「
後
ぞ
咲
か
ま
し
L

の
「
ま
し
」
に
「
教
へ
」
の
意
を
汲
み
取
っ
た
と

理
解
で
き
る
こ
と
に
も
な
る
。
右
大
臣
邸
の
桜
花
は
、
遅
く
咲
く
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
、
時
節
遅
れ
を
糊
塗

し
た
こ
と
に
な
る
。
伊
勢
歌
は
趣
向
だ
け
で
な
く
そ
の
措
辞
か
＝
り
し
て
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
引
歌
が
准
拠
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

五



一」

ノ＼

こ
う
し
た
次
第
を
『
花
鳥
余
情
』
は
「
古
今
ノ
歌
に
、
外
に
ち
り
な
ん
後
ぞ
さ
か
ま
し
と
よ
め
る
は
、
花
に
い
ひ
を
し
へ
た
る
心
な
れ
ば
、

歌
の
詞
に
な
き
事
を
も
、
心
を
と
り
て
か
く
か
け
る
也
」
と
し
て
い
た
。
引
歌
の
「
心
を
と
る
」
こ
と
を
要
請
す
る
語
り
の
あ
り
方
が
可
能
な

の
は
、
人
口
に
拾
案
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
別
の
面
で
は
伊
勢
歌
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
語
り
に
な
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
は
伊
勢
と
『
伊
勢
集
』
を
志
向
す
る
物
語
と
い
え
よ
う
。

「
花
宴
」
巻
に
、
こ
の
引
歌
が
使
用
さ
れ
た
の
で
、
次
の
似
た
よ
う
な
場
面
も
、
同
様
の
引
歌
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
所
に
は
盛
り
過
ぎ
た
る
桜
も
、
今
盛
り
に
ほ
ほ
笑
み
、
廊
を
緯
れ
る
藤
の
色
も
、
こ
ま
や
か
に
ひ
ら
け
ゆ
き
に
け
り
。

（
胡
蝶
・

一
六
七
頁
）

外
の
花
は
、

一
重
散
り
て
、
八
重
咲
く
花
桜
盛
り
過
ぎ
て
、
樺
桜
は
聞
け
、
藤
は
お
く
れ
て
色
づ
き
、

（
幻
・
五
一
一
九
頁
）

『
紹
巴
抄
』
の
み
、
こ
の
両
巻
で
伊
勢
歌
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
歌
は
『
伊
勢
集
』
に
お
い
て
「
亭
子
院
歌
合
時
」
と
さ
れ
た
五
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、
『
古
今
集
』
に
も
「
亭
子
院
歌
合

の
時
よ
め
る
」
と
の
詞
書
で
「
春
歌
上
」
末
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
亭
子
院
歌
合
」
の
現
存
本
文
に
は
こ
の
歌
が
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
の
詞
書
は
、
歌
合
の
た
め
に
詠
ま
れ
は
し
た
が
、
番
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
序
と
な
る
仮
名
日
記
は
伊
勢

が
執
筆
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
現
存
本
文
の
問
題
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
歌
合
は
、
行
事
形
式
が
整
っ
た
最
初
の
晴
儀
歌
合
と
し

て
後
代
の
規
範
と
な
っ
て
い
く
。

＊ 

＊ 

＊ 

次
は
須
磨
流
離
に
際
し
て
、
花
散
里
と
別
れ
を
惜
し
む
段
で
あ
る
。

過
ぎ
に
し
方
の
事
ど
も
の
た
ま
ひ
て
、
鶏
も
し
ば
し
ば
鳴
け
ば
、
世
に
つ
つ
み
て
急
ぎ
出
で
た
ま
ふ
。
例
の
、
月
の
入
り
は
つ
る
ほ
ど
、

よ
そ
へ
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
り
。
女
君
の
濃
き
御
衣
に
映
り
て
、
げ
に
、
濡
る
る
顔
な
れ
ば
、

月
影
の
宿
れ
る
袖
は
せ
ば
く
と
も
と
め
て
も
見
ば
ゃ
あ
か
ぬ
光
を



い
み
じ
と
お
ぼ
い
た
る
が
心
苦
し
け
れ
ば
、
か
つ
は
慰
め
き
こ
え
た
ま
ふ
。

「
行
き
め
ぐ
り
つ
ひ
に
す
む
べ
き
月
影
の
し
ば
し
曇
ら
む
空
な
な
が
め
そ

思
へ
ば
は
か
な
し
ゃ
。
た
だ
、
知
ら
ぬ
一
俣
の
み
こ
そ
、
心
を
く
ら
す
も
の
な
れ
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
明
け
ぐ
れ
の
ほ
ど
に
出
で
た
ま
ひ

ぬ。

（
須
磨
・
一
七
五
）

哀
切
な
別
れ
の
場
面
で
あ
り
、
入
り
果
て
よ
う
と
す
る
月
と
そ
の
光
が
、
光
源
氏
と
の
別
離
や
、

そ
の
流
離
を
表
象
し
て
い
る
。
「
月
の
入

り
は
つ
る
ほ
ど
」
は
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
光
源
氏
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
須
磨
退
去
と
な
る
の
で
、
花
散
里
に
は
耐
え
難
い
悲
し
み
と
な
る
。

涙
に
く
れ
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
の
涙
は
「
濃
き
御
衣
」
に
溜
ま
る
こ
と
で
袖
の
一
涙
と
な
り
、
「
濃
き
」
と
あ
る
そ
の
色
あ
い
か
ら
紅
涙
と
な
ろ

ぅ
。
そ
し
て
、
袖
の
涙
に
月
が
写
り
宿
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
濡
る
る
顔
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
伊
勢
歌
の
引
用
で
あ
っ
た
。

合
ひ
に
合
ひ
て
物
思
ふ
時
の
我
が
袖
は
宿
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
る

（二

O
八
、
古
今
・
七
五
六
、
後
撰
・
一
二
七

O
、
古
今
六
帖
・
三
三

O
）

タ
さ
れ
ば
い
と
ど
乾
が
た
き
我
が
袖
に
宿
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
る
（
E
類
本
・
五
二
ニ
）

班
類
本
の
み
に
似
た
よ
う
な
歌
が
あ
る
が
、
通
説
通
り
前
者
を
引
歌
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
『
古
今
集
』
と
『
後
撰
集
』
に
重
載

さ
れ
た
こ
と
で
人
口
に
槍
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
歌
で
あ
る
。
一
疾
に
よ
っ
て
月
が
曇
っ
て
見
え
た
こ
と
を
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ

う
に
は
表
現
せ
ず
、
「
合
ひ
に
合
ひ
て
：
・
濡
る
る
顔
」
と
し
た
と
こ
ろ
が
歌
の
趣
向
と
な
る
。
こ
の
「
合
ひ
に
合
ひ
て
」
を
、
片
桐
洋
一

『古

今
和
歌
集
全
評
釈
』
は
「
あ
れ
ほ
ど
何
度
も
逢
っ
て
」
と
、
過
去
の
逢
瀬
の
意
に
解
し
て
い
る
が
、
小
町
谷
照
彦
『
現
代
語
訳
対
照
古
今
和
歌

集
』
の
よ
う
に
「
ち
ょ
う
ど
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
動
詞
の
連
用
形
と
「
に
」
の
後
に
同
じ
動
詞
を
重
ね
て
強
調
す

る
語
法
で
あ
り
、
「
神
無
月
果
て
は
紅
葉
も
い
か
な
れ
や
時
雨
と
と
も
に
降
り
に
降
る
ら
ん
」
（
順
集
・
一
一
七
）
な
ど
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

物
思
い
に
悲
し
む
心
情
と
、
袖
の
涙
に
宿
る
月
の
心
情
と
が
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
、
共
に
涙
に
く
れ
て
い
る
と
発
想
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
濡
る
る
顔
」
は
、
『
古
今
栄
雅
抄
』
が
、
「
涙
と
い
は
ね
ど
、
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
る
と
い
ふ
に
て
聞
こ
え
た
り
。
濡
る
る
顔
な
る
、
お
も

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

七



！＼ 

し
ろ
き
詞
な
り
」
と
し
た
通
り
で
あ
り
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
月
で
さ
え
も
涙
顔
だ
と
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
直
載
に
そ
う
表
現
す
る
の
で
は

な
く
「
濡
る
る
顔
し
と
し
た
と
こ
ろ
が
絶
妙
と
な
る
。
こ
の
「
顔
」
は
、
連
用
形
に
接
続
し
て
い
る
の
で
接
尾
辞
と
な
り
、
連
濁
し
て
「
濡
る

る
顔
」
で
一
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
う
な
る
と
単
に
顔
面
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
全
体
的
に
感
じ
ら
れ
る
態
度
や
素
振
、
あ
る
い
は
内
面
的

な
表
情
ま
で
を
暗
示
す
る
含
蓄
あ
る
表
現
と
な
る
。
「
馴
れ
顔
」
「
惜
し
み
顔
」
「
愁
ひ
顔
」
な
ど
の
場
合
も
同
様
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
〈
「
：
・
顔
」

表
現
〉
と
名
づ
け
る
と
、
こ
の
形
式
は
『
源
氏
物
語
』
で
飛
躍
的
に
種
類
が
増
加
し
、
い
わ
ば
「
表
情
の
発
見
」
を
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
次
第
は
前
稿
で
扱
っ
た
が
、
「
濡
る
る
顔
」
は
、
そ
の
先
駆
と
し
て
貴
重
な
の
で
あ
っ
た
。

「
須
磨
」
巻
は
こ
の
伊
勢
歌
を
「
げ
に
、
濡
る
る
顔
な
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。
「
げ
に
」
は
、
伊
勢
歌
の
、
一
疾
を
言
わ
ず

し
て
そ
れ
を
暗
示
す
る
「
・
：
顔
」
表
現
に
対
す
る
共
感
で
あ
り
、
月
も
「
濡
る
る
顔
」
と
す
る
新
た
な
発
見
で
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
よ
う
。

「
げ
に
」
と
共
感
す
る
主
体
は
、
歌
に
続
い
て
い
る
の
で
花
散
里
に
な
る
が
、
ま
た
、
光
源
氏
で
も
あ
り
、
語
り
子
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

花
散
里
は
伊
勢
歌
の
措
辞
を
使
用
し
て
「
月
影
の
や
ど
れ
る
袖
」
と
い
う
よ
う
に
贈
歌
を
仕
組
み
、
光
源
氏
は
「
月
影
の
し
ば
し
曇
ら
む
」
様
、

す
な
わ
ち
「
濡
る
る
顔
」
を
詠
み
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
伊
勢
歌
に
共
感
す
る
こ
と
で
、
別
離
の
贈
答
場
面
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
集
全
釈
』
は
、
「
濡
る
る
顔
」
に
対
し
て
、
「
伊
勢
が
創
出
し
た
も
の
だ
が
、
後
の
新
古
今
時
代
の
歌
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
」
た
と

し
て
、

そ
の
具
体
的
例
歌
を
列
挙
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
影
響
は
伊
勢
歌
か
ら
直
接
的
に
導
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
を
介

し
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
が
「
濡
る
る
顔
」
を
再
発
見
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
影
響
の
も
と
、
『
狭
衣
物
語
』
に
も

「
恋
ひ
て
泣
く
涙
に
く
も
る
月
影
は
宿
る
袖
も
や
濡
る
る
顔
な
る
」
（
巻
四
）
な
ど
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
即
位
し
た
狭
衣
帝
の
、
源
氏
の
富
に

宛
て
た
贈
歌
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
伊
勢
歌
の
引
用
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
須
磨
」
巻
の
引
用
と
も
な
っ
て
い
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

次
は
、
明
石
姫
君
の
五
十
日
の
祝
い
の
品
な
ど
を
光
源
氏
が
贈
っ
た
と
こ
ろ
、

場
面
で
あ
る
。

そ
の
返
事
が
明
石
の
君
か
ら
届
き
、
紫
の
上
の
面
前
で
読
む



（
明
石
の
君
の
文
を
）
う
ち
返
し
見
た
ま
ひ
つ
つ
、
「
あ
は
れ
」
と
長
や
か
に
独
り
ご
ち
た
ま
ふ
を
、
女
君
、
後
目
に
見
お
こ
せ
て
、

「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
と
、
忍
び
や
か
に
独
り
ご
ち
な
が
め
た
ま
ふ
を
、
「
ま
こ
と
は
か
く
ま
で
と
り
な
し
た
ま
ふ
よ
。
こ
は
た
だ

か
ば
か
り
の
あ
は
れ
ぞ
や
。
所
の
さ
ま
な
ど
う
ち
思
び
や
る
時
々
、
来
し
方
の
こ
と
忘
れ
が
た
き
独
り
言
を
、
ょ
う
こ
そ
聞
き
す
ぐ
い
た

（
湾
標
・
二
九
六
頁
）

ま
は
ね
」
な
ど
、
恨
み
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
上
包
ば
か
り
を
見
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。

紫
の
上
は
、
す
で
に
嫉
妬
す
る
女
君
と
な
っ
て
お
り
、
光
源
氏
が
明
石
の
君
の
手
紙
を
読
み
な
が
ら
長
嘆
息
す
る
の
を
見
て
嫉
妬
を
禁
じ
得

な
い
。
「
後
目
」
は
嫉
妬
の
表
情
で
あ
り
、
「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
と
独
り
言
に
つ
ぶ
や
く
の
も
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

つ
ぶ
や
い
た
歌
旬
、
だ
け
で
は
嫉
妬
の
現
わ
れ
か
ど
う
か
は
不
確
定
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
引
歌
全
体
を
想
起
し
な
け
れ
ば
意
味
は
通
じ
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
歌
句
が
伊
勢
歌
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

み
熊
野
の
浦
よ
り
遠
方
に
漕
ぐ
舟
の
我
を
ば
よ
そ
に
隔
て
つ
る
か
な
（
三
八

O
、
古
今
六
帖
・
一
八
八
八
）

こ
の
歌
は
『
古
今
六
帖
』
で
伊
勢
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
伊
勢
集
』
で
は
い
わ
ゆ
る
「
古
歌
混
入
群
」
と
さ
れ
る
六
九
首
の
一
つ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
来
的
に
伊
勢
の
歌
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
古
歌
混
入
群
」
の
歌
々
は
、
当
時
に
あ
っ
て
伊
勢
実
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

だ
か
ら
、
同
じ
く
「
古
歌
混
入
群
」
に
位
置
す
る
「
難
波
潟
短
き
葦
の
節
ご
と
に
（
節
の
間
も
）
逢
は
で
こ
の
世
を
過
ぐ
し
て
よ
と
や
」
（
四

二
九
）
は
、
『
百
人
一
首
』
に
伊
勢
歌
と
し
て
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
、
す
で
に
触
れ
た
「
空
蝉
の
は
に
置
く
露
の
木
隠
れ
て
忍
び
忍
び
に
濡

る
る
袖
か
な
」
（
四
四
二
）
や
、
後
に
み
る
「
タ
聞
は
道
た
ど
た
ど
し
月
待
ち
て
帰
れ
我
が
背
子
そ
の
聞
に
も
見
む
」
（
四
三
七
）
、
「
岩
く
ぐ
る

山
井
の
水
を
掬
び
あ
げ
て
誰
が
た
め
惜
し
き
命
と
か
知
る
」
（
四
二
四
）
も
、
当
時
に
あ
っ
て
伊
勢
の
歌
で
あ
っ
た
。
『
伊
勢
集
』
に
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
理
解
の
も
と
で
検
討
を
続
け
た
い
。

こ
の
歌
は
、
恋
の
相
手
が
自
分
を
分
け
隔
て
し
て
避
け
て
い
る
と
恨
ん
だ
歌
で
あ
る
。
上
三
句
が
序
詞
で
あ
り
、
熊
野
灘
を
は
る
か
彼
方
に

遠
ざ
か
っ
て
行
く
舟
と
い
う
光
景
を
比
喰
と
し
て
、
相
手
が
自
分
か
ら
し
だ
い
に
離
れ
て
ゆ
く
愛
情
の
薄
れ
を
嘆
息
し
て
い
る
。
比
轍
的
序
調

を
使
用
し
、
「
隔
て
心
」
に
よ
っ
て
愛
情
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
ゆ
く
様
子
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
我
を
ば
よ
そ
に
隔
て
つ
る
か
な
」
が
、
歌

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

九



。

の
主
題
で
あ
っ
た
。

紫
の
上
は
、
序
詞
の
部
分
の
「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
を
つ
ぶ
や
く
こ
と
で
、
「
我
を
ば
よ
そ
に
隔
て
つ
る
か
な
」
と
恨
ん
だ
の
で
あ

る
。
『
細
流
抄
』
は
「
引
歌
能
く
叶
へ
り
。
隔
て
つ
る
哉
と
い
ひ
つ
め
た
る
、
紫
上
の
身
に
叶
へ
り
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
伊
勢
の
歌
、
だ
か
ら
、

こ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
の
嫉
妬
は
光
源
氏
の
「
隔
て
心
」
を
問
題
に
し
、
光
源
氏
は
紫
の
上
に
対
す
る
「
隔
て
な
き
心
」
を
い
う
こ

と
で
弁
明
に
努
め
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
も
そ
の
一
環
な
の
で
あ
る
。

紫
の
上
が
光
源
氏
の
「
隔
て
心
」
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
引
歌
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。
こ
の
伊
勢
歌
の
措
辞
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
紫
の
上
が
つ
ぶ
や
い
た
「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
は
、
過
去
の
光
源
氏
の
歌

に
部
分
的
に
照
応
す
る
の
で
あ
る
。

か
へ
す
が
へ
す
い
み
じ
き
目
の
限
り
を
見
尽
く
し
は
て
つ
る
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
今
は
と
世
を
思
ひ
離
る
る
心
の
み
ま
さ
り
は
ベ
れ
ど
、

『
鏡
を
見
て
も
』
と
の
た
ま
ひ
し
面
影
の
離
る
る
世
な
き
を
、
か
く
お
ぼ
つ
か
な
な
が
ら
や
、

と
こ
こ
ら
悲
し
き
さ
ま
ざ
ま
の
愁
は
し
さ

は
さ
し
お
か
れ
て
、

は
る
か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ
り
し
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
し
て

夢
の
中
な
る
心
地
の
み
し
て
、
覚
め
は
て
ぬ
ほ
ど
、

い
か
に
ひ
が
言
多
か
ら
む
。

（
明
石
・
二
三
六
頁
）

光
源
氏
が
暴
風
雨
の
難
を
避
け
て
明
石
に
移
っ
た
こ
と
を
紫
の
上
に
伝
え
た
消
息
文
で
あ
る
。
「
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
」
し
た
と
い
う

の
が
、
須
磨
の
浦
か
ら
「
漕
ぐ
舟
」
で
浦
々
を
伝
っ
て
さ
ら
に
遠
く
の
明
石
の
浦
に
移
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
は
る
か
遠
く
の
明

石
の
浦
か
ら
あ
な
た
の
「
面
影
」
を
思
い
や
っ
て
い
る
と
し
て
強
い
愛
情
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
紫
の
上
の
反
応
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ

の
手
紙
を
読
ん
で
心
配
は
い
や
増
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
愛
情
表
現
に
安
堵
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

紫
の
上
が
つ
ぶ
や
い
た
「
浦
よ
り
を
ち
に
漕
ぐ
舟
の
」
は
、
伊
勢
歌
を
想
起
さ
せ
て
「
隔
て
心
」
に
嫉
妬
す
る
と
と
も
に
、
光
源
氏
の
歌
も

示
唆
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
「
浦
よ
り
を
ち
に
浦
づ
た
ひ
」
し
た
意
味
は
、
明
石
の
君
と
の
出
会
い
に
あ
っ
た
の
で
す
ね
と
過
去
に
遡
っ
て



皮
肉
を
言
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。
伊
勢
歌
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
両
様
に
意
味
の
働
く
、
実
に
手
の
込
ん
だ
引
歌
技
法
に
な
っ
て
い
る
と

一
言
え
よ
・
っ
。

＊ 

＊ 

＊ 

次
は
、
古
注
の
一
説
と
し
て
伊
勢
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
例
で
あ
り
、
簡
単
な
確
認
に
留
め
た
い
。
光
源
氏
が
朝
顔
の
君
か
ら
つ
れ
な
く
拒

否
さ
れ
る
段
で
あ
る
。

夜
も
い
た
う
更
け
ゆ
く
に
、
風
の
け
は
ひ
烈
し
く
て
、
ま
こ
と
に
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
ま
よ
き
ほ
ど
に
お
し
拭
ひ
た
ま

ひ
て
、

「
つ
れ
な
さ
を
昔
に
こ
り
ぬ
心
こ
そ
人
の
つ
ら
き
に
添
へ
て
つ
ら
け
れ

心
づ
か
ら
の
」
と
の
た
ま
ひ
す
さ
ぶ
る
を
、
「
げ
に
、
か
た
は
ら
い
た
し
」
と
、
人
々
、
例
の
、
聞
こ
ゆ
。

光
源
氏
が
贈
歌
に
続
け
た
「
心
づ
か
ら
の
」
に
対
し
て
『
源
氏
釈
』
で
次
の
伊
勢
歌
を
指
摘
し
て
い
た
。

か
け
て
言
へ
ば
涙
の
川
の
水
脈
は
や
み
心
づ
か
ら
や
ま
た
は
な
が
れ
む
（
一
八
、
古
今
六
帖
・
二

O
九
三
）

（
朝
顔
・
四
八
六
頁
）

こ
の
歌
は
い
わ
ゆ
る
「
伊
勢
日
記
」
に
あ
る
も
の
で
、
「
騒
ぎ
出
で
き
て
、
兵
衛
の
佐
な
る
人
、
解
か
れ
て
但
馬
の
介
に
な
り
に
け
り
」
と

い
う
事
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
同
情
し
た
伊
勢
に
贈
ら
れ
て
き
た
歌
に
な
る
。
流
罪
が
契
機
の
歌
で
あ
り
、
ま
た
、
歌
句
が
源
氏
本
文
と
正
し

く
照
応
し
な
い
た
め
か
、
『
河
海
抄
』
に
な
っ
て
、
次
の
二
首
と
と
も
に
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

恋
し
き
も
心
づ
か
ら
の
わ
ざ
な
れ
ば
置
き
ど
こ
ろ
も
な
く
も
て
ぞ
わ
づ
ら
ふ

（
中
務
集
・
二
四
九
）

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
避
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
移
ろ
ふ
と
見
ん
（
古
今
・
八
五
・
好
風
）

古
注
の
中
に
は
、
『
眠
江
入
楚
』
秘
説
の
「
河
海
引
寄
あ
ま
た
侍
れ
ど
、
さ
し
て
不
叶
欺
。
た
Y
我
身
の
心
づ
か
ら
と
い
へ
る
な
る
べ
し
。

河
海
三
首
の
膏
に
は
中
務
膏
不
用
之
歎
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
今
日
で
は
中
務
歌
を
指
摘
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
歌
に
続
け
た

添
書
は
、
歌
句
引
用
の
場
合
と
そ
う
で
な
い
時
も
あ
る
の
で
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
通
説
の
理
解
で
い
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』



＊ 

＊ 

＊ 

続
い
て
も
確
認
と
な
る
。
『
古
今
集
』
の
よ
み
人
知
ら
ず
歌
が
、
『
伊
勢
集
』

E
類
本
だ
け
に
入
っ
て
い
て
、
引
歌
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
歌

の
方
を
先
に
挙
げ
る
。

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
匂
へ
梅
の
花
あ
り
と
や
こ
こ
に
鷺
の
鳴
く
（
E
・
四
二
四
、
古
今
・
三
二
・
不
知
）

現
存
『
伊
勢
集
』
は
ど
の
類
の
本
に
し
て
も
伊
勢
以
外
の
詠
歌
が
入
っ
て
い
て
、
何
ら
か
の
事
情
で
混
入
し
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
場
合
が

ま
ま
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
場
合
も
、
本
来
的
に
よ
み
人
知
ら
ず
歌
で
あ
り
、

E
類
本
だ
け
に
し
か
な
い
の
で
紫
式
部
は
伊
勢
歌
と
は
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
E
類
本
が
紫
式
部
以
降
に
成
立
し
た
と
す
る
見
解
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
断
定
的
に
言
え

る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
『
古
今
集
』
に
よ
み
人
知
ら
ず
と
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
歌
は
、
次
の
二
巻
で
引
か
れ
て
い
る
。

鷺
の
若
や
か
に
、
近
き
紅
梅
の
末
に
う
ち
鳴
き
た
る
を
、
「
袖
こ
そ
匂
へ
」
と
花
を
ひ
き
隠
し
て
、

（
若
菜
上
・
七
一
頁
）

を
か
し
の
人
の
御
匂
ひ
や
。
「
折
り
つ
れ
ば
」
と
か
や
言
ふ
や
う
に
、
驚
も
尋
ね
来
ぬ
べ
か
め
り

（
宿
木
・
四
八

O
頁）

＊ 

＊ 

＊ 

次
は
、
す
で
に
引
い
た
「
古
歌
混
入
群
」
中
の
一
首
が
使
用
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
ま
ず
引
歌
を
引
用
す
る
。

タ
聞
は
道
た
ど
た
ど
し
月
待
ち
て
帰
れ
我
が
背
子
そ
の
聞
に
も
見
む

（
四
三
七
、
万
葉
・
七
O
九
・
大
宅
女
、
古
今
六
帖
・
三
七
一
・
大
宅
娘
女
）

こ
の
歌
は
、
『
万
葉
集
』
の
「
豊
前
国
の
娘
子
大
宅
女
が
歌
一
首
／
夕
闇
は
道
た
づ
た
づ
し
月
待
ち
て
行
ま
せ
我
が
背
子
そ
の
聞
に
も
見
む
」

（
四
・
七
O
九
）
の
異
伝
歌
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
伊
勢
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
『
古
今
六
帖
』
も
「
大
宅
娘
女
」
の
歌

と
し
て
い
る
。
後
代
の
『
新
勅
撰
集
』
（
八
八
一
〉
で
は
、
初
旬
「
タ
さ
れ
ば
」
の
形
で
、
よ
み
人
知
ら
ず
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
伊
勢

集
』
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
式
部
の
時
代
に
、
こ
の
歌
が
い
っ
た
い
誰
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
分
か
ら
な
い
。



紫
式
部
が
、
伊
勢
の
歌
と
考
え
て
い
た
と
も
、

い
な
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
歌
の
本
来
の
素
姓
は
明
瞭
と
し
て
も
、
そ
の
扱
い

に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
古
歌
混
入
群
」
に
あ
る
こ
と
で
伊
勢
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
の
も
と
に
検
討
を
続
け
た

し、。
な
お
、
『
万
葉
集
』
の
場
合
は
、
家
持
関
係
歌
を
収
め
た
巻
四
後
半
に
位
置
し
て
い
る
。
原
歌
の
成
立
事
情
は
、
先
の
詞
書
だ
け
で
は
不
明

だ
が
、
「
妻
ど
い
の
時
間
で
あ
る
夕
方
に
男
が
帰
宅
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
家
持
と
同
席
し
た
折
の
宴
席
歌
と
見
る
の
が
自
然
」
と

の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
万
葉
歌
の
前
後
に
宴
席
の
歌
は
な
く
、
こ
の
見
解
は
蓋
然
性
に
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
ら
か
の
事
情

で
男
が
タ
閣
の
頃
に
帰
宅
し
よ
う
と
し
た
状
況
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
『
伊
勢
集
』
の
形
の
こ
の
歌
は
、
逢
瀬
の
時
聞
を
少
し
で
も
長
く
持
ち
た
い
と
願
う
女
の
歌
で
あ
っ
た
。
妻
問
婚
の
時
代
で
は
、
夜

明
け
前
に
男
が
帰
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
歌
で
は
、
宵
の
う
ち
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
少
し
で

も
長
く
一
緒
に
い
た
い
と
願
う
女
は
、
「
夕
闇
」
は
道
が
お
ぼ
つ
か
な
い
で
す
か
ら
、
せ
め
て
月
の
出
を
待
っ
て
お
帰
り
な
さ
い
、
と
引
き
留

め
た
の
で
あ
る
。
眼
目
は
「
夕
闇
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
暁
闇
」
と
対
を
な
す
語
で
、
単
に
夜
の
闇
を
指
す
の
で
は
な
く
、
月
の
な
い
闇

夜
の
こ
と
で
あ
り
、
月
の
出
の
遅
い
陰
暦
二
十
日
ご
ろ
の
こ
と
に
な
る
。
「
夕
闇
は
道
も
見
え
ね
ど
故
里
は
も
と
来
し
駒
に
ま
か
せ
て
ぞ
来
る
」

（
後
撰
・
恋
五
・
九
七
八
）
な
ど
と
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
真
っ
暗
な
闇
夜
ゆ
え
、
道
も
見
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
道
も
見
え
な
い
暗
さ

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
逢
瀬
の
時
を
多
く
持
ち
た
い
と
願
う
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

歌
句
が
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
段
は
あ
と
に
し
て
、
明
示
さ
れ
な
い
引
歌
箇
所
も
あ
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

紀
伊
守
国
に
下
り
な
ど
し
て
、
女
ど
ち
の
ど
や
か
な
る
夕
閣
の
道
た
ど
た
ど
し
げ
な
る
ま
ぎ
れ
に
、
わ
が
車
に
て
率
て
た
て
ま
つ
る
。

（
空
蝉
・

一
八
頁
）

道
い
と
た
ど
た
ど
し
け
れ
ば
、
こ
の
わ
た
り
に
宿
借
り
は
べ
る
。
同
じ
う
は
、
こ
の
御
簾
の
も
と
に
ゆ
る
さ
れ
あ
ら
な
む
。

（
タ
霧
・
四

O
五
頁
）

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』



四

前
者
は
、
小
君
が
光
源
氏
を
姉
空
蝉
の
も
と
に
導
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
忍
び
歩
き
に
な
る
の
で
、
「
夕
闇
」
は
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、

夜
陰
に
紛
れ
て
出
か
け
て
い
る
。
後
者
は
、
落
葉
宮
の
住
む
小
野
山
荘
に
夕
霧
が
訪
れ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
引
用
部
以
前
に
「
八
月
中
の
十

日
ば
か
り
」
の
こ
と
と
あ
り
、
ま
さ
に
「
夕
闇
」
の
頃
で
あ
る
。
落
葉
宮
に
対
す
る
下
心
の
あ
る
夕
霧
は
、
小
野
に
留
ま
る
口
実
と
し
て
、

「
タ
閣
の
道
い
と
た
ど
た
ど
し
け
れ
ば
」
と
言
っ
た
こ
と
に
な
る
。
帰
り
が
困
難
な
の
で
こ
こ
に
留
ま
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
せ
同
じ

こ
と
な
ら
御
簾
の
元
に
い
る
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
「
夕
闇
」
と
い
う
口
実
を
設
け
る
こ
と
で
求
愛
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
タ
霧
ら
し
い
屈
折
し
た
口
説
き
と
な
ろ
う
。

い
ず
れ
も
「
夕
闇
は
・
：
」
の
歌
で
詠
ま
れ
た
「
道
た
ど
た
と
し
」
を
眼
目
と
し
て
引
歌
さ

れ
た
と
言
え
よ
う
。
圧
巻
と
な
る
の
は
、
こ
の
歌
の
歌
句
が
分
節
さ
れ
て
引
用
さ
れ
る
「
若
菜
下
」
巻
で
あ
る
。

す
こ
し
大
殿
籍
り
入
り
に
け
る
に
、
蝿
の
は
な
や
か
に
鳴
く
に
お
ど
ろ
き
た
ま
ひ
で
、
「
さ
ら
ば
、
道
た
ど
た
ど
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
」

と
て
、
御
衣
な
ど
奉
り
な
ほ
す
。
「
月
待
ち
て
、
と
も
言
ふ
な
る
も
の
を
」
と
、

い
と
若
や
か
な
る
さ
ま
し
て
の
た
ま
ふ
は
憎
か
ら
ず
か

し
。
「
そ
の
聞
に
も
」
と
や
思
す
と
、
心
苦
し
げ
に
思
し
て
立
ち
と
ま
り
た
ま
ふ
。

（
若
菜
下
・
二
四
九
頁
）

光
源
氏
が
、
女
三
の
宮
の
も
と
か
ら
、
病
の
小
康
を
得
た
紫
の
上
の
い
る
二
条
院
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
段
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
女
三
の

宮
の
密
通
に
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
。
「
蝿
」
が
鳴
い
て
い
る
の
で
、
ま
だ
夕
刻
の
時
間
で
あ
る
が
、
光
源
氏
は
女
三
の
宮
の
も
と
か
ら
立
ち

去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
道
た
ど
た
ど
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
」
と
言
い
訳
し
て
い
る
。
「
夕
闇
」
に
な
る
前
に
出
か
け
た
い
と
一
言
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
女
三
一
の
宮
は
、
光
源
氏
の
言
葉
を
古
歌
の
引
用
と
解
し
て
、
「
月
待
ち
て
、
と
も
言
ふ
な
る
も
の
を
」
と
応
じ
て
い

る
。
柏
木
に
密
通
さ
れ
た
女
三
の
宮
に
は
、
光
源
氏
に
す
が
る
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
お
会
い
し
て
い
た
い
と
思

わ
ず
念
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
応
答
に
光
源
氏
は
、
古
歌
で
の
応
酬
と
感
じ
て
、
「
そ
の
聞
に
も
と
や
思
す
」
と
察
し
て
い
る
。
女
三
の
宮

の
思
い
に
触
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
暫
時
心
苦
し
く
感
じ
て
立
ち
止
ま
る
の
で
あ
る
。
古
歌
の
力
が
、
男
女
を
結
び
つ
け
て
い

そ
の
男
女
の
機
微
は
、
「
タ
聞
は
」
の
歌
が
分
節
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
象
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
光
源
氏
は
密

通
の
事
実
を
知
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
引
用
の
時
点
で
、
女
三
の
宮
に
し
み
じ
み
と
し
た
情
愛
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

る
の
で
あ
り
、



＊ 

＊ 

＊ 

次
は
、
紫
の
上
に
先
立
た
れ
た
光
源
氏
の
涙
に
沈
む
夏
の
季
節
を
語
る
段
で
あ
る
。

い
と
暑
き
頃
、
涼
し
き
方
に
て
な
が
め
た
ま
ふ
に
、
池
の
蓮
の
盛
り
な
る
を
見
た
ま
ふ
に
、

い
か
に
多
か
る
な
ど
ま
づ
思
し
出
で
ら
る
る

に
、
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
て
、

つ
く
づ
く
と
お
は
す
る
ほ
ど
に
、

日
も
暮
れ
に
け
り
。

（
幻
・
五
四
二
頁
）

光
源
氏
は
、
釣
殿
で
あ
ろ
う
「
涼
し
き
方
」
で
暑
さ
を
避
け
て
い
る
。
池
に
は
蓮
が
花
盛
り
を
迎
え
て
お
り
、
そ
れ
を
見
る
に
つ
け
一
棋
を
禁

じ
え
な
い
。
そ
れ
は
「
蓮
の
露
の
玉
か
ら
涙
を
連
想
」
（
新
全
集
頭
注
）
し
た
と
い
う
事
情
よ
り
も
、
か
つ
て
病
に
倒
れ
た
紫
の
上
が
小
康
を

得
た
時
の
、
次
の
よ
う
な
場
面
を
光
源
氏
は
思
い
出
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

池
は
い
と
涼
し
げ
に
て
、
蓮
の
花
の
咲
き
わ
た
れ
る
に
、
葉
は
い
と
青
や
か
に
て
、
露
き
ら
き
ら
と
玉
の
や
う
に
見
え
わ
た
る
を
、

「
か
れ
見
た
ま
へ
。
お
の
れ
独
り
も
涼
し
げ
な
る
か
な
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
起
き
上
り
て
見
出
だ
し
た
ま
へ
る
も
い
と
め
づ
ら
し
け
れ
ば
、

「
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
そ
夢
の
心
地
す
れ
。

い
み
じ
く
、
わ
が
身
さ
へ
限
り
と
お
ぼ
ゆ
る
を
り
を
り
の
あ
り
し
は
や
」
と
、
一
課
を
浮

け
て
の
た
ま
へ
ば
、
み
づ
か
ら
も
あ
は
れ
に
思
し
て
、

消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
ベ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
つ
ゅ
の
か
か
る
ば
か
り
を

と
の
た
ま
ふ
。

契
り
お
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
こ
こ
ろ
へ
だ
つ
な

（
若
菜
下
巻
・
二
四
五
頁
）

紫
の
上
は
、
蓮
葉
に
た
ま
る
玉
の
露
に
我
が
身
の
は
か
な
さ
を
よ
そ
え
て
い
た
。
光
源
氏
は
、
そ
の
蓮
を
一
蓮
托
生
に
と
り
な
し
て
慰
藩
し

て
い
た
。
お
互
い
の
心
が
寄
り
添
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
光
景
を
「
幻
」
巻
で
光
源
氏
は
思
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
す
ま

す
涙
を
溢
れ
さ
す
こ
と
に
な
る
。
「
い
か
に
多
か
る
」
は
「
い
か
に
多
か
る
涙
」
で
あ
り
、
伊
勢
歌
の
も
の
で
あ
っ
た
。
『
伊
勢
集
』
の
詞
書
も

引
用
し
て
お
き
た
い
。

式
部
卿
宮
失
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
四
十
九
日
果
て
て
、
人
々
家
々
散
り
ま
か
り
出
づ
る
に

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

五



一」
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か
な
し
さ
ぞ
ま
さ
り
に
ま
さ
る
人
の
身
に
い
か
に
多
か
る
涙
な
り
け
り
（
一
七
六
、
古
今
六
帖
・
或
本
二
四
七
九
）

伊
勢
と
の
聞
に
中
務
を
儲
け
た
、
式
部
卿
宮
敦
慶
親
王
の
四
十
九
日
後
の
詠
歌
で
あ
る
。
法
事
も
終
わ
る
と
、
仕
え
て
い
た
人
々
は
親
王
家

を
後
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
離
散
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
離
散
す
る
さ
ま
が
、
ま
す
ま
す
親
王
の
死
を
悲
し
ま
す
の
で
あ
り
、
人
に
は
こ
ん
な
に

も
涙
が
あ
っ
た
の
か
と
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
伊
勢
の
敦
慶
親
王
に
寄
せ
る
切
な
い
哀
傷
の
絶
唱
と
な
ろ
う
。

光
源
氏
が
伊
勢
の
哀
傷
歌
を
想
起
し
た
時
、
伊
勢
の
悲
し
み
に
も
同
調
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
歌
は
、
涙
に
く
れ
る
日
々
の
悲
し
み
に

形
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

次
は
、
伊
勢
の
名
と
と
も
に
、

そ
の
歌
が
「
夕
闇
は
・
：
」
の
歌
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
分
節
さ
れ
て
引
用
さ
れ
る
「
総
角
」
巻
冒
頭
部
で
あ

る
。
こ
こ
も
詞
書
と
と
も
に
伊
勢
歌
を
先
に
挙
げ
た
い
。

こ
の
后
の
宮
、
常
に
あ
っ
し
く
お
は
し
ま
し
け
る
を
、

つ
ひ
に
六
月
八
日
ぞ
亡
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
。
あ
さ
ま
し
く
、

い
ら
な
く
、

悲
し
く
、
仕
う
ま
つ
り
し
人
、
さ
な
が
ら
集
ま
り
て
泣
き
わ
ぶ
る
に
、
後
々
の
業
の
い
そ
ぎ
に
ゃ
う
や
う
な
り
ぬ
。

雨
い
た
く
降
る
日
、
こ
の
身
を
心
憂
し
と
言
ひ
し
人
は
、
曹
司
に
な
む
を
り
け
る
。
上
の
人
々
集
ま
り
て
、
御
業
の
組
の
糸
を
な
む

桂
り
け
る
。
下
な
る
人
、
「
糸
は
桂
り
出
で
た
ま
へ
り
や
」
と
。
「
今
は
何
業
を
か
し
た
ま
ふ
」
と
一
一
百
ひ
た
れ
ば
、
「
雨
を
眺
め
て
な

む
」
と
ぞ
言
ひ
あ
ひ
た
り
け
る
。
上
の
御
達
の
返
り
事
に
、
「
糸
は
経
り
果
て
て
、
今
は
音
な
む
寄
り
合
は
せ
て
泣
き
は
べ
る
」
と

一
口
へ
り
け
れ
ば
、
下
な
る
人

よ
り
合
は
せ
て
泣
く
ら
む
声
を
糸
に
し
て
わ
が
涙
を
ば
玉
に
貫
か
な
む
（
四
八
三
、
古
今
六
帖
・
二
四
八

O
）

温
子
の
死
を
哀
突
す
る
涙
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
調
書
後
段
は
、
本
文
上
の
問
題
も
あ
り
、
解
釈
が
や
や
難
し
い
の
で
、
そ
の
概
略
を
た
ど
っ

て
お
き
た
い
。
涙
と
も
な
る
雨
が
ひ
ど
く
降
る
日
、
「
こ
の
身
を
心
憂
し
と
言
ひ
し
人
」
の
伊
勢
は
曹
司
に
控
え
、
上
の
女
房
た
ち
は
法
要
に

使
用
す
る
組
糸
を
縫
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
伊
勢
が
縫
り
終
わ
り
ま
し
た
か
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
返
事
に
、
あ
な
た
は
今
何
を
な
さ
っ
て
い
ま
す



か
と
問
わ
れ
た
の
で
、
雨
を
眺
め
て
お
り
ま
す
な
ど
と
応
え
て
い
た
。
す
る
と
さ
ら
に
上
の
女
房
た
ち
が
、
今
は
糸
を
縫
り
終
わ
っ
て
、
今
は

声
を
「
よ
り
合
は
せ
て
」
泣
い
て
い
ま
す
と
伊
勢
に
言
っ
て
寄
こ
し
た
の
で
、
そ
の
言
葉
を
受
け
て
歌
に
仕
立
て
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

歌
は
、
あ
な
た
方
が
「
よ
り
合
は
せ
て
」
泣
い
て
い
る
と
い
う
声
を
糸
の
緒
に
桂
っ
て
、
そ
れ
で
私
の
涙
の
玉
を
貫
き
と
め
て
欲
し
い
と
詠

ん
で
い
る
。
乱
れ
落
ち
る
涙
を
ど
う
か
繋
ぎ
と
め
て
、
慰
め
て
ほ
し
い
と
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
思
い
で
あ
る
こ
と
も
こ
の

歌
の
前
提
と
し
で
あ
ろ
う
。
上
の
女
房
た
ち
と
、
下
の
曹
司
に
い
た
伊
勢
は
、
互
い
に
拭
い
切
れ
な
い
涙
を
訴
え
合
う
こ
と
で
、
悲
し
み
に
同

調
し
、
法
要
の
準
備
に
当
た
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
次
第
が
、
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
八
宮
一
周
忌
法
要
の
準
備

を
す
る
様
子
で
あ
り
、
薫
も
宇
治
に
訪
れ
て
い
る
。

名
香
の
糸
ひ
き
乱
り
て
、
「
か
く
て
も
経
ぬ
る
」
な
ど
、
う
ち
語
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。
結
び
あ
げ
た
る
た
た
り
の
、
簾
の
つ

そ
の
事
と
心
得
て
、
「
わ
か
涙
を
ば
玉
に
貫
か
な
ん
」
と
う
ち
謂
じ
た
ま
へ
る
、
伊
勢
の

御
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
を
か
し
く
聞
こ
ゆ
る
も
、
内
の
人
は
、
聞
き
知
り
顔
に
さ
し
答
へ
た
ま
は
む
も
つ
つ
ま
し
く
て
、
「
も
の

ま
よ
り
凡
帳
の
綻
び
に
透
き
て
見
え
け
れ
ば
、

と
は
な
し
に
」
と
か
、
貫
之
が
こ
の
世
な
が
ら
の
別
れ
を
だ
に
、
心
細
き
筋
に
ひ
き
か
け
け
む
を
な
ど
、
げ
に
古
言
ぞ
人
の
心
を
の
ぶ
る

た
よ
り
な
り
け
る
を
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
。
御
願
文
つ
く
り
、
経
仏
供
養
せ
ら
る
べ
き
心
ば
へ
な
ど
書
き
出
で
た
ま
へ
る
硯
の
つ
い
で
に
、

客
人
、

あ
げ
ま
き
に
長
き
契
り
を
む
す
び
こ
め
お
な
じ
所
に
よ
り
も
あ
は
な
む

と
書
き
て
、
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
例
の
、
と
う
る
さ
け
れ
ど
、

ぬ
き
も
あ
へ
ず
も
ろ
き
涙
の
玉
の
緒
に
長
き
契
り
を
い
か
が
む
す
ば
ん

と
あ
れ
ば
、
「
あ
は
ず
は
何
を
」
と
、
恨
め
し
げ
に
な
が
め
た
ま
ふ
。

（
総
角
・
二
二
三

i
二
二
四
頁
）

こ
の
段
は
、
傍
線
部
の
伊
勢
歌
の
他
に
、
波
線
部
に
は
他
の
三
首
の
歌
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
後
二
首
に
は
糸
を
経
る
こ
と
が

詠
ま
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
集
』
と
『
源
氏
物
語
』

七
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身
を
憂
し
と
思
ふ
に
消
え
ぬ
も
の
な
れ
ば
か
く
て
も
紐
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
古
今
・
八

O
六
・
不
知
）

糸
に
桂
る
も
の
な
ら
な
く
に
別
れ
路
の
心
細
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
な
（
古
今
・
四
一
五
・
貫
之
）

片
糸
を
こ
な
た
か
な
た
に
緩
り
か
け
て
あ
は
ず
は
何
を
玉
の
緒
に
せ
む
（
古
今
・
四
八
三
・
不
知
）

右
の
う
ち
、
貫
之
歌
の
歌
句
が
正
し
く
照
応
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
歌
と
見
て
お
き
た
い
。
伊
勢
歌
と
併
せ
て
四
首
が
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に

『
催
馬
楽
』
の
「
総
角
」
も
据
え
ら
れ
て
い
て
巧
微
な
表
現
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
総
体
的
な
検
討
は
先
行
論
文
に
譲
り
、
伊

勢
歌
を
軸
に
見
て
い
き
た
い
。

旧
八
宮
邸
で
は
姉
妹
が
法
要
に
使
用
す
る
「
名
香
の
糸
」
を
緯
り
合
わ
せ
て
お
り
、
薫
が
来
訪
し
て
み
る
と
、
糸
繰
り
台
の
「
た
た
り
」
が

見
え
て
い
た
。
薫
は
涙
な
が
ら
に
糸
を
縫
っ
て
い
る
と
察
し
て
、
「
わ
が
涙
を
ば
玉
に
貫
か
な
ん
」
と
口
ず
さ
ん
で
い
る
。
姉
妹
に
対
し
て
、

伊
勢
歌
の
上
の
句
を
暗
示
さ
せ
、
「
よ
り
合
は
せ
て
泣
く
ら
む
声
を
糸
に
し
て
」
い
る
の
で
す
ね
と
挨
拶
し
た
わ
け
で
あ
る
。
伊
勢
の
歌
も
、

法
要
に
使
用
す
る
「
御
業
の
組
の
糸
」
に
託
し
て
喪
失
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

室
内
に
い
た
姉
妹
は
、
「
伊
勢
の
御
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
め
」
と
い
う
こ
と
で
伊
勢
歌
の
詠
歌
状
況
を
想
起
し
て
、

そ
れ
と
気
づ
い
て
い
る
。

し
か
し
、
「
聞
き
知
り
顔
」
に
応
え
る
こ
と
は
慎
ん
で
い
る
も
の
の
、
貫
之
歌
も
糸
に
経
る
こ
と
を
詠
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
薫
が

伊
勢
歌
に
拠
り
、
姉
妹
（
大
君
）
は
貫
之
歌
に
拠
っ
て
、
対
照
化
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
共
に
糸
を
縫
る
営
み
に
悲
し
み
を
見
出
し
て
い

る。
こ
の
後
、
薫
の
大
君
へ
の
贈
歌
に
な
る
が
、
そ
こ
で
も
伊
勢
歌
を
引
歌
と
し
て
お
り
、
物
語
の
技
法
と
し
て
の
引
用
は
手
が
込
ん
で
い
よ
う
。

薫
は
、
糸
を
経
る
営
み
を
「
お
な
じ
所
に
よ
り
も
あ
は
な
む
」
と
す
る
こ
と
で
求
愛
し
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
を
う
る
さ
く
感
じ
る
大
君
は
返
歌

で
切
り
返
す
他
は
な
い
。
「
よ
り
も
あ
は
な
む
」
を
「
ぬ
き
も
あ
へ
ず
」
と
逆
転
さ
せ
、
悲
し
み
の
涙
を
繋
ぎ
と
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の

で
、
末
長
い
契
り
な
ど
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
勢
歌
に
間
接
的
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

，っ。



一
周
忌
法
要
の
悲
し
み
は
、
伊
勢
歌
を
軸
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
引
用
は
、
詠
歌
情
況
、
す
な
わ
ち
詞
室
固
ま
で
含
ん
で
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
『
伊
勢
集
』
そ
の
も
の
に
依
拠
し
て
物
語
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
紫
式
部
が
い
か
に
『
伊
勢
集
』
に
親
眠

し
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
桐
壷
」
巻
と
と
も
に
伊
勢
の
名
は
貫
之
と
と
も
に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
引
歌
の
技
巧
と
い
う
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
貫
之
歌
引
用
の
実
際
と
付
き
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
『
伊
勢
集
』
を
考
え
る
こ
と
に
重
点
を
置

く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
課
題
と
し
た
い
。

＊ 

＊ 

＊ 

最
後
の
検
討
に
な
る
。
同
じ
く
「
総
角
」
巻
で
、

や
っ
と
届
い
た
匂
宮
か
ら
の
文
を
中
の
君
が
す
ぐ
に
も
見
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
大
君
が

な
だ
め
す
か
す
段
で
あ
る
。
大
君
は
、
文
を
見
ょ
う
と
も
し
な
い
中
の
君
に
対
し
て
、
も
し
自
分
が
亡
く
な
っ
た
ら
頼
り
に
す
る
人
は
匂
宮
し

か
い
な
い
の
で
、
お
す
が
り
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
と
言
っ
て
返
事
を
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
中
の
君
は
、
自
分
だ
け
先
立
っ
て
し
ま

う
お
つ
も
り
な
の
で
す
ね
と
す
ね
て
く
る
の
で
、
さ
ら
に
た
し
な
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
限
り
あ
れ
ば
、
片
時
も
と
ま
ら
じ
と
思
ひ
し
か
ど
、
な
が
ら
ふ
る
わ
ざ
な
り
け
り
、
と
思
ひ
は
べ
る
ぞ
や
。
明
日
知
ら
ぬ
世
の
、
さ

す
が
に
嘆
か
し
き
も
、
誰
が
た
め
惜
し
き
命
に
か
は
」
と
て
、
大
殿
油
ま
ゐ
ら
せ
て
見
た
ま
ふ
。

（
総
角
・
三
一
三
頁
）

大
君
は
、
「
誰
が
た
め
惜
し
き
命
に
か
は
」
と
中
の
君
を
た
し
な
め
て
い
る
。
あ
な
た
の
た
め
に
こ
の
命
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
引
歌
で
あ
っ
た
。

岩
く
ぐ
る
山
井
の
水
を
掬
び
あ
げ
て
誰
が
た
め
惜
し
き
命
と
か
知
る
（
四
二
四
）

こ
れ
も
「
古
歌
混
入
群
」
の
歌
で
あ
り
、
上
の
句
と
下
の
句
の
対
応
が
分
か
り
に
く
い
。
「
山
井
の
水
」
を
掬
う
こ
と
が
、
な
ぜ
「
誰
が
た

め
惜
し
き
命
」
と
知
る
こ
と
に
繋
が
る
か
が
理
解
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
措
辞
が
使
用
さ
れ
た
「
掬
ぶ
手
の
雫
に
濁
る
山
の
井
の

飽
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
」
（
古
今
・
四

O
四
・
貫
之
）
を
参
照
す
る
と
、
雫
に
濁
っ
て
し
ま
う
山
井
の
水
は
満
ち
足
り
な
い
思
い
が
す
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伊
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集
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と
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る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
『
伊
勢
集
』
の
歌
も
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
補
え
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
山
井
の
水
を
掬
い
あ
げ
て
も
満
ち

足
り
な
い
思
い
が
す
る
よ
う
に
、
あ
な
た
と
の
逢
瀬
に
満
ち
足
り
な
い
思
い
が
す
る
の
で
、
誰
の
た
め
に
惜
し
い
命
か
と
知
っ
た
こ
と
で
す
と

の
歌
意
と
な
ろ
う
。
「
誰
が
た
め
惜
し
き
命
と
か
知
る
」
に
は
問
題
は
な
い
。

と
に
か
く
分
か
り
に
く
い
歌
で
あ
り
、

果
た
し
て
こ
の
歌
が
引
か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
な
ろ
う
。
「
誓
ひ
て
も
な
ほ
思
ふ
に
は
負
け
に
け

り
誰
が
た
め
惜
し
き
命
な
ら
ね
ば
」
（
後
撰
・
八
八
六
・
蔵
内
侍
）
が
近
い
措
辞
の
使
用
と
な
る
が
、
こ
れ
は
惜
し
く
な
い
命
を
言
っ
て
お
り
、

引
歌
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
『
伊
勢
集
』
の
歌
が
無
難
と
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
こ
う
し
た
歌
ま
で
紫
式
部
は
知
悉
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

以
上
、

は
な
は
だ
粗
雑
な
が
ら
、
『
伊
勢
集
』
の
歌
句
そ
の
も
の
が
引
歌
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
各
場
面
を
、
引
用
と
い
う
観
点
か
ら
整

理
し
、
併
せ
て
引
歌
自
体
も
検
討
し
て
み
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
に
、
明
確
な
歌
句
引
用
の
形
を
と
ら
な
い
引
歌
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
後

日
を
期
し
た
い
。
『
伊
勢
集
』
に
は
「
古
歌
混
入
群
」
が
あ
る
の
で
、
問
題
は
残
る
も
の
の
、
本
来
的
に
古
歌
で
あ
っ
て
も
伊
勢
の
歌
と
の
理

解
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
紫
式
部
が
『
伊
勢
集
』
に
深
く
親
呪
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
場
面
形
成
に
大
き
く
寄
与
さ
せ
て
い
た
次
第
が
少
し
は

再
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
『
伊
勢
集
』
の
大
き
さ
が
改
め
て
認
識
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
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