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俊
成
の

「
さ
び
」

ー

l
月
例
の
注
釈
と
考
察

武

田

ヌじ

ミiム
イロ

評
語
「
さ
び
」
の
歌
合
判
詞
に
見
ら
れ
る
用
例
の
中
で
は
、
俊
成
の
も
の
が
最
も
古
く
、
十
三
ほ
ど
の
用
例
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
俊
成

の
「
さ
ひ
」
の
意
味
や
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
諸
家
の
論
が
あ
る
が
、
本
稿
は
研
究
の
基
礎
に
も
ど
り
、
各
用
例
に
即
し
た
注
釈
を
試
み
、
そ

こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
多
少
整
理
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

用
例
の
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
た
だ
し
句
読
点
は
本
文
の
内
容
に
応
じ
私
見
に
よ
っ
て
付
け
る
。

用
例
ご
と
に
「
通
釈
」
「
注
」
「
考
察
」
の
三
項
を
設
け
て
述
べ
て
い
く
。
た
だ
紙
幅
に
制
約
が
あ
る
た
め
に
、
「
注
」
は
極
力
簡
略
化
し
、

「
考
察
」
も
周
辺
の
問
題
を
な
る
べ
く
省
い
て
、
要
点
に
絞
っ
て
ま
と
め
る
方
針
を
と
る
。

－
〔
嘉
応
二
年
『
住
吉
社
歌
合
』
社
頭
月
八
番
〕

左
勝

正
四
位
下
行
内
蔵
頭
兼
太
皇
太
后
宮
亮
平
朝
臣
経
盛

一
五
す
み
よ
し
の
ま
つ
ふ
く
か
ぜ
の
お
と
さ
え
て
う
ら
さ
び
し
く
も
す
め
る
月
か
な

右

従
四
位
上
藤
原
朝
臣
頼
輔

一
六
や
は
ら
ぐ
る
ひ
か
り
や
月
に
そ
へ
つ
ら
む
し
め
の
う
ち
に
は
て
り
ま
さ
り
け
り

左
歌
、
す
が
た
こ
と
ば
い
ひ
し
り
て
、
引
制
引
こ
そ
み
え
侍
れ
。
右
歌
の
こ
こ
ろ
、

又
社
頭
の
月
の
ほ
い
な
り
。
た
だ
し
、

ひ
か
り
や
月

俊
成
の
「
さ
び
」

五



五
回

に
そ
へ
つ
ら
む
と
い
へ
る
わ
た
り
、

い
さ
さ
か
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
あ
る
こ
こ
ち
や
す
ら
む
。
左
、

な
ほ
う
た
さ
ま
た
ち
ま
さ
り
て
き
こ
ゆ
。

よ
り
て
為
勝
。

【
通
釈
】

左
勝

正
四
位
下
行
内
蔵
頭
兼
太
皇
太
后
宮
亮
平
朝
臣
経
盛

一
五
住
吉
の
浦
の
松
を
吹
く
風
の
音
が
さ
え
て
、
も
の
さ
び
し
く
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
月
ょ
。

右

従
四
位
上
藤
原
朝
臣
頼
輔

＝
ハ
仏
の
和
ら
げ
た
光
を
月
光
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
社
の
境
内
に
は
光
が
ひ
と
し
お
明
か
る
い
。

左
の
歌
は
、
そ
の
姿
、
言
葉
が
詠
み
方
を
心
得
た
風
で
、

さ
び
た
様
子
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
右
の
歌
の
心
は
ま
た
、
社
の
前
の
月
と
い

う
題
の
本
来
の
意
味
を
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
ひ
か
り
や
月
に
そ
へ
つ
ら
む
」
と
詠
ん
で
い
る
あ
た
り
は
、
少
々
表
現
に
不
十
分

な
点
が
あ
る
と
も
見
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
左
の
歌
は
、

か
ち

で
左
の
歌
を
勝
と
判
定
す
る
。

や
は
り
歌
全
体
の
姿
が
（
右
の
歌
よ
り
も
）
ま
さ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

【
注
】

O
平
朝
臣
経
盛

一
一
二
四
｜
一
一
八
五
。

O
す
み
よ
し

住
吉
。
今
の
大
限
市
住
吉
区
の
あ
た
り
。
海
辺
で
住
吉
神
社
の
所
在
地
と

し
て
知
ら
れ
た
。

O
う
ら
さ
び
し
く
も
「
う
ら
さ
び
し
」
は
、
本
来
心
さ
び
し
い
意
と
見
ら
れ
る
が
、
和
歌
で
は
「
心
」
に
「
浦
」
を
掛
け

て
「
塩
釜
の
う
ら
さ
び
し
く
も
見
え
わ
た
る
哉
」
（
『
古
今
集
』
八
五
二
）
な
ど
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
「
心
」
の
意
味
が
薄
く

な
り
、
何
と
な
く
〈
心
中
に
〉
さ
び
し
く
感
じ
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
。

O
藤
原
朝
臣
頼
輔

一
一
一
一
一
ー
一
一
八
六
。

O
や
は
ら
ぐ
る
ひ
か
り

仏
教
の
「
和
光
」
に
基
づ
く
語
。
「
和
光
」
は
仏
菩
薩
が
そ
の
威
徳
の
光
を
和
ら
げ
て
仮
の
安
を
現
す
こ
と
。
こ
こ
で
は
神
仏
習
合
思
想
に

ず
い
じ
ゃ
く

よ
る
「
和
光
垂
跡
」
の
見
方
で
、
仏
が
光
を
和
ら
げ
て
神
と
現
れ
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

O
し
め
の
う
ち

神
社
の
境
内
。

O
い
ひ
し

り
て

表
現
の
仕
方
を
心
得
て
い
て
。
俊
成
に
は
こ
の
語
句
を
歌
の
「
姿
」
「
言
葉
」
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
用
い
た
例
が
あ
る
。

O
ほ
い

本

意
。
こ
こ
で
は
歌
の
題
の
木
来
の
意
味
。



【
考
察
】
現
存
す
る
俊
成
の
判
詞
の
「
さ
び
」
の
用
例
の
中
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
さ
び
」
は
動
詞
「
さ
ぶ
」
の
連
用
形
で
、
後

世
の
「
さ
び
」
の
よ
う
な
名
詞
と
し
て
理
念
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
（
こ
の
点
は
俊
成
の
「
さ
び
」
の
用
例
の
全
部
に
共
通
し
て
い
る
）

が
、
歌
に
独
自
の
価
値
を
認
め
て
言
わ
れ
る
評
語
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
さ
び
て
こ
そ
み
え
侍
れ
」
と
評
せ
ら
れ
た
左
歌
は
叙
景
的
な
歌
で
、
住
吉
の
社
頭
の
松
風
の
音
も
澄
み
、
そ
こ
に
さ
す
月
光
も
澄
ん
だ
森

厳
蒼
古
の
世
界
を
飾
り
け
の
な
い
表
現
で
描
き
だ
し
て
い
る
よ
う
で
、

そ
の
点
か
ら
評
語
「
さ
び
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
程
度
考
え
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、
左
歌
に
は
「
う
ら
さ
び
し
く
」
の
語
が
見
え
、
こ
れ
が
俊
成
の
「
さ
び
」
の
評
語
を
用
い
る
動
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推

測
さ
れ
る
。
た
だ
、
形
容
詞
「
う
ら
さ
び
し
」
に
比
べ
る
と
、
似
た
形
の
動
詞
「
う
ら
さ
ぶ
」
（
『
万
葉
集
』
二
一
一
二
「
さ
さ
な
み
の
国
つ
み
神
の

う
ら
さ
び
て
：
：
：
」
以
下
の
用
例
が
あ
る
）
に
な
る
と
、
感
情
的
詠
嘆
的
な
と
こ
ろ
が
少
な
く
、

そ
れ
は
俊
成
の
用
い
た
動
詞
「
さ
ぶ
」
も
同

様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

2

〔
承
安
二
年
『
広
田
社
歌
合
』
海
上
眺
望
二
番
〕

左
持

前
大
納
言
実
定

六
一
む
こ
の
う
み
を
な
ぎ
た
る
あ
さ
に
み
わ
た
せ
ば
ま
ゆ
も
み
だ
れ
ぬ
あ
は
の
し
ま
や
ま

右

頼
政
朝
臣

六
一
一
わ
た
っ
う
み
を
そ
ら
に
ま
が
へ
て
ゆ
く
ふ
ね
も
く
も
の
た
え
ま
の
せ
と
に
い
り
ぬ
る

左
、
こ
と
ば
を
い
た
は
ら
ず
し
て
、

又
さ
び
た
る
す
が
た
、

ひ
と
つ
の
体
に
侍
め
り
。
ま
ゆ
も
み
だ
れ
ぬ
あ
は
の
し
ま
山
と
い
へ
る
、

カ

の
黛
色
週
臨
蒼
海
上
と
い
ひ
、
竜
門
翠
黛
眉
相
対
な
ど
い
へ
る
詩
お
も
ひ
い
で
ら
れ
て
、
幽
玄
に
こ
そ
み
え
侍
れ
。

右
又
、
そ
ら
に
ま
が
へ
て
ゆ
く
ふ
ね
も
と
い
へ
る
、
こ
こ
ろ
ふ
か
く
か
す
め
る
こ
こ
ち
し
て
、
く
も
の
た
え
ま
の
せ
と
に
い
り
ぬ
ら
ん
ほ

俊
成
の
「
さ
び
」

五
五



五ノ、

ど
も
、

お
ろ
か
な
る
心
お
よ
び
が
た
く
し
て
、
勝
劣
不
分
明
。
よ
り
て
為
持
。

【
通
釈
】

左
持

む

こ

あ

わ

六
－
武
庫
の
海
を
、
な
い
だ
朝
に
見
わ
た
す
と
、
青
い
ま
ゆ
ず
み
そ
の
ま
ま
に
、
美
し
く
整
っ
た
阿
波
の
山
か
げ
が
眺
め
ら
れ
る
。

前
大
納
言
実
定

頼
政
朝
臣

穴
エ
海
原
を
空
に
続
く
と
も
見
せ
て
、
遠
い
神
を
漕
い
で
ゆ
く
舟
は
、
雲
の
絶
え
間
の
瀬
戸
に
入
り
、
姿
を
消
し
た
。

左
の
歌
は
、
用
語
上
細
部
に
こ
だ
わ
ら
ず
詠
ん
で
お
り
、
さ
び
た
姿
で
、
一
種
独
特
の
歌
体
で
あ
る
よ
う
で
す
。
「
ま
ゆ
も
乱
れ
ぬ
阿
波

ノ
ハ
は
ゐ
か
－
一
ム

J

z

n

J

む
か
へ
日

の
島
山
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
あ
の
「
黛
色
廻
臨
－
一
蒼
海
上
一
」
と
詠
ん
だ
詩
と
か
、
「
竜
門
翠
黛
眉
相
対
」
と
詠
ん
だ
詩
と
か
が

思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
、
幽
玄
に
見
え
ま
す
。

右
右
の
歌
も
、
「
空
に
ま
が
へ
て
ゆ
く
舟
も
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、

思
い
入
れ
が
深
く
、

定
か
に
と
ら
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思

わ
れ
、
「
雲
の
絶
え
間
の
瀬
戸
に
入
り
ぬ
る
」
と
い
う
様
子
も
、
未
熟
な
私
の
心
に
は
及
び
が
た
い
も
の
が
あ
っ
て
、
優
劣
を
決
め
か
ね

ま
す
。
そ
れ
で
持
（
勝
負
な
し
）
と
し
ま
す
。

屋
・
神
戸
の
あ
た
り
）
で
、
そ
の
前
の
海
。

O
頼
政
朝
臣

源
頼
政
。

一一

O
四
l
一
一
八

O
。
O
く
も
の
た
え
ま
の
せ
と

む

こ
武
庫
の
海
。
「
武
庫
」
は
六
甲
山
の
南
側
の
地
（
今
の
西
宮
・
芦

せ

と

「
瀬
戸
」
は
海

【
注
】

O
実
定

藤
原
実
定
。

一
一
一
二
九

l
一
一
九
一
。

O
む
こ
の
う
み

峡
。
こ
こ
は
雲
の
切
れ
目
を
瀬
戸
と
見
な
し
た
か
。

O
黛
色
担
臨
蒼
海
上
ま
ゆ
ず
み
の
色
の
山
は
、
は
る
か
に
青
海
原
の
ほ
と
り
に
姿
を
見

が

ら

ん

す

い

は

く

ぢ

や

，

せ

ん

り

ょ

う

も

ん

せ
て
い
る
。
『
千
載
佳
匂
』
・
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
収
め
ら
れ
た
賀
蘭
遂
の
「
百
丈
山
」
の
中
の
詩
句
。

O
竜
門
翠
麓
眉
相
対
竜
門
山
は
青
い

t

－AV
 

ま
ゆ
ず
み
で
描
い
た
眉
が
向
き
合
っ
て
い
る
と
見
え
る
。
『
白
楽
天
詩
後
集
』
巻
十
一
に
見
え
る
「
五
鳳
楼
晩
望
」
の
中
の
詩
句
。
「
五
鳳
楼
」

は
梁
の
太
祖
が
洛
陽
に
建
て
た
楼
で
、
竜
門
山
は
格
陽
の
西
南
に
あ
る
。

【
考
察
】

『
広
田
社
歌
合
』
の
俊
成
の
判
調
に
は
、
「
さ
び
」
の
用
例
が
こ
の
判
詞
以
下
四
例
見
ら
れ
る
。



こ
の
用
例
で
は
左
歌
に
対
し
て
「
こ
と
ば
を
い
た
は
ら
ず
」
と
言
う
の
と
併
せ
て
「
さ
び
た
る
姿
」
と
評
し
、
こ
れ
を
一
種
独
特
の
歌
体
と

認
め
て
い
る
。
左
歌
は
朝
な
ぎ
の
海
上
に
整
っ
た
青
い
ま
ゆ
ず
み
を
思
わ
せ
る
山
影
を
眺
望
し
た
こ
と
を
詠
ん
だ
叙
景
的
な
作
で
、
「
こ
と
ば

を
い
た
は
ら
ず
」
と
言
う
の
は
こ
の
場
合
用
語
上
の
小
細
工
を
せ
ず
、
筒
古
と
も
言
え
る
格
調
で
詠
ま
れ
て
い
る
点
を
指
し
た
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
古
風
な
落
ち
着
き
を
も
っ
た
一
首
の
姿
が
「
さ
び
た
る
姿
」
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
俊
成
は
左
歌
の
下
旬
「
ま
ゆ
も
乱
れ
ぬ
阿
波
の
島
山
」
に
つ
い
て
、
青
い
ま
ゆ
ず
み
で
山
影
を
形
容
し
た
詩
句
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ

る
と
言
い
、
「
幽
玄
」
に
見
え
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
美
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
の
か
に
感
じ
ら
れ
る
点
、
現
実
か
ら
隔
た
る
奥
深
さ
が
あ

る
の
を
「
幽
玄
」
と
評
し
た
か
と
思
う
。
俊
成
は
「
幽
玄
」
も
「
さ
び
」
も
歌
の
姿
の
特
徴
を
示
す
の
に
用
い
て
い
る
が
、
「
幽
玄
」
の
方
は

歌
の
心
に
重
き
を
置
い
て
言
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
さ
び
」
は
歌
の
言
葉
に
即
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
俊

成
の
用
例
で
は
「
心
幽
玄
」
と
言
っ
た
例
は
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
心
さ
び
」
の
類
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

3
〔
承
安
二
年
『
広
回
社
歌
合
』
海
上
眺
望
十
三
番
〕

左

左
京
権
大
夫
修
範

八
三
く
も
は
れ
て
よ
も
の
し
ま
ベ
を
み
つ
る
か
な
あ
ま
の
を
ぶ
ね
に
な
み
ま
く
ら
し
て

右
勝

沙
弥
寂
念

λ
固
あ
し
の
は
も
し
も
が
れ
に
け
り
な
に
は
が
た
た
ま
も
か
り
ぶ
ね
ゆ
き
か
よ
ふ
み
ゆ

左
、
う
た
の
け
し
き
心
ぽ
そ
く
、
す
が
た
も
い
と
を
か
し
く
み
え
侍
る
を
、
あ
ま
の
を
ぶ
ね
に
な
み
ま
く
ら
し
て
と
い
へ
る
、

よ
る
の
う

た
な
ら
ば
月
あ
り
て
ぞ
く
も
も
は
れ
ま
ほ
し
く
侍
る
。
い
か
が
。

右
は
、
を
は
り
の
く
の
い
ひ
と
ぢ
め
た
る
ほ
ど
、
に
ほ
ひ
す
く
な
き
ゃ
う
に
侍
れ
ど
、
し
も
が
れ
に
け
り
な
に
は
が
た
な
ど
、

か
ら
ぬ
事
な
れ
ど
、
剖
剖
引
も
侍
れ
ば
、
な
ん
な
き
に
つ
き
て
右
か
つ
べ
き
に
や
侍
ら
ん
。

め
づ
ら
し

俊
成
の
「
さ
び
」

五
七



五
八

【
通
釈
】

左

左
京
権
大
夫
修
範

八
一
一
一
雲
が
晴
れ
て
、

四
方
の
島
々
の
あ
た
り
を
眺
め
た
、
ー
l
l
漁
夫
の
乗
る
小
舟
の
中
に
旅
寝
を
し
て
。

右
勝

あ

し

な

に

わ

が

た

八
四
葦
の
葉
も
、
す
っ
か
り
霜
枯
れ
た
、
｜
｜
難
波
潟
に
、
藻
を
刈
る
舟
が
通
っ
て
行
く
の
が
見
え
る
。

左
の
歌
は
、
歌
の
様
子
が
心
細
く
、
歌
の
姿
も
大
層
面
白
く
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
あ
ま
の
小
舟
に
波
ま
く
ら
し
て
」
と
詠
ん
で
い

沙
弥
寂
念

る
の
は
、
夜
の
こ
と
を
歌
っ
た
と
す
る
と
、
月
が
あ
っ
て
こ
そ
雲
の
晴
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
、
が
、
い
か
が
で
し
工
う
。

な
巴
は
が
た

右
の
歌
は
、
最
後
の
句
の
言
い
切
っ
て
い
る
あ
た
り
の
表
現
が
、
余
情
が
乏
し
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
、
「
霜
枯
れ
に
け
り
難
波
潟
」
と
詠

ん
だ
と
こ
ろ
な
ど
、

目
新
し
い
と
は
言
え
ぬ
に
し
て
も
、

さ
び
た
感
じ
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
格
別
欠
点
が
な
い
の
を
取
り
柄
と
し
て
、
右

の
勝
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】

O
修
範
藤
原
修
範
。
一
一
四
一
一
一
｜
一
一
八
三
。

O
寂
念

に
用
い
る
舟
。
「
玉
藻
」
の
「
玉
」
は
美
称
。
「
玉
藻
刈
る
」
「
藻
刈
り
舟
」
は
、

き
。
欠
点
、
が
な
い
こ
と
。

た
め
な
り

俗
名
は
藤
原
為
業
。
生
没
年
未
詳
。

O
た
ま
も
か
り
ぷ
ね

藻
を
刈
る
の

そ
れ
ぞ
れ
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
語
。

O
な
ん
な
き

難
な

【
考
察
】
こ
こ
で
は
「
霜
枯
れ
に
け
り
難
波
潟
」
の
句
を
挙
げ
て
「
さ
び
て
も
侍
れ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
。
難
波
潟
は
葦
の
名
所
で
あ
る
が
、

そ
の
粛
条
と
し
た
冬
の
景
を
「
霜
枯
れ
に
け
り
」
と
端
的
に
表
現
し
た
点
が
「
さ
び
て
」
と
言
わ
れ
た
も
の
か
と
思
う
。

な
お
、
こ
の
右
歌
の
情
景
と
似
た
部
分
を
も
っ
西
行
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
あ
し
の
か
れ
は
に
風
わ
た
る
な
り
」
を
、
俊
成

は
「
幽
玄
の
体
」
と
評
す
る
（
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
二
十
九
番
〉
が
、

こ
れ
は
難
波
の
春
を
詠
ん
だ
能
因
の
本
歌
の
興
趣
の
世
界
を
、
遠
い
面

影
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
点
に
注
目
し
て
、
「
幽
玄
」
の
評
語
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。



4
〔
承
安
二
年
『
広
田
社
歌
合
』
海
上
眺
望
十
八
番
〕

季

九
三
み
わ
た
せ
ば
お
き
の
し
ほ
ぢ
に
く
も
ひ
ち
て
そ
ら
か
う
み
か
も
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る

左
持

広

右

広

= 
日

丸
岡
わ
た
の
は
ら
く
も
ゐ
は
る
か
に
こ
ぎ
い
で
て
ゆ
ふ
ひ
に
ま
が
ふ
あ
け
の
そ
ほ
ぶ
ね

左
ば
、
こ
と
ば
ふ
り
、
す
が
た
さ
び
て
、
よ
ろ
し
き
う
た
と
い
ひ
つ
ベ
し
。

右
は
、
あ
げ
の
そ
ほ
ぶ
ね
ゆ
ふ
ひ
の
い
ろ
に
ま
が
へ
た
る
こ
こ
ろ
、
又
を
か
し
く
み
ゆ
。
だ
い
の
こ
こ
ろ
は
お
な
じ
く
、
う
た
の
す
が
た

は
と
り
ど
り
な
り
。
よ
り
て
又
為
持
。

【
通
釈
】

左
持

広

季

丸
三
見
渡
す
と
、
沖
の
潮
路
に
雲
が
垂
れ
こ
め
て
、
空
か
海
か
も
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

右

広

仁3

丸
四
海
原
を
、
空
と
連
な
る
遠
く
ま
で
漕
ぎ
出
し
て
、
夕
日
か
と
見
え
る
、
赤
い
舟
ょ
。

左
の
歌
は
、

言
葉
が
古
風
で
、
姿
が
さ
び
て
、

よ
い
歌
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
歌
は
、
赤
く
塗
っ
た
舟
が
夕
日
の
色
と
見
え
た
と
詠
ん
だ
心
が
、

ま
た
面
白
く
思
わ
れ
る
。
（
「
海
上
眺
望
」
と
い
う
）
題
の
意
味
す

【
注
】

O
広
季

る
と
こ
ろ
は
同
様
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
左
右
の
歌
の
姿
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
も
持
と
判
定
す
る
。

院
持
同
誌
（
刊
日
）
。
生

中
原
広
季
。
生
没
年
未
詳
。

O
ひ
ち
て

（
水
に
）
浸
っ
て
。
「
ひ
っ
」
は
水
に
つ
か
る
意
。

O
広
言

没
年
未
詳
。

O
あ
け
の
そ
ほ
ぶ
ね

赤
く
塗
っ
た
舟
。
『
万
葉
集
』
に
用
例
（
二
七
二
〉
が
あ
る
。

【
考
察
】
こ
こ
で
は
左
歌
に
対
し
て
「
こ
と
ば
ふ
り
」
と
言
う
の
と
併
せ
て
「
姿
さ
び
て
」
と
評
し
、
「
よ
ろ
し
き
歌
」
と
認
め
て
い
る
。
「
こ

俊
成
の
「
さ
び
」

五
九



。

と
ば
か
り
」
と
言
う
の
は
、
下
旬
「
空
か
海
か
も
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
、
「
波
か
雪
か
と
わ
き
ぞ
か
ね
つ
る
」
（
『
貫
之
集
』

四
六
八
〉
の
よ
う
な
、
後
世
に
使
用
さ
れ
た
例
の
少
な
い
言
い
方
に
よ
っ
て
い
る
点
な
ど
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
左

歌
は
海
と
空
の
区
別
も
定
か
で
な
い
主
漠
と
し
た
風
景
を
眺
望
し
た
様
子
を
、
新
奇
な
表
現
を
用
い
ず
一
詠
み
く
だ
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
一
首

の
姿
が
「
姿
さ
び
て
」
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
右
歌
の
「
あ
け
の
そ
ほ
舟
」
も
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
古
語
に
違
い
な

い
が
、
そ
の
赤
色
を
「
夕
日
に
ま
が
ふ
」
も
の
と
す
る
よ
う
な
趣
向
の
歌
は
、
「
を
か
し
く
」
見
え
て
も
「
姿
さ
ひ
て
」
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
ろ
う
。

5

〔
承
安
二
年
『
広
田
社
歌
合
』
述
懐
十
三
番
〕

左
勝

修
範
朝
臣

一
回
一
い
た
づ
ら
に
う
き
ょ
も
な
か
ば
す
ぐ
る
ま
で
お
く
り
む
か
ふ
る
は
て
ぞ
ゆ
か
し
き

右

寂

b 
, l斗、

一
回
二
ね
ざ
め
し
て
も
の
ぞ
か
な
し
き
む
か
し
み
し
人
は
こ
の
よ
に
あ
る
ぞ
す
く
な
き

左
歌
、
う
き
ょ
も
な
か
ば
す
ぐ
る
ま
で
と
い
へ
る
わ
た
り
、
よ
ろ
し
く
こ
そ
き
こ
え
侍
れ
。

右
歌
は
、
す
が
た
さ
び
て
、
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
、
げ
に
さ
る
事
な
り
と
き
こ
え
侍
る
を
、
も
の
ぞ
か
な
し
き
と
お
き
、
あ
る
ぞ
す
く
な
き
と

い
へ
る
、
ぞ
の
字
き
の
字
お
な
じ
さ
ま
に
ぞ
き
こ
え
侍
る
。
歌
合
に
は
さ
る
べ
き
こ
と
な
る
べ
し
。

左
は
、
す
ゑ
の
ゆ
か
し
き
と
い
ふ
こ
と
ば
や
、
す
こ
し
い
か
に
ぞ
お
ぼ
え
侍
れ
ど
、
そ
れ
は
あ
ま
り
の
事
な
り
。
以
左
勝
と
申
す
ベ
し
。

【
通
釈
】左

勝

修
範
朝
臣

一
四
一
む
な
し
く
も
、

つ
ら
レ
人
生
の
半
ば
を
過
ぎ
る
ま
で
年
月
を
経
た
、
こ
の
身
の
末
路
が
知
り
た
レ
。



右

寂

念

一
回
一
一
夜
中
に
目
覚
め
て
、
何
と
な
く
悲
し
い
、
｜
｜
昔
の
知
り
合
い
は
、
も
う
こ
の
世
に
い
る
人
が
少
な
い
。

左
の
歌
は
、
「
憂
き
世
も
半
ば
過
ぐ
る
ま
で
」
と
詠
ん
で
い
る
あ
た
り
が
、
ょ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

右
の
歌
は
、
姿
が
さ
び
て
、
心
細
い
感
じ
で
、
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
「
も
の
ぞ
悲
し
き
」
と
言
っ
た

上
で
「
あ
る
ぞ
少
な
き
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
ぞ
」
の
字
に
「
き
」
の
字
を
用
い
た
言
い
方
が
、
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
特
に
歌
合
で
は
避
け
る
べ
き
こ
と
で
し
ょ
う
。

左
の
歌
は
、
末
句
の
「
ゆ
か
し
き
」
と
い
う
言
葉
が
、
少
々
問
題
、
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
と
が
め
で
は
厳
し
過
ぎ

る
評
に
な
り
ま
す
。
左
の
歌
を
勝
と
判
定
し
ま
し
ょ
う
。

3
の
「
注
」
参
照
。

O
寂
念

【注】

O
修
範

3
の
「
注
」
参
照
。

O
さ
る
べ
き
こ
と

避
け
る
べ
き
こ
と
。

門
考
察
】
前
の
用
例
の
場
合
と
同
様
、
「
姿
さ
び
て
」
の
評
語
が
見
え
る
。
た
だ
こ
の
評
の
対
象
と
な
っ
た
右
の
歌
は
述
懐
の
歌
で
あ
る
点
が
、

こ
れ
ま
で
の
用
例
で
対
象
と
な
っ
た
歌
が
叙
景
的
な
歌
で
あ
っ
た
の
と
趣
を
異
に
す
る
。

一
首
は
ま
ず
「
も
の
ぞ
悲
し
き
」
と
詠
嘆
し
、
次
に

土
日
の
知
人
で
生
き
残
る
人
が
少
な
い
こ
と
を
言
い
添
え
て
い
る
が
、
新
奇
な
表
現
を
用
い
ず
古
風
と
も
言
え
る
素
直
な
詠
み
方
で
、
そ
う
い
う

点
は
こ
れ
ま
で
の
用
例
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

6

〔
治
承
三
年
十
月
『
右
大
臣
家
歌
合
』
十
七
番
雪
〕

左
勝

三
一
－
一
ふ
り
そ
む
る
け
さ
だ
に
人
の
ま
た
れ
つ
る
み
山
の
里
の
雪
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

寂

蓮

右

大
弐
入
道

三
国
旅
人
は
は
れ
ま
な
し
と
や
お
も
ふ
ら
ん
た
か
き
の
山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の

俊
成
の
「
さ
び
」

」ー
ノ、



占ノ、

み
や
ま
の
里
の
雪
は
、
今
朝
だ
に
人
の
な
ど
い
へ
る
心
よ
ろ
し
く
侍
る
に
や
。
た
か
き
の
や
ま
の
雪
は
、
歌
の
た
け
あ
り
て
優
に
侍
る
ベ

し
。
此
た
か
き
の
山
も
芳
野
の
山
に
こ
そ
侍
れ
。
旅
人
な
ど
の
つ
ね
に
す
ぐ
る
事
は
い
と
な
く
や
侍
ら
む
と
覚
え
侍
る
う
へ
に
、
雪
の
タ

ぐ
れ
、
す
こ
し
剖
削
引
お
も
ひ
や
ら
れ
侍
れ
ば
、
又
左
の
か
た
へ
つ
き
や
侍
ら
む
。

【
通
釈
】

左
勝

寂

蓮

三
三
雪
の
降
り
初
め
た
今
朝
で
さ
え
、
人
の
訪
れ
が
待
た
れ
た
、
こ
の
山
塁
の
雪
の
夕
暮
れ
ハ
の
寂
し
さ
）
よ
。

大
弐
入
道

た
か
き

三
回
旅
人
は
、
晴
れ
間
も
な
く
雪
が
降
る
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
、

1
1
4高
城
の
山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の
よ
。

右（
左
の
）
「
み
山
の
里
の
雪
」
の
歌
は
、
「
今
朝
だ
に
人
の
」
な
ど
と
詠
ん
だ
心
が
優
れ
た
作
か
と
思
い
ま
す
。
（
右
の
〉
「
高
城
の
山
の

雪
」
の
歌
は
、
歌
の
格
調
が
高
く
て
優
美
な
作
で
し
ょ
う
。
た
だ
こ
の
高
城
の
山
は
ま
た
吉
野
の
山
の
一
部
で
す
。
そ
れ
で
旅
人
な
ど
が

常
に
通
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
そ
れ
に
（
左
の
歌
の
）
雪
の
夕
暮
れ
は
少
し
さ
び
た
様
子
に
思
い
や

ら
れ
ま
す
の
で
、
ま
た
左
の
方
に
味
方
し
（
て
勝
と
し
〉
ょ
う
か
と
思
い
ま
す
。

円注】

O
寂
蓮

生
年
未
詳
｜
一
二

O
二。

O
ふ
り
そ
む
る
：
：
：

た
か
き

高
城
の
山
。
今
の
奈
良
県
吉
野
郡
、
吉
野
山
地
の
山
。
『
万
葉
集
』
に
「
み
吉
野
の
高
城
の
山
に

『
新
古
今
集
』
（
六
六
一
二
〉
に
入
集
し
た
歌
。

O
大
弐
入
道

藤
原
重
家
。

一
一
二
八

l
一
一
八

O
。
O
Kか
き
の
山

白
雲
は
行
き
は
ば
か
り
で
た
な
び
け
り
み
ゆ
」
（
三
五
六
〉
の
歌
が
あ
る
。

O
た
け
あ
り
て

格
調
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
て
。

円
考
察
】
こ
の
用
例
で
は
左
歌
に
つ
い
て
「
雪
の
夕
暮
れ
、
す
こ
し
さ
び
て
思
ひ
や
ら
れ
侍
れ
ば
」
と
評
し
、

こ
れ
が
左
歌
を
勝
と
す
る
理
由

の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
思
ひ
や
ら
れ
」
る
と
あ
る
の
で
、
左
歌
に
詠
ま
れ
た
雪
の
夕
暮
れ
の
情
景
が
「
さ
び
て
」
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
さ
び
て
」
と
さ
れ
る
点
を
、
右
歌
に
詠
ま
れ
た
雪
の
あ
け
ぼ
の
の
場
合
と
も
比
較
し
て
考
え
て
み
る
と
、
山

里
の
雪
の
夕
暮
れ
の
寂
し
さ
が
主
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



す
る
と
、
こ
こ
で
は
「
さ
び
」
は
歌
の
心
の
面
を
主
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
歌
の
心
は
言
葉
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
「
さ
び
」
が
言
葉
ひ
い
て
は
姿
の
面
と
無
関
係
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。

7

〔
文
治
三
年
頃
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
二
十
番
〕

左

三
丸
長
月
の
月
の
ひ
か
り
の
影
深
け
て
す
そ
の
の
は
ら
に
を
し
か
鳴
く
な
り

右
勝

四

O
月
み
ば
と
契
り
お
き
て
し
古
郷
の
人
も
や
こ
よ
ひ
袖
ぬ
ら
す
ら
ん

す
そ
の
の
原
と
い
へ
る
、

心
ふ
か
く
す
が
た
さ
ぴ
た
り
。
但
、
人
も
や
こ
よ
ひ
と
い
へ
る
、

」
と
ば
か
ざ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
哀
こ
と
に

ふ
か
し
。
右
猶
ま
さ
る
べ
し
。

【
通
釈
】左

お
じ
か

三
九
（
晩
秋
〉
九
月
の
月
の
光
が
ふ
け
た
色
を
帯
び
て
、
す
そ
野
の
原
に
牡
鹿
が
鳴
い
て
い
る
よ
う
だ
。

右
勝

そ

で

曲

目

O
月
を
見
た
ら
思
い
出
そ
う
と
約
束
し
た
古
里
の
人
も
、
今
夜
（
わ
た
し
と
同
じ
よ
う
に
）
袖
を
一
慌
で
濡
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
す
そ
野
の
原
」
と
詠
ん
で
い
る
（
左
の
）
歌
は
、
思
い
入
れ
が
深
く
、

姿
が
さ
び
て
い
る
。

し
か
し
、
「
人
も
や
こ
よ
ひ
」
と
詠
ん
で

い
る
（
右
の
）
歌
は
、
言
葉
は
飾
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
哀
れ
の
深
い
も
の
が
あ
る
。
右
の
歌
が
や
は
り
勝
る
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

門注】

O
影
深
け
て

ふ
「
深
け
て
」
は
夜
が
更
け
た
こ
と
を
言
う
が
、
「
長
月
」
と
の
関
連
か
ら
見
る
と
秋
の
深
ま
っ
た
こ
と
も
含
め
て
言
っ
た

俊
成
の
「
さ
び
」

ムノ、



六
回

？ト
【
考
察
】
西
行
の
白
歌
合
『
御
裳
擦
河
歌
合
』
の
俊
成
の
判
調
に
は
、
「
さ
び
」
の
用
例
ニ
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
「
す
そ
野
の
原
と
い
へ
る
、
心
ふ
か
く
姿
さ
ぴ
た
り
」
と
評
し
て
い
る
が
、
「
姿
」
と
言
う
以
上
、
「
す
そ
野
の
原
」
の
語
だ
け
を

と
り
上
げ
た
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
語
で
左
歌
を
示
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
左
歌
は
晩
秋
の
夜
更
け
の
月
光
の
下
に
裾
野
に
鳴
く
鹿
を

叙
景
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
静
か
で
寂
し
い
世
界
を
と
ら
え
た
作
者
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
「
心
ふ
か
く
」
と
評
し
、
ま
た
そ
う
い

う
位
界
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
地
味
な
言
葉
遣
い
で
、
落
ち
着
い
た
歌
の
姿
を
と
っ
て
い
る
点
を
「
姿
さ
ぴ
た
り
」
と
評
し
た
も
の
か
と
思

h

つノ。
た
だ
、
勝
負
の
判
定
と
し
て
ば
、
右
歌
の
方
が
「
哀
こ
と
に
ふ
か
し
」
と
評
せ
ら
れ
勝
と
さ
れ
て
い
る
。

8
〔
文
治
三
年
頃
『
御
裳
濯
河
歌
合
』
二
十
一
番
〕

左
持

四
一
憶
障
よ
さ
む
に
秋
の
な
る
ま
ま
に
よ
わ
る
か
こ
ゑ
の
遠
ざ
か
り
行
く

右

四
ニ
松
に
は
ふ
ま
さ
の
は
か
づ
ら
散
り
に
け
り
と
山
の
秋
は
風
す
さ
む
ら
ん

左
右
共
に
す
が
た
さ
び
詞
を
か
し
く
聞
え
侍
り
。
右
の
ま
さ
の
は
ぞ
、
す
こ
し
い
か
に
ぞ
き
こ
ゆ
れ
ど
も
、
外
山
の
秋
は
な
ど
い
へ
る
末

句
い
う
に
侍
れ
ば
、
猶
持
と
申
す
べ
く
や
。

【
通
釈
】

左
持

E
H」
お
ろ
ぎ
は
、
秋
も
夜
寒
に
な
る
に
つ
れ
て
、
弱
る
の
か
、
声
、
か
遠
く
か
す
か
に
な
っ
て
い
く
。



右

四
二
松
の
木
に
ま
つ
わ
る
、
ま
さ
の
は
か
ず
ら
は
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
里
近
い
山
の
秋
は
、
風
が
吹
き
つ
の
っ
て
い
る
の
ア
あ
ろ
う
。

左
右
の
歌
は
、
共
に
姿
が
さ
び
て
、
言
葉
遣
い
が
興
趣
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
右
の
歌
で
「
ま
さ
の
は
」
と
言
う
の
は
、
少
し
ど

と
や
ま

う
か
と
い
う
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、
「
外
山
の
秋
は
」
な
ど
と
詠
ん
だ
下
の
句
が
優
美
で
す
か
ら
、
や
は
り
持
と
判
定
す
べ
き
か
と
思
い

ま
す
。

【
注
】

O
螺
陣
：
：
：

ふ
か
く
成
行
く
ま
ま
に
む
し
の
ね
の
き
け
ば
夜
毎
に
よ
わ
る
な
る
か
な
」
（
『
堀
河
百
首
』
八
二
九
、
隆
源
〉
。

O
松
に
は
ふ
・

み

と

古
今
集
』
（
五
三
八
）
に
入
集
。
本
歌
「
深
山
に
は
あ
ら
れ
ふ
る
ら
し
外
山
な
る
ま
さ
き
の
か
づ
ら
色
づ
き
に
け
り
」
（
『
古
今
集
』

神
あ
そ
び
の
う
た
）
。
「
ま
さ
の
は
か
づ
ら
」
は
「
ま
さ
き
の
か
づ
ら
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
俊
成
も
そ
の
意
味
で
判
詞
に
問
題
視
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
「
ま
さ
き
の
か
づ
ら
」
は
、
常
緑
の
つ
る
性
の
植
物
で
あ
る
が
、
初
夏
と
初
冬
に
赤
く
色
づ
く
。

「
幡
蝉
」
は
、
き
り
ぎ
り
す
、
す
な
わ
ち
今
の
コ
オ
ロ
ギ
。

一
首
は
『
新
古
今
集
』
（
四
七
二
）
に
入
集
。
参
考
歌
「
秋

一
首
は
『
新

一
O
七
七
、

【
考
察
】
こ
こ
で
は
左
右
の
歌
を
「
共
に
姿
さ
び
詞
を
か
し
く
聞
え
侍
り
」
と
評
し
て
い
る
。
左
右
の
二
首
の
西
行
の
歌
は
、
共
に
晩
秋
の
情

景
で
、
秋
の
風
物
の
消
え
去
っ
て
い
く
こ
ろ
の
寂
し
い
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
参
考
歌
な
り
本
歌
な
り
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

実
感
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
歌
で
、
晩
秋
の
寂
し
い
情
景
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
飾
り
げ
の
な
い
自
然
な
言
葉
で
表
現

し
て
い
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
特
徴
を
「
姿
さ
び
」
と
俊
成
は
評
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

9
〔
建
久
四
年
頃
『
六
百
番
歌
合
』
春
同
九
番
余
寒
〕

左
勝

顕

昭

一
七
し
が
ら
き
の
と
や
ま
は
雪
も
き
え
に
し
を
冬
を
の
こ
す
や
た
に
の
タ
か
ぜ

右

経
家
卿

俊
成
の
「
さ
び
」

六
五



六
六

一
八
春
か
ぜ
は
ふ
く
と
き
け
ど
も
し
ば
の
や
は
な
ほ
さ
む
し
ろ
に
い
こ
そ
ね
ら
れ
ね

右
方
申
云
、
左
歌
難
な
し
。
左
方
申
云
、
右
歌
め
づ
ら
し
か
ら
ず
。

判
云
、
左
、

上
旬
は
た
け
あ
り
て
き
こ
え
侍
る
を
、
谷
の
タ
風
と
し
も
さ
し
た
る
こ
そ
、
あ
し
た
は
い

タ
の
字
を
そ
へ
て
も
や
は
と
（
小
西
本
）

た
だ
谷
の
風
と
い
ふ
ベ
か
り
け
る
が
、
文
字
の
た
ら
で
、
ゆ
ふ
ベ
を
そ
へ
て
く
れ
し
も
や
は
と

た
だ
谷
の
い
は
か
げ
な
ど
か
く
べ
か
り
け
る
に
や
。
右
の
し
ば
の
屋
引
制
引
き
こ
え
侍
る
を
、
こ
の
狭
席

を
ひ
と
へ
に
来
、
席
と
い
へ
る
様
に
侍
る
こ
そ
、
凡
に
侍
る
め
れ
。
猶
し
が
ら
き
の
山
は
す
こ
し
ま
さ
る
べ
き
に
や
。

し
が
ら
き
の
な
ど
い
へ
る
よ
り
、

ま
す
こ
し
さ
ゆ
ら
ん
も
の
を
。
こ
れ
は
、

聞
え
侍
る
に
こ
そ
。
さ
ら
ば
、

【
通
釈
】

左
勝

し
が
ら
き

一
七
信
楽
の
、
里
に
近
い
山
は
雪
も
消
え
た
の
に
、
谷
の
タ
風
は
な
お
冬
の
寒
さ
を
残
し
て
い
る
。

顕

ag 

右

経
家
卿

L
ば

一
八
春
風
は
吹
く
と
聞
く
け
れ
ど
、
柴
ぶ
き
の
家
は
な
お
紫
、
く
、
寒
い
敷
物
に
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

右
方
か
ら
は
、
左
の
歌
は
別
に
非
難
す
べ
き
点
は
な
い
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
左
方
か
ら
は
、
右
の
歌
は
目
新
し
さ
が
な
い
と
の
申
し

出
が
あ
っ
た
。

判
者
の
意
見
は
次
の
と
お
り
で
す
。
左
の
歌
は
、
「
信
楽
の
」
な
ど
と
詠
み
出
し
た
の
を
初
め
、

上
の
句
は
格
調
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
ま

す
が
、
（
下
の
句
に
〉
「
谷
の
タ
風
」
と
指
定
し
た
の
は
、
朝
の
方
が
風
が
今
少
し
冷
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
に
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
単

に
「
谷
の
風
」
と
言
う
は
ず
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
で
は
ハ
和
歌
と
し
て
）
音
数
が
不
足
す
る
の
で
、
「
タ
」
の
語
を
加
え
て
言
っ
た
も

た
だ
「
谷
の
岩
陰
」
な
ど
と
詠
む
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。
右
の
「
柴
の
屋
」

き

む

し

る

む

し

る

の
歌
は
さ
び
た
様
子
に
受
け
取
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
こ
で
「
狭
席
」
を
専
ら
寒
い
席
の
意
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

の
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
平
俗
な
言
い
方
で
し
ょ
う
。
や
は
り
（
左
の
〉
信
楽
の
山
を
詠
ん
だ
歌
の
方
、
が
、
少
し
勝
る
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。



藤
原
顕
輔
の
猶
子
。
一
一
三

δ
頃
｜
一
二

O
九
頃
。

O
し
が
ら
き
今
の
泌
賀
県
甲
賀
郡
儲
粥
町
。

O
経
家
卿

一
一
四
九

i
一
二

O
九。

O
ゆ
ふ
べ
を
そ
へ
て
く
れ
し
も
や
は
「
く
れ
し
も
」
は
「
暮
し
も
」
と
す
る
本
も
多
い
が
意
味
が
よ
く
通
じ
な
い
。

『
新
校
六
百
番
歌
合
』
に
引
く
小
西
本
の
「
く
れ
し
」
の
な
い
本
文
に
よ
る
試
解
を
「
通
釈
」
に
は
記
し
た
。

【注】

O
顕
昭

藤
原
経
家
。

【
考
察
】

『
六
百
番
歌
合
』
の
俊
成
の
判
詞
に
は
、
「
さ
び
」
の
用
例
が
こ
の
判
詞
以
下
回
例
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
用
例
の
「
さ
び
て
」

は
、
承
応
版
本
等
で
は
「
さ
る
体
に
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
さ
び
て
き
こ
え
侍
る
」
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
評
は
「
右
の
し
ば
の
屋
」
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
「
し
ば
の
屋
」
の
語

句
に
限
定
し
て
挙
げ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
こ
の
語
句
に
よ
っ
て
右
歌
全
体
を
示
し
た
の
か
と
い
う
点
も
、
一
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
後
の
文
の
「
し
が
ら
き
の
山
」
の
語
句
が
左
歌
を
示
す
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
後
者
の
見
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
右
歌
に
寒

寒
と
し
た
「
し
ば
の
屋
」
の
様
子
を
言
葉
を
飾
ら
ず
詠
ん
で
い
る
点
に
つ
い
て
「
さ
び
て
」
と
評
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

日
〔
建
久
四
年
頃
『
六
百
番
歌
合
』
春
肘
二
十
一
番
蛙
〕

左
勝

定

にと~

みt

二
ハ
一
ほ
の
か
な
る
か
す
み
の
す
ゑ
の
あ
ら
を
だ
に
か
は
つ
も
は
る
の
く
れ
う
ら
む
な
り

右

経

,......._.,. 

記者t

二
ハ
こ
み
が
く
れ
て
ゐ
で
の
か
は
づ
は
す
だ
け
ど
も
な
み
の
う
へ
に
ぞ
こ
ゑ
は
き
こ
ゆ
る

判
云
、

右
方
申
云
、
左
歌
、
霞
の
す
ゑ
如
何
。
左
方
申
云
、
右
歌
旧
物
敗
。

に
ナ

γ
高
校
六
百
番
歌
合
）

1
ー

ー

ー

か
す
み
の
す
ゑ
の
あ
ら
を
だ
に
は
、
歌
の
す
が
た
さ
び
て
こ
そ
は
見
え
侍
れ
。
如
何
。
み
が
く
れ
て
井
で
の
か
は
づ
す
だ
く
な
ど

は
、
ふ
る
び
て
は
侍
れ
ど
、

さ
し
て
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。
浪
の
う
へ
な
ど
や
井
で
の
か
は
づ
に
も
す
ぎ
て
侍
ら
ん
。
左
勝
侍
ら
む
。

【
通
釈
】

俊
成
の
「
さ
び
L

六
七



六
八

左
勝

定

家

か

す

み

か

わ

ず

＝
ハ
一
ほ
の
か
に
か
か
る
震
の
末
の
荒
れ
た
田
に
、
蛙
も
春
の
暮
れ
る
の
を
恨
ん
で
鳴
い
て
い
る
よ
う
だ
。

右

経

家

い

で

二
八
二
水
に
隠
れ
て
、
井
手
の
蛙
は
集
ま
っ
て
鳴
く
の
だ
が
、
波
の
上
に
、

そ
の
声
は
聞
こ
え
て
く
る
。

右
方
か
ら
は
、
左
の
歌
の
「
霞
の
末
」
と
い
う
言
葉
は
疑
問
が
あ
る
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
左
方
か
ら
は
、
右
の
歌
は
古
め
か
し
い
作

か
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。

判
者
の
意
見
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
左
の
）
「
震
の
末
の
あ
ら
を
田
」
の
歌
は
、
そ
の
姿
が
さ
び
た
様
子
に
思
わ
れ
ま
す
。
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。
（
お
の
〉
「
水
隠
れ
て
井
手
の
蛙
す
だ
く
」
な
ど
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
古
び
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
、
特
に
古
さ
が
目
障
り
に
な

る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
「
波
の
上
」
ま
で
戸
が
聞
こ
え
る
な
ど
と
詠
ん
だ
点
は
、
有
名
な
井
出
の
蛙
に
し
て
も
度
を
越
え
た
と
ら

え
方
で
し
ょ
う
。
左
の
勝
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

【注】

O
定
家

勝
以
定
家
。

一
一
六
二
｜
一
二
四
一
。

O
あ
ら
を
だ

あ

ら

を

だ

あ

ら

を

だ

荒
小
田
ま
た
は
新
小
田
。
『
古
今
集
』
（
八
一
七
）
以
下
に
用
例
が
見

い

で

つ

づ

き

井
手
。
今
の
京
都
府
韻
喜
郡
井
手

9 
の

「
注
」
参
照
。

O
ゐ
で

え
る
が
、
荒
れ
た
凹
か
、
新
た
に
聞
い
た
田
か
、
両
説
が
あ
る
。

O
経
家

－
も
司
令
・
ぇ

町
。
橘
諸
兄
の
別
荘
が
あ
っ
た
所
で
、
山
吹
と
「
か
は
づ
」
の
名
所
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
た
。

を
と
り
上
げ
、

門
考
察
】
こ
こ
で
「
姿
さ
び
て
」
と
評
せ
ら
れ
る
の
は
左
歌
で
、
左
歌
が
蛙
を
一
詠
む
の
に
井
手
な
ど
の
名
所
で
な
く
「
あ
ら
を
田
」
で
鳴
く
蛙

目
立
っ
た
趣
向
や
技
巧
を
用
い
ず
に
詠
ん
だ
点
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
か
と
思
う
。
右
の
方
人
が
左
歌
の
「
震
の
末
」
を
問
題

に
し
た
の
は
、
そ
の
言
葉
続
き
を
新
奇
な
も
の
と
見
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
の
意
見
を
俊
成
は
黙
殺
し
て
い
る
。

日
〔
建
久
四
年
頃
『
六
百
番
歌
合
』
冬
帥
二
十
四
番
嚢
〕

左
持

顕

日百



五
二
七
宇
津
の
山
ゆ
ふ
こ
え
く
れ
ば
み
ぞ
れ
ふ
り
袖
ほ
し
か
ね
つ
あ
は
れ
こ
の
た
び

経

家

五
＝
八
け
ふ
も
ま
た
か
た
の
の
み
の
に
み
ぞ
れ
し
で
か
わ
く
ま
も
な
き
か
り
こ
ろ
も
か
な

右
右
申
云
、
左
歌
無
指
難
。
左
申
云
、
右
ふ
る
め
か
し
。

判
云
、
袖
ほ
し
か
ね
つ
あ
は
れ
こ
の
た
び
と
い
へ
る
、
剖
削
引
は
き
こ
え
侍
る
を
、
こ
の
う
つ
の
山
こ
そ
よ
り
ど
こ
ろ
な
く
や
侍
ら
ん
。

伊
勢
物
語
な
ど
に
、
う
つ
の
山
ベ
の
う
つ
つ
に
も
な
ど
い
へ
る
所
に
も
、
み
ぞ
れ
ふ
れ
り
と
も
見
え
ず
。
そ
の
ゆ
ゑ
な
き
な
ら
ば
、
み
ぞ

詮
な
〈
や
あ
ら

れ
ふ
り
ぬ
べ
か
ら
ん
山
も
、
あ
は
れ
こ
の
た
び
と
い
は
ん
所
も
、
お
ほ
く
侍
ら
ん
か
し
。
う
つ
の
山
ゆ
ゑ
な
く
て
は
、
さ
ま
で
よ
り
ど
こ

ん

（

新

校

）

右

の

（

新

校

）

ろ
な
く
や
侍
ら
む
。
右
は
、
か
た
の
の
み
の
も
、
か
の
、
ぬ
れ
ぬ
や
ど
か
す
人
し
な
け
れ
ば
と
い
へ
る
う
た
も
、
あ
ら
れ
に
て
は
、
た
か

が
り
も
い
ま
す
こ
し
を
か
し
く
き
こ
ゆ
。
左
右
共
、
う
つ
の
山
も
か
た
の
の
み
の
も
い
づ
く
に
て
も
あ
り
ぬ
ベ
く
聞
ゆ
。
お
な
じ
程
の
事

と
申
す
ベ
し
。

【
通
釈
】

左
ぉ

百九Eル

そ
℃

み
ぞ
れ
が
降
り
、
袖
を
乾
か
し
か
ね
た
。
あ
あ
、
こ
の
旅
ょ
。

昭

五
二
七
宇
津
の
山
を
夕
べ
に
越
え
て
来
る
と
、

右

経

家

か

た

の

み

の

五
二
八
今
日
も
ま
た
、
交
野
の
御
野
に
み
ぞ
れ
が
降
っ
て
、
狩
り
の
衣
の
乾
く
間
も
な
い
。

右
方
か
ら
は
、
左
の
歌
は
さ
し
て
非
難
す
べ
き
点
は
な
い
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
左
方
か
ら
は
、
右
の
歌
は
古
め
か
し
い
と
の
申
し
出

ヂミ－、ノコ
n

－o

’刀，
w
d
e
中
心

さ
び
た
様
子
に
思
わ
れ
ま
す

す
る
が

が
、
こ
こ
で
宇
津
の
山
を
歌
っ
た
こ
と
は
、
根
拠
が
な
い
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
で
、
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
ベ

判
者
の
意
見
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
左
の
歌
に
）
「
袖
干
し
か
ね
つ
あ
は
れ
こ
の
旅
」
と
詠
ん
だ
の
は
、

俊
成
の
「
さ
び
」

六
九



--e 
0 

の
う
つ
つ
に
も
」
な
ど
と
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
も
、

み
ぞ
れ
が
降
っ
て
い
た
と
は
見
え
ま
せ
ん
。
詠
み
こ
む
の
に
特
に
適
し
た
理
由
が

み
ぞ
れ
の
降
り
そ
う
な
山
も
、
「
あ
は
れ
こ
の
旅
」
と
言
う
の
に
適
当
な
所
も
、
沢
山
あ
る
で
し
ょ
う
。
宇
津
の
山
が

な
い
こ
と
な
ら
、

【
注
】

O
顕
昭

こ
の
場
合
ふ
さ
わ
し
い
理
由
が
な
い
と
な
る
と
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
る
根
拠
が
な
い
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

野
を
詠
ん
だ
歌
も
同
様
で
、
あ
の
「
あ
ら
れ
ふ
る
交
野
の
御
野
の
狩
り
こ
ろ
も
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
け
れ
ば
」
と
詠
ん
だ
歌
に
し
て

も
、
あ
ら
れ
で
あ
っ
て
こ
そ
、
鷹
狩
り
が
一
段
と
興
趣
を
増
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
左
右
の
歌
は
い
ず
れ
も
、
宇
津
の
山
や
交
野

の
御
野
と
い
う
地
名
が
（
必
然
性
が
な
く
）
ど
こ
で
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
同
じ
程
度
の
歌
と
言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

う

つ

の

や

9
の
「
注
」
参
照
。

O
宇
津
の
山
今
の
静
岡
市
宇
津
ノ
谷
と
岡
部
町
と
の
境
に
あ
る
宇
津
ノ
谷
峠
。

O
経
家

9
の
「
注
」

か

た

の

み

の

ひ

ら

か

た

交
野
の
御
野
今
の
大
阪
府
枚
方
市
・
交
野
市
の
あ
た
り
。
皇
室
の
狩
猟
地
で
あ
っ
た
。

O
無
指
難
さ
せ
る
難

一
五
二
、
「
鷹
狩
を
よ
め
る
」
と
し
て
見
え
る
藤
原
長
能
の
歌
、

一
方
、
右
の
交
野
の
御

参
照
。

O
か
た
の
の
み
の

な
し
。

O
ぬ
れ
ぬ
や
ど
か
す
人
し
な
け
れ
ば
と
い
へ
る
う
た

か

た

の

み

の

向

や

ど

「
あ
ら
れ
ふ
る
交
野
の
御
野
の
狩
り
こ
ろ
も
濡
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
け
れ
ば
」
。

『
詞
花
集
』

【
考
察
】
こ
こ
で
「
さ
び
て
」
と
評
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
左
歌
の
下
旬
「
袖
干
し
か
ね
つ
あ
は
れ
こ
の
旅
」
で
あ
る
。
こ
の
語
句
は
『
万

葉
集
』
の
歌
の
語
法
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
『
万
葉
集
』
に
は
「
忘
れ
か
ね
つ
も
」
（
七
二
〉
、
「
あ
は
れ
そ
の
烏
」
（
一
七
六

O
）
等
の

言
い
方
が
見
ら
れ
る
。
み
ぞ
れ
に
濡
れ
て
旅
を
す
る
心
細
い
思
い
を
、
そ
う
い
う
古
風
で
飾
ら
な
い
言
葉
遣
い
で
、
流
ん
で
い
る
点
に
つ
い
て
、

「
さ
び
て
」
と
評
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

ロ
〔
建
久
四
年
頃
『
六
百
番
歌
合
』
恋
付
、
二
十
九
番
尋
恋
〕

左
持

女

房

六
五
七
た
づ
ね
つ
る
み
ち
に
こ
よ
ひ
は
ふ
け
に
け
り
す
ぎ
の
木
ず
ゑ
に
あ
り
あ
げ
の
つ
き

右

信

定



六
五
八
こ
こ
ろ
こ
そ
ゆ
く
へ
も
し
ら
ね
み
わ
の
や
ま
す
ぎ
の
木
ず
ゑ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
空

左
右
共
申
無
難
之
由
。

判
云
、
左
の
す
ぎ
の
こ
ず
ゑ
に
在
明
の
月
と
い
ひ
、
右
の
す
ぎ
の
こ
ず
ゑ
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
そ
ら
と
い
へ
る
、
と
も
に
い
と
を
か
し
く
も
侍

な
か
な
か
を
か
し
く
き
こ
ゆ
。
あ
り
あ
け
の
月
の
殊
に
さ
び
て
、
ま
さ
る
と
も
可
申
を
、

る
か
な
。
左
は
み
わ
の
や
ま
は
侍
ら
ね
ど
、

右
、
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
そ
ら
又
お
と
る
べ
く
も
み
え
侍
ら
ね
ば
、
猶
持
と
申
す
ベ
く
や
。

【
通
釈
】

左
持

女

房

六
五
七
人
を
尋
ね
て
来
た
道
で
（
手
間
ど
っ
て
〉
、
今
夜
は
更
け
て
し
ま
っ
た
。
杉
の
こ
ず
え
の
上
に
、
有
明
の
月
が
懸
か
っ
て
い
る
。

右

信

定

み

わ

六
五
八
心
は
な
お
、
ど
こ
へ
あ
こ
が
れ
て
行
く
の
か
、
分
か
ら
な
い
、
｜
｜
尋
ね
て
来
た
一
二
輪
山
の
、
杉
の
こ
ず
え
の
上
の
夕
暮
の
空
ょ
。

左
方
右
方
共
に
、
非
難
す
べ
き
点
は
な
い
と
申
し
出
が
あ
っ
た
。

判
者
の
意
見
は
次
の
と
お
り
で
す
。
左
の
歌
の
「
杉
の
こ
ず
ゑ
に
有
明
の
月
」
と
一
試
み
、
右
の
歌
の
「
杉
の
こ
ず
ゑ
の
夕
暮
の
空
」
と
詠

ん
で
い
る
の
は
、
共
に
大
層
興
趣
ゆ
た
か
な
作
と
感
服
し
ま
す
。
左
の
歌
は
三
輪
の
山
を
表
面
に
出
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

か
え
っ
て
そ

れ
が
興
趣
あ
る
も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。
（
左
の
〉
有
明
の
月
が
殊
に
さ
び
た
感
じ
で
、
勝
る
と
申
し
た
い
気
も
す
る
の
で
す
が
、
右
の
歌

の
夕
暮
の
空
も
そ
れ
に
劣
り
そ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
の
で
、

や
は
り
持
と
判
定
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

【
注
】

O
女
房

藤
原
良
経
（
一
二
ハ
九

l
一一一

O
六
）
の
こ
の
歌
合
で
の
仮
の
作
者
名
。

O
信
定

慈
円
〈
一
一
五
五
一
二
二
五
）
の
こ

の
歌
合
で
の
仮
の
作
者
名
。

O
こ
こ
ろ
こ
そ
：
：
：
一
首
は
『
新
古
今
集
』
（
一
三
二
七
）
に
入
集
。
本
歌
、
「
わ
が
恋
は
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
は

あ

い

ほ

て
も
な
し
逢
ふ
を
限
り
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ
」
（
『
古
今
集
』
六
一
一
）
、
「
わ
が
庵
は
三
輪
の
山
も
と
恋
し
く
は
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
杉
た
て
る
門
」

お
お
み
わ

三
輪
の
山
。
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
り
、
大
神
神
社
の
御
神
体
。

（
『
古
今
集
』
九
八
二
〉
。

O
み
わ
の
や
ま

俊
成
の
「
さ
び
」

七



七

門
考
察
】

「
有
明
の
月
の
殊
に
さ
び
て
、
ま
さ
る
と
も
可
申
を
」
と
評
し
て
い
る
が
、

「
有
明
の
月
」

だ
け
を
と
り
上
げ
た
と
見
る
に
は
簡
単

す
ぎ
る
語
句
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
句
で
代
表
し
て
左
歌
を
示
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
左
歌
に
お
け
る
こ
の
語
句
を
と
り
上
げ
た

も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
左
右
の
歌
を
比
較
す
る
と
、
左
歌
の
方
が
、
人
を
尋
ね
る
心
細
い
情
景
を
あ
ま
り
趣
向
を
加
え
ず
、

簡
素
な
言
葉
遣
い
で
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
点
が
「
さ
び
て
」
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

日
〔
建
久
末
年
頃
『
慈
鎮
和
尚
白
歌
合
』
十
禅
師
十
一
番
〕

左
勝

一
七
六
む
か
し
思
ふ
た
か
っ
の
宮
の
跡
ふ
り
て
難
波
の
あ
し
に
か
よ
ふ
松
か
ぜ

右

一
七
七
秋
風
に
ふ
じ
の
け
ぶ
り
の
な
び
き
行
く
を
ま
ち
と
る
雲
も
空
に
消
え
ぬ
る

左
、
難
波
の
あ
し
に
か
よ
ふ
松
風
、
殊
に
さ
び
て
き
こ
え
待
り
。
ま
さ
り
侍
ら
ん
。

【
通
釈
】

左
勝

な
に
わ

一
七
六
高
津
の
宮
の
跡
に
昔
を
し
の
ぶ
と
、
長
い
年
月
の
流
れ
た
こ
と
が
思
わ
れ
、
難
波
江
の
葦
に
吹
き
通
う
松
風
の
音
が
す
る
。

右

一
七
七
秋
風
に
吹
か
れ
て
、
富
士
の
煙
が
な
び
い
て
行
き
、

そ
れ
を
迎
え
た
雲
と
と
も
に
空
に
消
え
た
。

左
の
「
難
波
の
葦
に
通
ふ
松
風
」
は
、
殊
に
さ
び
た
様
子
に
思
わ
れ
ま
す
。
左
が
ま
さ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

【
注
】

O
む
か
し
思
ふ

円
玉
葉
集
』
（
二
六
一
四
）
に
入
集
。

O
た
か
っ
の
宮

高
津
の
官
。
今
の
大
阪
市
東
区
の
難
波
宮
跡
に
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
仁
徳
天
皇
の
皇
居
。
記
紀
に
名
が
見
え
る
。

O
ま
ち
と
る

待
ち
受
け
て
捕
ら
え
る
。



【
考
察
】
こ
の
用
例
で
は
、
左
歌
の
「
難
波
の
葦
に
通
ふ
松
風
」
の
句
を
挙
げ
て
「
殊
に
さ
び
て
き
こ
え
侍
り
」
と
評
し
て
い
る
。
一
首
は
高

津
の
宮
の
跡
で
懐
古
の
情
に
ふ
け
る
時
、
老
松
に
音
を
立
て
る
風
が
難
波
江
の
葦
原
に
吹
き
通
う
情
景
を
、
言
葉
を
飾
ら
ず
淡
々
と
詠
ん
で
お

り
、
そ
う
い
う
点
が
「
殊
に
さ
び
て
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

。

以
上
、
俊
成
の
判
詞
の
「
さ
び
」
に
つ
い
て
、
用
例
の
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
全
体
と
し
て
見
て
主
な
点
を
ま
と
め

て
お
き
た
い
。

俊
成
の
判
詞
の
「
さ
び
」
は
、
す
べ
て
動
詞
の
連
用
形
で
、
「
さ
び
て
」
「
さ
び
た
り
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
名
詞
と
し
て
理
念
化
さ
れ
て
い
な

い
が
、
歌
に
独
自
の
価
値
を
認
め
た
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
評
語
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
と
、
「
姿
さ
び
て
」
「
姿
さ
ぴ
た
り
」
な
ど
、
歌
一
首
全
体
の
「
姿
」
に
対
し
て
「
さ
び
」
を

言
っ
た
場
合
が
多
く
、

そ
れ
が
全
用
例
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て
い
る
。
歌
り
一
部
の
語
句
を
挙
げ
て
「
さ
び
」
を
言
っ
た
用
例
も
、

そ
の
語
句

で
代
表
し
て
歌
一
首
を
示
し
た
も
の
を
含
み
、
少
な
く
と
も
歌
一
首
の
中
で
の
そ
の
語
句
を
意
識
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

ふ

又
さ
び
た
る
姿
」
（
用
例
2
）
と
か
「
こ
と
ば
古
り
姿
さ
び
て
」
（
4
〉
と
か
の
評

そ
し
て
そ
の
歌
の
姿
は
、
「
こ
と
ば
を
い
た
は
ら
ず
し
て
、

語
の
示
す
よ
う
に
、
「
こ
と
ば
」
に
即
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
言
葉
は
飾
ら
ず
地
味
で
古
風
と
も
言
え
る
趣
を
も
っ
場
合
が
多
い
こ
と
が
、

批
評
の
対
象
と
な
っ
た
歌
か
ら
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
俊
成
の
「
さ
び
」
が
一
首
の
「
姿
」
に
注
目
し
特
に
そ
の
「
こ
と
ば
」
に
即
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
点
は
、
俊
成
が
一
方
で
用
い

た
「
幽
玄
」
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、

一
層
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
俊
成
の
「
幽
玄
」
も
歌
の
姿
・
風
体
・
体
・
様
な
ど
に
対

し
て
言
っ
た
用
例
が
、
全
用
例
の
半
数
を
占
め
る
が
、
そ
の
姿
の
類
は
言
葉
よ
り
も
心
に
重
き
を
置
い
て
言
わ
れ
る
傾
向
が
見
え
、
そ
の
た
め

「
心
幽
玄
」
と
評
し
た
用
例
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
心
さ
び
」
の
よ
う
な
用
例
は
俊
成
に
は
な
い
。

し
か
し
、
俊
成
が
「
さ
び
」
の
語
で
評
す
る
場
合
、
歌
の
「
心
」
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
「
雪
の
夕
暮
れ
、
す
こ
し
さ
び

俊
成
の
「
さ
び
」

七



七
回

て
思
ひ
や
ら
れ
侍
れ
ば
」
（
6
）
と
言
う
場
合
な
ど
、
「
さ
び
て
思
ひ
や
ら
れ
」
る
の
は
歌
に
一
一
誠
ま
れ
た
雪
の
夕
暮
れ
の
情
景
で
、
歌
の
「
心
」

が
主
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
「
心
」
を
主
と
し
て
「
さ
び
」
を
言
っ
た
と
見
ら
れ
る
用
例
は
こ
の
外
に
は
な
い
よ
う
で

あ
る
が
、
一
般
に
心
が
言
葉
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
た
の
が
姿
と
見
ら
れ
る
以
上
、

も
含
め
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
さ
び
」
と
評
せ
ら
れ
る
歌
の
姿
は
言
葉
と
共
に
心
の
特
徴

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
俊
成
が
「
さ
び
」
と
評
し
た
歌
の
内
容
を
見
る
と
、
大
部
分
は
叙
景
的
な
作
で
あ
る
が
、
寂
し
さ
、
幽
か
さ
、
心
細

さ
な
ど
の
印
象
を
与
え
る
情
景
の
歌
が
多
く
、
一
括
し
て
言
え
ば
艶
の
色
合
い
の
乏
し
い
情
景
の
歌
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
述
懐
の

歌
（
5
）
や
恋
の
歌
（
ロ
）
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
言
え
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
、
飾
り
げ
が
な
く
新
奇
に
走
ら
ぬ

古
風
な
言
葉
で
表
現
し
た
歌
に
、
独
自
の
落
ち
着
い
た
渋
い
趣
を
見
い
だ
し
た
場
合
、
俊
成
は
「
さ
び
」
の
語
を
用
い
て
評
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

俊
成
が
「
さ
び
」
と
評
し
た
歌
の
価
値
を
ど
の
程
度
認
め
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
勝
負
の
判
定
状
況
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
「
左
右
共
に
姿
さ
び
」
と
評
し
た
用
例
（
8
）
を
除
外
し
た
十
二
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
勝
五
、
持
四
、
負
三
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
負
コ
一
の
内
の
二
例
（
5

・9
）
は
、
「
さ
び
」
に
関
す
る
価
値
意
識
と
は
別
に
、
表
現
上
の
欠
点
が
あ
る
た
め
に
負
と
さ
れ
た
と
見
ら

れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
俊
成
は
「
さ
び
」
の
特
長
に
か
な
り
高
い
価
値
を
認
め
て
い
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。


