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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
五
十
号
、
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
三
月

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽

倉
田

実

�キー
ワ
ー
ド

�題
詠
、
荒
れ
た
る
宿
、
草
葉
、
孤
愁
、
贈
答

は
じ
め
に

王
朝
貴
族
女
性
と
庭
と
の
か
か
わ
り
を
、
こ
れ
ま
で
に
『
伊
勢
集
（
１
）』、『

蜻
蛉
日

記 （２
）』、『
枕
草
子
（
３
）』
な
ど
に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
。
今
回
は
、
和
泉
式
部
の
『
和

泉
式
部
集
』
『
和
泉
式
部
続
集
』
を
採
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
に
も
、
庭
や

前
栽
へ
の
ま
な
ざ
し
が
多
く
歌
わ
れ
て
い
る
。

大
江
雅
致
女
と
な
る
和
泉
式
部
の
場
合
、
和
泉
守
橘
道
貞
、
帥
宮
敦
道
親
王
、

丹
後
守
藤
原
保
昌
な
ど
の
他
に
多
様
な
男
性
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
伴

い
住
ま
い
も
変
わ
っ
て
い
る
。
自
宅
以
外
に
、
和
泉
国
や
丹
後
国
に
夫
と
下
向
し

た
り
、
誰
だ
か
不
明
の
男
の
家
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

転
居
も
し
ば
し
ば
し
て
い
て
、
詠
歌
さ
れ
た
時
点
で
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
を

明
確
に
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
家
々
に
よ
っ
て
個
性
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
庭
や
前
栽
の
差
異
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
和
泉

式
部
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
庭
や
前
栽
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、

そ
こ
を
取
り
出
す
こ
と
だ
け
で
も
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

和
泉
式
部
に
は

�風
歌
や
題
詠
歌
も
多
く
あ
り
、
前
栽
が
詠
ま
れ
て
も
、
実
際

の
庭
の
様
子
に
即
し
た
歌
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
和
泉
式
部
の

抱
く
前
栽
や
庭
に
対
す
る
思
い
の
反
映
に
な
る
の
で
、
題
詠
歌
な
ど
で
あ
っ
て
も
、

嘱
目
詠
と
、
ひ
と
し
な
み
に
扱
っ
て
い
き
た
い
。

和
歌
作
品
は
『
新
編
国
歌
大
観
』、
そ
れ
以
外
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

に
よ
り
、
表
記
は
私
に
改
め
た
。
ま
た
、
二
つ
の
歌
集
同
士
や
各
内
部
で
重
複
が

か
な
り
あ
り
、
異
同
も
あ
る
が
、
分
か
り
や
す
い
本
文
を
優
先
し
て
掲
載
し
た
。

な
お
、
窪
田
空
穂
『
和
泉
式
部
集
小
野
小
町
集
』（
朝
日
古
典
全
書
、
一
九
五
八
・

一
〇
）
は
『
全
書
』
、
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
編
『
和
泉
式
部
集
全
釈

［
正
集

�］』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
・
六
）、
同
『
和
泉
式
部
集
全
釈

続
集

�

』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
・
一
〇
）
は
、
『
全
釈
』
『
全
釈
続
』
、
清
水
文

雄
『
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
・
五
）
は
『
文

庫
』
と
略
記
す
る
。

一
前
栽
の
風
情
を
詠
む
連
作
歌
群

『
和
泉
式
部
集
』
に
は
、
前
栽
の
風
情
そ
の
も
の
を
連
作
的
に
詠
ん
だ
歌
群
が

三
つ
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
歌
群
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
中
古
私
家
集
で
、

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽

―13―（13）



前
栽
を
連
作
的
に
詠
ん
だ
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
に
『
大
斎
院
前
御
集
』

が
あ
る
く
ら
い
な
の
で
（
４
）、
こ
れ
ら
の
歌
群
は
貴
重
で
あ
る
。

前
栽
の
お
も
し
ろ
き
を
見
て
、
言
ひ
集
め
た
る

�

荒
さ
じ
と
思
ひ
し
宿
を
花
に
よ
り
萩
の
原
と
も
な
し
て
見
る
か
な
（
四
六

七
）

�

我
が
心
ゆ
く
と
は
な
く
て
花
薄
招
く
を
見
れ
ば
目
こ
そ
と
ど
ま
れ
（
四
六

八
）

�

女
郎
花
い
づ
こ
に
植
ゑ
む
我
が
宿
の
花
に
て
見
る
に
惜
し
く
も
あ
る
か
な

（
四
六
九
）

�

睡 い

を
し
寝
で
夜
ご
と
に
聞
け
ば
あ
は
れ
に
も
鳴
き
ま
さ
る
か
な
鈴
虫
の
声

（
四
七
〇
）

�

我
が
宿
を
人
に
見
せ
ば
や
春
は
梅
夏
は
常
夏
秋
は
秋
萩
（
四
七
一
）

こ
れ
を
み
て
、
一
品
の
宮
の
相
模

�

春
の
梅
夏
の
撫
子
秋
の
萩
菊
の
残
り
の
冬
ぞ
知
ら
る
る
（
四
七
二
）

「
前
栽
の
お
も
し
ろ
き
を
見
て
、
言
ひ
集
め
」
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ

は
平
安
貴
族
女
性
の
生
活
的
営
為
の
一
端
を
示
し
、
ま
た
庭
と
の
か
か
わ
り
を
示

唆
し
て
い
る
。

こ
の
歌
群
で
は
、

�と

�に
「
我
が
宿
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
自
邸
の
前

栽
に
な
る
。
和
泉
式
部
は
前
栽
の
手
入
れ
を
怠
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、

�で
は

「
荒
さ
じ
と
思
ひ
し
宿
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
荒
さ
じ
」
と
は
庭
に
雑
草
の
類
と
な

る

�・
葎
・
浅
茅
な
ど
を
生
や
さ
ず
、「

�生
」「
葎
生
」「
浅
茅
生
」、
あ
る
い
は

「

�が
原
」
「
浅
茅
が
原
」
に
し
な
い
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
歌
は
、
「
荒
ら
す

ま
い
と
思
っ
て
い
た
我
が
家
は
、
草
で
は
な
く
花
に
よ
っ
て
、
荒
れ
た
原
よ
ろ
し

く
こ
と
さ
ら
萩
の
原
と
し
て
見
る
こ
と
だ
」
と
し
て
、
諧
謔
的
な
趣
向
で
詠
ま
れ

て
い
る
。
庭
一
面
に
萩
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
光
景
と
な
ろ
う
。
宿
自
慢
、
花

自
慢
の
歌
に
な
る
が
、
和
泉
式
部
の
家
は
、「
荒
れ
た
る
宿
」
と
化
す
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
（
後
述
）、
あ
や
に
く
な
趣
向
で
も
あ
っ
た
。

�の
「
心
ゆ
く
」
は
気
が
晴
れ
る
、
満
足
す
る
意
。
こ
こ
で
は
「
な
く
て
」
に

続
い
て
愛
情
関
係
で
満
た
さ
れ
な
い
思
い
が
潜
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
「
私
の
気
は

晴
れ
な
い
が
、
花
薄
の
人
を
招
く
よ
う
に
靡
い
て
い
る
の
を
見
る
と
、
つ
い
目
が

引
き
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
薄
が
靡
く
様
か
ら
恋
人
を
招
く
姿
が
連

想
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
花
薄
の
美
し
さ
を
詠
む
の
に
、
自
身
の
思
い
や
人

事
が
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
和
泉
式
部
歌
の
自
然
詠
の
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。

�も
人
事
が
絡
ん
で
い
る
。「
女
郎
花
を
自
宅
以
外
の
ど
こ
に
移
植
し
よ
う
か
。

自
邸
だ
け
の
花
と
し
て
見
る
に
は
惜
し
い
美
し
さ
だ
」
と
し
て
い
る
。
恋
の
事
情

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
中
の
人
の
家
に
植
え
た
い
意
が
働
い
て
い
よ
う
。
そ
う
で

な
く
て
も
、
交
友
関
係
に
あ
る
、
草
花
に
親
し
む
人
の
こ
と
が
念
頭
に
あ
ろ
う
。

�は
庭
に
放
し
た
鈴
虫
の
声
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る

前
栽
の
風
情
で
あ
っ
た
。
庭
の
秋
虫
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も
詠
ま
れ
て
い
る

が
、
省
略
し
た
い
。

「
前
栽
の
お
も
し
ろ
き
」
は
、
秋
の
花
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

�は
、
最
も
好

ま
れ
る
春
夏
秋
の
花
暦
に
な
っ
て
い
る
。
「
私
の
家
を
人
に
見
せ
た
い
も
の
だ
。

春
は
梅
、
夏
は
常
夏
、
秋
は
萩
が
咲
き
匂
う
の
で
」
の
意
。
梅
・
常
夏
・
萩
は
、

和
泉
式
部
が
好
ん
だ
花
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
花
々
が
咲
き
ほ
こ
る
我
が
家
を

人
に
見
せ
た
い
も
の
だ
と
し
て
、
花
の
美
し
さ
を
共
有
し
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
は
こ
の
五
首
な
ど
を
相
模
に
見
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
こ
で
相
模
が
返
し
て
贈
答
歌
と
な
り
、
こ
こ
に
置
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。
贈
答
歌
な
の
で
、
こ
れ
以
前
の
四
首
と
は
無
関
係
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

の
よ
う
に
処
置
し
て
お
き
た
い
。
相
模
は
和
泉
式
部
の
歌
に
冬
の
花
が
な
か
っ
た

の
で
、

�で
「
菊
の
残
り
の
冬
」
を
言
っ
て
締
め
た
の
で
あ
る
。

＊
＊

＊

も
う
一
つ
の
前
栽
を
詠
ん
だ
歌
群
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
夕
暮
に
、
端
に
臥
し
て
、
前
な
る
前
栽
ど
も
を
、

た
だ
に
見
る
よ
り
は
と
て
、
物
に
描
き
つ
け
た
れ
ば
、
い
と
あ
や
し

う
こ
そ
見
ゆ
れ
、
さ
は
れ
人
や
は
見
る

小
さ
き
松
に

	

後
々
も
松
ば
か
り
こ
そ
偲
ば
め
と
恨
む
る
よ
り
も
頼
も
し
き
か
な
（
八
一

―14― （14）



六
）

竹

�
あ
り
し
人
あ
ら
ば
来
な
ま
し
風
吹
け
ば
上
う
ち
そ
よ
ぐ
竹
の
よ
ご
と
に

（
八
一
七
）柏

�

柏
木
は
宿
に
掘
り
植
ゑ
む
下
草
を
か
り
に
人
来
る
名
の
み
な
り
け
り
（
八

一
八
）

萩

�

今
咲
か
ば
人
も
来
て
見
む
秋
萩
を
下
葉
の
色
は
わ
れ
の
み
ぞ
見
る
（
八
一

九
）

山
吹
あ
や
し
う
咲
き
た
る
と
こ
ろ
な
り

�

蛙
鳴
く
井
出
に
な
ら
へ
る
山
吹
は
虫
の
声
す
る
秋
も
咲
き
け
り
（
八
二
〇
）

檀
色
づ
き
た
り

�

木
々
よ
り
も
ま
だ
き
檀
の
色
づ
く
は
秋
に
入
る
日
に
露
や
置
く
ら
ん
（
八

二
一
）

鶯
実

あ
う
ず
ち

�

木
伝
ひ
し
梅
を
ば
お
き
て
こ
れ
だ
に
も
鶯
の
木
と
ひ
と
く
い
ふ
ら
ん
（
八

二
二
）

軒
の
蜘
蛛
の
巣 い

�

思
は
じ
を
荒
れ
た
る
宿
に
か
き
く
ら
す
蜘
蛛
の
い
が
き
に
風
し
た
ま
ら
ば

（
八
二
三
）

詞
書
の
「
い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
夕
暮
に
、
端
に
臥
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
男
の

来
訪
が
な
い
所
在
な
さ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
前
栽
を
眺
め
て
い
た
が
、
た
だ
見

て
い
る
よ
り
は
と
絵
に
描
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
ひ
ど
く
変
に
見
え
た
も
の
の
、
人

が
見
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
直
し
た
と
い
う
。
「
か
き
つ
け
」
は
単
に
歌
を
書

き
つ
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
小
さ
き
松
に
」
は
『
全
釈
』
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
小
さ
な
松
を
画
い
た
絵
に
」、
歌
を
添
え
た
こ
と
に
な
る
。

以
下
の
詞
書
に
「
に
」
は
な
い
が
、
補
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の

通
り
だ
と
す
る
と
、
前
栽
を
絵
に
描
き
、
歌
を
添
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
事
例
と
し

て
貴
重
で
あ
る
。

最
初
の
二
首

	
�は
死
が
絡
ん
で
い
る
。

	は
、「
自
分
が
は
か
な
く
亡
く
な
っ

た
後
々
も
、
松
だ
け
は
偲
ん
で
く
れ
よ
う
、
だ
か
ら
そ
の
長
寿
を
恨
む
よ
り
も
頼

も
し
く
思
う
こ
と
だ
」
と
し
て
い
る
。

�は
「
あ
り
し
人
」
と
あ
る
の
で
愛
し
て
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
に
な
る
。

「
も
し
存
命
な
ら
ば
、
訪
れ
て
く
れ
た
で
あ
ろ
う
。
風
が
吹
く
と
上
葉
が
そ
よ
ぐ

竹
の
節 よ

で
は
な
い
が
、
夜
ご
と
夜
ご
と
に
」
の
意
。
松
や
竹
は
嘱
目
の
景
で
あ
っ

て
も
、
人
事
が
よ
そ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�は
、
上
二
句
の
「
柏
木
は
宿
に
移
植
し
よ
う
」
と
い
う
意
と
、
そ
れ
以
下
の

「
柏
木
の
下
草
を
刈
り
に
仮
に
人
が
来
る
と
い
う
の
は
評
判
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
」

と
い
う
意
と
の
か
か
わ
り
が
分
か
り
に
く
い
。『
全
釈
』
は
、「
で
も
ほ
ん
と
う
は

柏
木
な
ん
て
」
と
補
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
「
仮
に
人
来
る
」
の
は
評
判
だ
け

で
あ
っ
て
、
い
つ
も
来
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

�は
、
実
際
の
愛
情
関
係
が
あ
っ
て
の
歌
と
も
詠
め
る
。「
今
咲
い
た
な
ら
ば
、

あ
の
人
も
来
て
見
る
で
あ
ろ
う
秋
萩
だ
が
、
枯
れ
た
下
葉
の
色
は
自
分
だ
け
が
見

る
こ
と
だ
」
と
し
て
い
る
。
咲
い
た
折
は
と
も
か
く
、
心
は
離
れ
て
い
る
の
で
、

あ
の
人
は
枯
れ
た
下
葉
を
み
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
断
念
す
る
の
で
あ
る
。
失
わ

れ
そ
う
な
恋
の
思
い
が
反
映
し
て
い
よ
う
。

�は
、
山
吹
が
狂
い
咲
き
し
た
理
由
を
、
そ
の
名
所
の
「
蛙
鳴
く
井
出
」
に
求

め
て
詠
ん
だ
機
知
的
な
歌
で
あ
る
。「
春
に
は
蛙
の
鳴
く
井
出
に
咲
く
の
を
見
習
っ

た
山
吹
は
、
同
じ
虫
の
鳴
き
声
の
す
る
秋
に
も
咲
い
た
こ
と
だ
」
と
し
て
い
る
。

蛙
は
『
和
名
抄
』
が
虫
類
に
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
認
識
は
今
日
と
変
わ
っ

て
い
る
。
蛙
と
い
う
虫
が
鳴
く
こ
と
と
、
秋
の
虫
が
鳴
く
こ
と
を
同
様
の
も
の
と

見
な
し
た
の
で
あ
る
。

�も
、
檀
が
い
ち
早
く
紅
葉
す
る
理
由
を
機
知
的
に
見
出
し
た
歌
で
あ
る
。
初

句
は
底
本
「
き
し
よ
り
も
」
だ
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
、『
全
釈
』

に
倣
っ
て
「
き
ゝ
」
の
誤
り
と
解
し
て
校
訂
し
た
。
「
他
の
木
々
よ
り
も
早
く
に

ま
ゆ
み
が
色
づ
く
の
は
、
弓
で
射
る
で
は
な
い
が
、
秋
に
入
る
日
に
露
が
置
い
て

色
を
染
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
自
然
の
理
を
機
知
的
に
解
し
て
お

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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り
、
露
が
紅
葉
の
色
を
染
め
る
と
す
る
発
想
に
よ
っ
て
い
る
。

�は
、
「
鶯
実
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
『
和
名
抄
』
「

�実
」
に
「
宇
久
比
須

乃
岐
乃
美
、
作
俗
云
阿
宇
之
智
」
と
あ
る
。
五
句
が
分
か
り
に
く
い
が
、
「
枝
移

り
し
て
い
た
梅
の
木
を
さ
し
お
い
て
、
こ
の
木
で
さ
え
も
ど
う
し
て
鶯
の
木
と
、

人 ひ
と来 く

と
鳴
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
は
来
て
言
う
の
だ
ろ
う
か
」
と
な
ろ
う
か
。

「
ひ
と
く
」
は
「
梅
の
花
見
に
こ
そ
来
つ
れ
鶯
の
ひ
と
く
ひ
と
く
と
い
と
ひ
し
も

す
る
」
（
古
今
・
雑
体
・
一
〇
一
一
）
と
あ
る
よ
う
に
鶯
の
鳴
き
声
で
あ
っ
た
。

梅
の
木
で
も
な
い
の
に
、
「
あ
う
ず
ち
」
を
な
ぜ
鶯
の
木
と
言
う
の
か
と
い
ぶ
か

し
ん
だ
の
で
あ
る
。

最
後
の

�歌
は
、「
荒
れ
た
る
宿
」
の
蜘
蛛
の
巣
を
詠
ん
で
い
る
（
後
述
）。
蜘

蛛
の
巣
は
前
栽
の
風
情
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
家
の
荒
廃
を
象
徴

し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
次
節
で
触
れ
た
い
。

＊
＊

＊

三
番
目
の
歌
群
は
題
詠
歌
で
、
実
際
の
前
栽
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
歌
に
も
前
栽
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
が
窺
わ
れ
よ
う
。
あ
え
て
前
栽

の
歌
群
に
加
え
た
次
第
で
あ
る
。

花
の
時
心
不
静
、
雨
の
中
に
松
緑
を
増
す
と
言
ふ
心
を
人
の
詠
む
に

�

の
ど
か
な
る
折
こ
そ
な
け
れ
花
を
思
ふ
心
の
中
に
風
は
吹
か
ね
ど
（
四
五

〇
）

�

松
は
そ
の
も
と
の
色
だ
に
あ
る
も
の
を
す
べ
て
緑
も
春
は
こ
と
な
り
（
四

五
一
）

灯
の
前
に
花
を
思
ふ
、
と
言
ふ
心

�

夜
の
ほ
ど
に
散
り
も
こ
そ
す
れ
明
く
る
ま
で
灯
影
に
花
を
見
る
よ
し
も
が

な
（
四
五
二
）

�

灯
に
当
て
て
見
る
べ
き
も
の
を
桜
花
い
く
か
も
あ
ら
で
散
る
ぞ
悲
し
き

（
四
五
三
）

	

と
も
し
び
の
風
に
た
ゆ
た
ふ
見
る
ま
ま
に
飽
か
で
散
り
な
ん
花
を
こ
そ
見

れ
（
四
五
四
）

こ
の
歌
群
は
二
つ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
漢
詩
題
に
よ
っ
た
題
詠
に
な
っ
て

い
る
。

前
半
の

�は
、
「
花
の
時
心
不
静
」
を
詠
ん
で
い
る
。
花
を
散
ら
す
風
が
吹
く

と
、
散
る
の
を
惜
し
ん
で
の
ど
か
で
い
ら
れ
な
い
と
い
う
常
套
的
な
発
想
を
ひ
と

ひ
ね
り
し
た
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
「
花
の
時
は
、
の
ど
か
に
過
ご
せ
る
折
は
な

い
も
の
だ
。
花
を
思
う
心
の
中
に
散
ら
す
風
は
吹
か
な
い
け
れ
ど
」
と
言
う
の
で

あ
る
。�は
、「
雨
の
中
に
松
緑
を
増
す
」
を
詠
む
が
、「
雨
の
中
に
」
は
詠
ま
れ
ず
に

隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
「
我
が
背
子
が
衣
は
る
さ
め
降
る
ご
と
に
野
辺
の
緑
ぞ

色
ま
さ
り
け
る
」
（
古
今
・
春
上
・
二
五
・
紀
貫
之
）
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
春

雨
が
緑
の
色
を
深
く
す
る
と
い
う
当
時
の
通
念
に
よ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
松
緑
を
増
す
」
を
詠
む
だ
け
で
、「
雨
の
中
に
」
が
背
景
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
歌
の
発
想
と
し
て
は
、
「
常
盤
な
る
松
の
緑
も
春
来
れ
ば
今
ひ
と
し
ほ

の
色
ま
さ
り
け
り
」（
古
今
・
春
上
・
二
四
・
源
宗
于
）
と
同
じ
で
あ
る
。「
松
は

も
と
も
と
緑
で
あ
る
の
に
、
お
よ
そ
そ
の
緑
も
春
は
格
別
な
の
で
あ
っ
た
」
の
意
。

嘱
目
的
な
詠
歌
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
り
、
前
栽
に
寄
せ
る
思
い
は
、

題
詠
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

後
半
は

�
�
	の

三
首
と
も
「
灯
」
と
「
散
る
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

�は

「
夜
の
間
に
散
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
っ
た
ら
困
る
の
で
、
明
け

る
ま
で
灯
火
で
花
を
見
て
い
た
い
も
の
だ
」
の
意
。

�も
同
じ
趣
向
で
、
「
夜
は

灯
火
の
光
に
あ
て
て
見
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
桜
花
は
幾
日
も
せ
ず
に
散
っ
て
し

ま
う
の
が
悲
し
い
の
で
」
と
な
る
。
共
に
散
る
の
を
惜
し
ん
で
夜
も
灯
火
で
見
た

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

	は
、
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、
「
灯
火
の
光
が
風
に
揺
ら
ぐ
の
を
見
て
い
る

の
に
つ
れ
て
、
満
ち
足
り
な
く
散
っ
て
し
ま
う
花
を
見
る
こ
と
だ
」
と
な
ろ
う
か
。

後
半
の
三
首
は
、
夜
に
灯
火
に
よ
っ
て
前
栽
の
花
々
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
詠

ま
れ
て
い
る
。
さ
し
ず
め
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
花
と
い
う
趣
向
と
な
る
。
こ
れ

も
前
栽
と
の
か
か
わ
り
方
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
っ
た
。

＊
＊

＊

和
泉
式
部
の
前
栽
に
寄
せ
る
思
い
を
詠
ん
だ
連
作
歌
群
を
見
て
み
た
。
前
栽
の
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興
趣
に
触
発
さ
れ
て
歌
群
と
な
り
、
逆
に
、
所
在
な
い
思
い
が
前
栽
の
風
情
を
見

出
し
て
絵
に
さ
れ
歌
が
添
え
ら
れ
て
歌
群
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
花
や
木
が
詠

ま
れ
た
漢
詩
文
を
和
歌
に
翻
案
し
て
句
題
和
歌
に
し
前
栽
へ
の
思
い
を
連
作
に
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
和
歌
生
活
の
一
端
を
示
す
歌
群
と
な
っ
て
い
る
。
日
々
の

生
活
に
お
い
て
、
前
栽
が
大
き
な
比
重
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

た
め
に
前
栽
の
手
入
れ
を
怠
ら
な
か
っ
た
様
子
も
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の

一
方
で
、

�
�
�な

ど
は
、
満
た
さ
れ
な
い
愛
情
関
係
が
庭
を
見
る
視
線
と
関
係

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
歌
は
さ
ら
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
節
を
変
え
て
続
け
て
い

き
た
い
。二
花
は
心
の
見
な
し
・
花
ぞ
こ
の
世
の
絆
し

前
節
で
は
「
前
栽
の
お
も
し
ろ
き
を
見
て
」、「
た
だ
に
見
る
よ
り
は
」
と
い
う

形
で
、
前
栽
を
見
て
詠
ま
れ
た
歌
群
を
見
て
き
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
季
節
の
花

の
折
に
、
「
…
を
見
て
」
と
さ
れ
て
詠
歌
が
置
か
れ
る
形
が
、
そ
れ
な
り
に
認
め

ら
れ
る
。
平
安
女
性
た
ち
は
、
何
か
に
つ
け
て
花
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
花
々

に
和
泉
式
部
は
何
を
感
じ
た
り
、
思
っ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、「
…
を
見
て
」

の
形
で
詠
ま
れ
た
歌
を
検
討
し
た
い
。

こ
の
形
で
の
詠
歌
は
、
何
ら
か
の
心
境
・
心
情
が
託
さ
れ
る
場
合
と
、
花
々
の

様
子
に
感
興
を
覚
え
る
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
を
主
に
見
て
、
後
者
は
個
々

の
花
の
特
性
の
問
題
な
の
で
例
示
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。
次
節
以
降
で
問
題
に
し

た
い
歌
は
、
こ
の
節
で
引
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
で
は
、
何
ら
か
の
心
境
・
心
情
が
託
さ
れ
る
例
を
順
次
見
て
み
た
い
。

物
思
ふ
こ
ろ
、
卯
の
花
を
見
て

ア○
郭
公
む
べ
も
な
き
け
り
卯
の
花
の
折
は
も
の
こ
そ
あ
は
れ
な
り
け
れ
（
六

九
六
）

「
卯
の
花
」
の
「
う
」
に
「
憂
」
を
響
か
せ
た
歌
で
あ
る
。「
時
鳥
は
、
な
る
ほ

ど
鳴
き
、
泣
い
た
わ
け
だ
。
卯
の
花
の
咲
く
折
は
、
憂
い
の
あ
る
時
な
の
で
、
何

か
と
し
み
じ
み
す
る
の
で
あ
っ
た
」
の
意
。
「
憂
」
は
、
詞
書
の
「
物
思
ふ
」
に

対
応
し
て
い
る
。

秋
、
花
ど
も
の
咲
き
た
る
に
、
山
菅
の
咲
き
た
る
を
見
て

イ○
音
聞
け
ば
人
の
物
思
ひ
や
ま
す
げ
を
心
み
顔
に
咲
け
る
花
か
な
（
八
一
四
）

「
山
菅
」
の
音
か
ら
「
止
ま
ず
」
を
導
い
た
歌
で
あ
る
。「
秋
風
の
音
を
聞
く
と
、

人
の
物
思
い
が
止
ま
な
い
の
を
、
見
届
け
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
咲
い
た
山
菅

の
花
で
あ
る
こ
と
だ
」
の
意
。
前
歌
と
と
も
に
花
の
名
を
掛
詞
と
す
る
こ
と
で
一

首
に
仕
立
て
て
い
る
。

山
吹
の
咲
き
た
る
を
見
て

ウ○
我
が
な
ほ
を
ら
ま
ほ
し
き
は
白
雲
の
八
重
に
重
な
る
山
吹
の
花
（
続
・
六

八
）

「
山
吹
」
か
ら
「
山
」
を
取
り
出
し
た
歌
で
あ
る
。「
私
が
や
は
り
住
ん
で
折
り

取
り
た
い
の
は
、
白
雲
が
八
重
に
重
な
る
、
重
畳
と
し
た
山
に
咲
く
、
八
重
山
吹

の
花
で
あ
る
こ
と
だ
」
の
意
。
「
を
ら
ま
ほ
し
き
」
は
「
居
ら
ま
ほ
し
き
」
と

「
折
ら
ま
ほ
し
き
」
を
掛
け
、「
八
重
に
重
な
る
」
は
「
白
雲
」
と
「
山
」
の
両
方

に
か
か
る
。
帥
宮
挽
歌
群
の
歌
で
、
「
居
ら
ま
ほ
し
き
」
は
「
山
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
自
身
の
出
家
の
意
を
潜
め
て
い
る
が
、
情
景
と
し
て
は
美
し
い
。

梅
の
花
を
見
て

エ○
梅
の
香
を
君
に
よ
そ
へ
て
見
る
か
ら
に
花
の
折
知
る
身
と
も
な
る
か
な

（
続
・
九
四
）

オ○
手
折
れ
ど
も
な
に
物
思
ひ
も
慰
さ
ま
じ
花
は
心
の
見
な
し
な
り
け
り
（
続
・

九
五
）

こ
の
二
首
と
次
の
カ○
も
帥
宮
挽
歌
群
の
歌
。
エ○
は
「
梅
の
香
」
を
「
人
の
香
」

に
よ
そ
え
た
歌
で
あ
る
。
「
梅
の
香
を
、
宮
様
の
袖
の
香
に
よ
そ
え
て
折
り
見
た

せ
い
で
、
や
っ
と
花
の
咲
く
折
を
知
る
身
と
な
っ
た
こ
と
だ
」
の
意
。
「
折
」
は

季
節
の
「
折
」
と
、
花
を
「
折
り
」
を
掛
け
て
い
る
。
季
節
の
推
移
も
分
か
ら
な

い
よ
う
に
し
て
過
ご
し
て
い
た
が
、
梅
の
花
の
香
り
か
ら
宮
の
袖
の
香
を
思
い
出

し
て
、
や
っ
と
花
の
時
節
を
知
る
身
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
春
の
時
節
に
、
生

前
の
宮
は
、
梅
の
香
に
似
た
薫
物
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

オ○
は
「
花
」
を
見
て
も
慰
め
に
な
ら
な
い
心
境
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
手
折
っ

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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て
み
た
け
れ
ど
、
何
も
物
思
い
は
慰
め
ら
れ
な
い
こ
と
だ
。
花
と
い
う
も
の
は
、

心
の
あ
り
よ
う
で
見
な
す
も
の
な
の
で
あ
っ
た
」
の
意
。
気
の
せ
い
で
、
ど
の
よ

う
に
も
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
花
は
心
の
見
な
し
」
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で

検
討
し
て
い
る
花
々
の
歌
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

桜
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
見
て

カ○
花
見
る
に
か
ば
か
り
物
の
悲
し
き
は
野
辺
に
心
を
誰
か
や
ら
ま
し
（
続
・

九
七
）

「
桜
」
を
見
て
も
悲
し
み
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
花
を
見

る
に
し
て
も
こ
ん
な
に
も
物
悲
し
い
の
な
ら
、
野
辺
に
誰
が
心
を
馳
せ
て
、
せ
い

せ
い
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
の
意
。
こ
れ
も
オ○
と
同
様
に
、
「
花
は
心
の
見
な

し
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
亡
き
宮
を
思
う
折
は
、
美
し
い
桜
も
悲
し
み
を
癒

せ
る
も
の
で
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。「
心
を
…
や
る
」
は
、「
心
を
馳
せ
る
」
意

に
「
心
を
は
ら
す
」
意
を
掛
け
て
い
る
。

花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
見
て

キ○
あ
ぢ
き
な
く
春
は
命
の
惜
し
き
か
な
花
ぞ
こ
の
世
の
絆
し
な
り
け
る
（
続
・

一
八
六
）

「
花
」
が
「
絆
し
」
に
な
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
ど
う
し
よ
う
も
な
く

春
は
命
が
惜
し
い
こ
と
だ
。
花
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
世
に
留
ま
る
絆
し
な
の
で

あ
っ
た
」
の
意
。
死
に
た
い
思
い
は
あ
り
な
が
ら
、
美
し
い
春
の
花
を
見
る
と
、

や
は
り
命
が
欲
し
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
花
は
心
の
見
な
し
」
で
あ
り
、

ま
た
一
方
で
は
「
花
ぞ
こ
の
世
の
絆
し
」
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
カ○

キ○
は
共
に
「
い
と
お
も
し
ろ
き
を
見
て
」
の
詞
書
で
あ
り
な
が
ら
、
花
の
興
趣
よ

り
も
哀
愁
が
自
覚
さ
れ
て
い
よ
う
。

宿
花

よ
み
は
なの
咲
き
た
る
を
見
て

ク○
返
ら
ぬ
は
齢
な
り
け
り
年
の
中
に
い
か
な
る
花
か
再
び
は
咲
く
（
続
・
一

八
九
）

「
宿
花
（
返
り
咲
き
の
花
）」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
花
は
返
り
咲
き
し
て
も
、

返
ら
な
い
の
は
齢
な
の
で
あ
っ
た
。
一
年
の
中
に
ど
ん
な
花
が
二
度
も
咲
く
の
だ

ろ
う
」
の
意
。
も
う
二
度
と
若
く
は
な
ら
な
い
人
の
宿
命
を
宿
花
に
託
し
て
詠
ん

だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
哀
愁
が
漂
っ
て
い
る
。

亡
く
な
り
た
り
け
る
人
の
持
た
り
け
る
物
の
中
に
、
朝
顔
を
折
り
枯

ら
し
て
あ
り
け
る
を
見
て

ケ○
朝
顔
を
折
り
て
見
ん
と
や
思
ひ
け
ん
露
よ
り
先
に
消
え
に
け
る
身
を
（
続
・

一
九
四
）

「
朝
顔
」
が
押
花
に
な
っ
て
い
た
の
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
遺
品
の
中
に
朝
顔

が
押
花
に
な
っ
て
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
朝
顔
を
折
っ
て
見
よ
う
と
思
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
朝
顔
の
露
よ
り
先
に
、
消
え
る
よ
う
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
身

な
の
に
」
の
意
。
「
消
え
」
は
「
露
が
消
え
る
」
意
と
「
命
が
消
え
る
」
意
を
掛

け
て
い
る
。
亡
き
人
は
誰
だ
か
未
詳
。
帥
宮
な
ら
敬
語
が
付
く
は
ず
で
あ
る
。
小

式
部
内
侍
も
先
立
っ
て
い
る
が
、
『
全
釈
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
内
侍
と
書
い

た
で
あ
ろ
う
。世
の
中
は
か
な
き
事
な
ど
言
ひ
て
、
槿
花
の
あ
る
を
見
て

コ○
は
か
な
き
は
我
が
身
な
り
け
り
朝
顔
の
朝
の
露
も
お
き
て
見
て
ま
し
（
続
・

三
九
四
）

「
朝
顔
」
に
無
常
を
思
う
歌
で
あ
る
。「
槿
花
」
は
、『
全
釈
続
』『
文
庫
』
が
指

摘
す
る
よ
う
に
今
の
朝
顔
に
な
る
。
「
は
か
な
い
の
は
我
が
身
な
の
で
あ
っ
た
。

朝
顔
に
朝
に
置
い
た
露
も
、
起
き
て
見
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
の
意
。
や
や

分
か
り
に
く
い
が
、
我
が
身
と
朝
顔
の
露
の
、
ど
ち
ら
が
は
か
な
い
か
、
朝
起
き

て
確
か
め
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
き
て
」
は
「
置
き
て
」
と
「
起

き
て
」
の
掛
詞
で
あ
る
。

以
上
が
、
「
…
を
見
て
」
の
形
で
詠
ま
れ
た
、
何
ら
か
の
心
境
・
心
情
が
託
さ

れ
た
歌
に
な
る
。
ア○
卯
の
花
・
イ○
山
菅
・
ウ○
山
菅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
憂
・
止
ま
ず
・

山
を
掛
詞
で
導
い
て
心
情
が
託
さ
れ
、
エ○
梅
の
香
は
人
の
香
を
導
い
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
歌
で
の
花
は
言
葉
の
次
元
で
か
か
わ
っ
て
、
オ○
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
花
は

心
の
見
な
し
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
。
カ○
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
花
に
命
の

あ
り
よ
う
を
見
る
こ
と
も
託
さ
れ
、
キ○
は
「
花
ぞ
こ
の
世
の
絆
し
」
、
ク○
宿
花
は

返
ら
な
い
齢
、
ケ○
コ○
は
朝
顔
の
露
の
よ
う
な
は
か
な
さ
、
が
詠
ま
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
歌
々
か
ら
、
先
の
連
作
歌
群
と
は
違
っ
た
、
和
泉
式
部
に
と
っ
て
の
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前
栽
を
見
る
こ
と
の
意
味
が
読
み
取
れ
よ
う
。
「
花
は
心
の
見
な
し
」
と
す
る
把

握
は
、
花
と
心
が
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

前
栽
の
花
は
、
和
泉
式
部
に
と
っ
て
慰
め
を
得
る
よ
り
も
、
世
の
つ
ら
さ
、
は
か

な
さ
を
実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
花
ぞ
こ
の
世
の
絆
し
」
と
す
る
把
握
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
栽

は
、
和
泉
式
部
の
和
歌
生
活
や
人
生
に
お
い
て
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
…
を
な
が
め
て
」
の
形
で
前
栽
が
詠
ま
れ
る
歌
は
次
節
で
扱
う
が
、

二
一
二
・
八
四
六
は
感
興
を
覚
え
て
の
歌
な
の
で
省
略
す
る
。

＊
＊

＊

花
々
の
様
子
に
感
興
を
覚
え
た
場
合
の
歌
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
。
一
例
の
み
引
い
て
お
き
た
い
。

た
だ
の
梅
、
紅
梅
な
ど
多
か
る
を
見
て

サ○
梅
の
花
香
は
こ
と
ご
と
に
匂
へ
ど
も
色
は
色
に
も
匂
ひ
ぬ
る
か
な
（
続
・

一
七
三
）

こ
の
歌
で
、
梅
花
に
対
し
て
何
ら
か
の
心
境
が
添
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
純
粋
に
そ
の
美
を
詠
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
た
歌
と
は
、
詠

風
が
違
っ
て
い
よ
う
。
個
々
の
花
に
感
興
を
覚
え
て
詠
歌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
…
を
見
て
」
の
形
で
こ
う
し
た
花
の
詠
ま
れ
方
を
す
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
に

な
る
。
歌
番
号
だ
け
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

二
一
二
、
五
一
三
、
五
一
四
、
続
・
一
六
二
、
続
・
一
六
四
、
続
・
一
六
五
、

続
・
一
六
九
、
続
・
一
七
三
、
続
・
一
八
七
、
続
・
一
九
〇
、
続
・
一
九
一
、

（
続
・
四
四
一
）、
続
・
五
三
〇
、
続
・
五
五
二

三
荒
れ
た
る
宿

通
い
婚
の
当
時
に
あ
っ
て
、
女
は
自
分
の
と
こ
ろ
か
ら
男
が
離
れ
て
い
く
こ
と

を
危
惧
し
て
い
た
。
男
の
来
訪
が
途
絶
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
庭
や
家
の
手
入
れ
も

怠
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
態
を
的
確
に
表
す
歌
語
が
、
諸
注
指
摘
は
な
い
が
、

「
荒
れ
」
と
「
離
れ
」
の
掛
詞
で
あ
っ
た
。
前
者
は
庭
や
家
の
荒
廃
、
後
者
は
男

の
不
訪
を
そ
れ
ぞ
れ
象
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
「
あ
れ
」
が
詞
書
や
歌

で
使
用
さ
れ
る
庭
に
か
か
わ
る
歌
を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
文
作
成
は
掛
詞

の
場
合
、
平
仮
名
表
記
に
す
る
の
が
通
例
だ
が
、
「
あ
れ
」
の
時
の
み
「
荒
れ
」

と
す
る
が
、「
離
れ
」
も
意
識
さ
れ
た
い
。

冬

①
宿
は
荒
れ
て
霰
し
降
れ
ば
白
玉
を
敷
け
る
が
ご
と
も
見
ゆ
る
庭
か
な
（
六

八
）

百
首
歌
の
冬
題
の
一
つ
で
あ
る
。
二
句
は
「
あ
ら
れ
ふ
れ
は
」
だ
が
、『
全
釈
』

の
よ
う
に
「
し
」
を
補
っ
た
。
こ
の
歌
に
は
、
「
宿
」
と
「
庭
」
が
共
に
詠
ま
れ

て
い
る
。
「
あ
の
人
の
訪
れ
の
な
い
家
は
荒
れ
て
い
る
が
、
霰
が
降
る
と
、
白
玉

を
敷
い
た
よ
う
に
見
え
る
庭
で
あ
る
こ
と
だ
」
の
意
。
「
宿
は
荒
れ
て
」
は
、
男

の
不
訪
と
と
も
に
、
冬
の
歌
な
の
で
庭
に
枯
れ
た
草
々
が
見
え
る
状
態
と
な
る
。

そ
こ
に
霰
が
一
面
に
降
る
と
、
白
砂
の
庭
の
よ
う
に
見
え
、
荒
れ
た
宿
に
は
見
え

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
全
釈
』
が
引
く
「
あ
ら
か
じ
め
君
来
ま
さ
む

と
知
ら
ま
せ
ば
門
に
宿
に
も
玉
敷
か
ま
し
を
」
（
万
葉
・
六
・
一
〇
一
三
）
が
念

頭
に
あ
る
と
す
る
と
、
「
白
玉
を
敷
け
る
が
ご
と
」
く
見
え
た
と
い
う
の
は
、
男

の
来
訪
を
念
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
宿
は
離
れ
て
」
い
る
状
態
な
の
で
、

な
お
さ
ら
来
訪
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

い
と
い
た
う
荒
れ
た
る
所
に
な
が
め
て

②
語
ら
は
む
人
声
も
せ
ず
繁
れ
ど
も

�の
も
と
は
問
ふ
人
も
な
し
（
続
・
一

一
）

こ
の
歌
は
、
本
来
の
形
の
歌
で
は
な
か
ろ
う
。
「
語
ら
は
む
人
声
も
せ
ず
」
と

あ
り
な
が
ら
「
問
ふ
人
も
な
し
」
と
さ
れ
、
同
様
の
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
諸
注
に
指
摘
は
な
い
が
、
次
の
⑤
の
初
二
句
と
③
の
下
三
句
を
合
わ
せ
た
形

に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
二
首
が
目
移
り
で
誤
写
さ
れ
て
混
淆
し
た
も
の
と
見
な
せ

よ
う
。
詞
書
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
引
用
し
た
。

い
と
い
た
う
荒
れ
た
る
所
を
な
が
め
て

③
三
輪
の
山
杉
に
劣
ら
ず
繁
け
れ
ど

�の
宿
は
訪
ふ
人
も
な
し
（
続
・
二
五

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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七
）

④
消
ゆ
る
間
の
限
り
所
や
こ
れ
な
ら
ん
露
と
お
き
ゐ
る
浅
茅
生
の
宿
（
続
・

二
五
八
）

⑤
語
ら
は
ん
人
声
も
せ
ず
荒
れ
に
け
る
誰
が
古
里
に
来
て
な
が
む
ら
ん
（
続
・

二
五
九
）

こ
の
三
首
は
「
い
と
い
た
う
荒
れ
た
る
所
を
な
が
め
て
」
と
さ
れ
た
折
の
連
作

と
な
ろ
う
。
一
節
で
見
た
連
作
と
は
趣
が
違
っ
て
お
り
、
前
栽
の
風
情
に
主
眼
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
な
が
め
て
」
と
あ
る
の
で
、
荒
廃
し
た
庭
を
見
て
の
物

思
い
す
る
感
慨
を
詠
ん
だ
歌
に
な
る
。
詞
書
で
あ
っ
て
も
「
荒
れ
」
は
「
離
れ
」

を
示
唆
し
て
い
る
。

③
は
、
「
三
輪
山
の
杉
に
劣
ら
ず
繁
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

�の
繁
る
家
に
は
、

三
輪
山
と
は
違
っ
て
訪
ね
て
く
れ
る
人
も
い
な
い
の
だ
」
の
意
。
「
我
が
庵
は
三

輪
の
山
も
と
恋
ひ
し
く
は
訪
ひ
来
ま
せ
杉
立
て
る
門
」（
古
今
・
雑
下
・
九
八
二
）

に
よ
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
庭
に
雑
草
が
繁
茂
し
て
い
る
家
は
「

�の
宿
」

と
な
り
、
そ
れ
は
「
荒
れ
た
る
所
」
「
荒
れ
た
る
宿
」
で
、
人
の
訪
れ
の
な
い

「
離 あ

れ
た
る
宿
」
な
の
で
あ
る
。
次
の
「
浅
茅
生
の
宿
」
も
同
じ
で
あ
る
。

④
は
「
荒
れ
た
る
所
」
が
「
浅
茅
生
の
宿
」
と
さ
れ
、
そ
こ
は
人
生
最
期
の
家

と
意
識
さ
れ
て
い
る
。「
露
」
は
は
か
な
さ
と
、
涙
の
例
え
に
な
っ
て
い
る
。「
命

が
消
え
る
ま
で
の
間
の
最
期
の
場
所
は
こ
こ
で
あ
ろ
う
か
。
は
か
な
く
置
く
露
と

共
に
涙
に
く
れ
て
起
き
臥
し
す
る
浅
茅
の
生
い
繁
る
こ
の
荒
れ
た
家
は
」
の
意
。

浅
茅
生
と
な
っ
た
庭
を
眺
め
る
こ
と
は
、
男
の
不
訪
を
思
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
人
生
の
最
期
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

�や
浅
茅
の
生
い
繁
る
庭
は
、
そ
の
家

を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。

⑤
は
「
語
り
合
お
う
と
す
る
人
声
も
せ
ず
荒
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
っ
た
い
誰
の

古
里
に
来
て
物
思
い
し
て
庭
を
眺
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
こ
は
私
の
家
な
の

に
」
の
意
。「
あ
れ
」
の
掛
詞
は
、
文
脈
的
に
は
、「
離
れ
」
か
ら
「
荒
れ
」
が
導

か
れ
て
い
よ
う
。

い
た
う
あ
ば
れ
た
る
所
に
て
、
女
郎
花
に
露
の
置
き
た
る
を
見
て

⑥
女
郎
花
露
け
き
ま
ま
に
い
と
ど
し
く
荒
れ
た
る
宿
は
風
を
こ
そ
待
て
（
続
・

四
一
四
）

こ
の
歌
に
は
、「
荒
れ
た
る
宿
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
い
た
う
あ
ば
れ
た
る

所
」
が
歌
で
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
い
方
は
邸
宅
の
荒
廃
を

言
う
場
合
も
あ
る
が
、
庭
に
雑
草
が
繁
茂
し
た
り
、
蜘
蛛
の
巣
が
張
っ
た
り
す
る

家
の
こ
と
に
な
る
。
歌
語
と
し
て
は
、「「
荒
れ
た
る
宿
」
は
和
歌
で
は
孤
閨
の
女

を
象
徴
す
る
景
物

（
５
）」
に
な
り
、
そ
れ
は
、
「
荒
れ
」
と
「
離
れ
」
の
掛
詞
を
形
成

す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
「
女
郎
花
に
し
と
ど
に
露
が
置
い
て
重
く
な
る

の
で
、
大
層
荒
れ
て
人
も
い
な
い
家
で
は
、
吹
き
払
っ
て
く
れ
る
激
し
く
吹
く
風

が
待
た
れ
る
こ
と
だ
」
と
し
て
、
裏
に
「
女
の
私
は
涙
に
く
れ
て
い
る
の
で
、
荒

れ
て
見
離
さ
れ
た
家
に
来
て
く
だ
さ
る
人
が
待
た
れ
ま
す
」
の
意
を
添
え
た
こ
と

に
な
る
。「
女
郎
花
」
を
自
身
に
、「
風
」
を
男
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
そ
え
た
の
で
あ
る
。

「
い
と
ど
し
く
」
は
「
露
け
き
」
と
「
荒
れ
た
る
」
の
両
様
に
か
か
っ
て
い
る
。

＊
＊

＊

庭
を
荒
れ
た
と
す
る
視
線
は
、
同
時
に
男
の
不
訪
を
思
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
際
に
「
荒
れ
」
と
「
離
れ
」
の
掛
詞
が
有
効
に
作
用
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
歌

語
と
し
て
の
「
荒
れ
た
る
宿
」
も
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
語
は
、
『
伊

勢
集
』
冒
頭
歌
と
な
る
「
人
住
ま
ず
荒
れ
た
る
宿
を
来
て
見
れ
ば
今
ぞ
木
の
葉
は

錦
織
り
け
る
」
（
後

�・
冬
・
藤
原
仲
平
・
四
五
八
）
あ
た
り
に

�源
で
き
る
。

和
泉
式
部
は
「
荒
れ
た
る
宿
」
を

�や
⑥
以
外
に
も
使
用
し
て
お
り
、
簡
単
に
確

認
し
て
お
き
た
い
。

冬
こ
ろ
、
荒
れ
た
る
家
に
一
人
な
が
め
て
、
待
た
る
る
事
の
な
か
り

し
ま
ま
に
、
言
ひ
集
め
た
る

荒
れ
た
る
宿

⑦
な
か
な
か
に
我
は
人
か
と
思
は
ず
は
荒
れ
た
る
宿
も
さ
び
し
か
ら
ま
し

（
一
六
四
、
続
・
五
六
〇
）

月
の
明
か
き
夜
、
人
に

⑧
月
を
見
て
荒
れ
た
る
宿
に
な
が
む
れ
ば
見
ぬ
来
ぬ
ま
で
も
な
れ
に
告
げ
よ

と
（
二
二
〇
、
日
記
歌
）

⑨
思
は
じ
を
荒
れ
た
る
宿
に
か
き
く
ら
す
蜘
蛛
の
い
が
き
に
風
し
た
ま
ら
ば
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（
八
二
三
）ま
た
ほ
ど
へ
て
、
お
は
し
ま
し
し
所
を
、
も
の
の
た
よ
り
に
見
て

⑩
思
ひ
き
や
塵
も
ゐ
ざ
り
し
床
の
上
を
荒
れ
た
る
宿
と
な
し
て
み
ん
と
は

（
続
・
五
八
）

い
ず
れ
の
歌
も
前
栽
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
す
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
庭
の
荒
廃
は
含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
相

手
の
男
性
の
「
離
れ
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

⑦
は
、
題
に
応
じ
た
孤
閨
を
か
こ
つ
連
作
歌
群
（
一
六
三
～
一
七
二
、
続
・
五

五
九
～
五
六
八
）
の
う
ち
の
一
首
で
続
集
に
拠
っ
た
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

「
前
栽
の
お
も
し
ろ
き
を
見
て
、
言
ひ
集
め
た
る
」（
四
六
七
）
歌
が
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
よ
り
物
思
い
の
状
態
が
深
く
な
っ
て
い
る
。
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
詠
ま

れ
る
所
以
で
あ
る
。

⑧
は
日
記
に
あ
る
歌
で
、
ま
だ
七
月
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
は
「
離
れ
」

が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。
日
記
か
ら
す
る
と
、
和
泉
式
部
の
家
が
荒
廃
し
て

い
る
と
も
思
え
な
い
の
で
、
帥
宮
の
訪
れ
が
な
い
こ
と
か
ら
わ
ざ
と
「
荒
れ
た
る

宿
」
を
使
用
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑨
⑩
の
歌
だ
け
、
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
な
る
所
以
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
⑨

は

�と
同
歌
で
、
「
蜘
蛛
の
い
が
き
」
に
よ
っ
て
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
さ
れ
て
い

る
。
同
様
の
発
想
は
、
前
栽
と
か
か
わ
ら
な
い
が
、
「
軒
端
だ
に
見
え
ず
巣
が
け

る
我
が
宿
は
蜘
蛛
の
い
た
ま
ぞ
荒
れ
果
て
に
け
る
」（
二
九
九
）
に
も
見
ら
れ
る
。

⑩
は
共
寝
が
な
い
た
め
に
「
床
の
上
」
に
塵
が
積
も
っ
た
様
子
か
ら
「
荒
れ
た

る
宿
」
が
言
わ
れ
て
い
る
。

右
の
四
首
に
は
、
前
栽
の
荒
廃
の
意
が
、
表
面
に
は
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
荒
れ
た
る
宿
」
に
庭
の
荒
廃
を
認
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
庭
の
荒
廃
は
、
満
た
さ
れ
な
い
和
泉
式
部
の
恋
の
思
い
の
「
心
の
み
な
し
」

と
も
な
ろ
う
。
「
荒
れ
」
と
「
離
れ
」
の
掛
詞
や
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
す
る
把
握

は
、
和
泉
式
部
の
抱
い
て
い
る
憂
愁
の
思
い
の
反
映
で
あ
り
、
固
有
の
歌
こ
と
ば

と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
草
葉
へ
の
ま
な
ざ
し

「
荒
れ
た
る
宿
」
は
、

�・
葎
・
浅
茅
な
ど
が
繁
茂
す
る
家
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
草
葉
へ
の
ま
な
ざ
し
や
「
花
は
心
の
見
な
し
」
と
す
る
思
い

が
「
荒
れ
た
る
宿
」
と
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
和
泉
式
部
に
は
、
草
葉
に
寄

せ
る
独
特
の
思
い
が
あ
る
よ
う
で
、
前
節
ま
で
に
挙
げ
た

�
�や

③
④
な
ど
以
外

に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
庭
の
草
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
を
見
て
い
き
た

い
。
そ
の
際
に
参
考
に
な
る
の
が
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
あ
る
。

夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
嘆
き
わ
び
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど
に
、

四
月
十
余
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木
の
下
く
ら
が
り
も
て
ゆ
く
。
築
地
の
上

の
草
あ
を
や
か
な
る
も
、
人
は
こ
と
に
目
も
と
ど
め
ぬ
を
、
あ
は
れ
と
な
が

む
る
ほ
ど
に
、
近
き
透
垣
の
も
と
に
人
の
け
は
ひ
す
れ
ば
、
誰
な
ら
ん
と
思

ふ
ほ
ど
に
、
故
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
小
舎
人
童
な
り
け
り
。（『
和
泉
式
部
日
記
』）

著
名
な
日
記
冒
頭
部
で
あ
る
。
地
の
文
に
な
る
が
、
和
泉
式
部
は
「
築
地
の
上

の
草
」
が
青
々
と
し
て
い
る
様
子
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
光
景
は
、
こ
こ
で
言

わ
れ
る
よ
う
に
「
人
は
こ
と
に
目
も
と
ど
め
ぬ
」
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
「
式

部
に
は
青
く
茂
っ
た
草
に
特
に
感
慨
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
（
６
）」
と
さ
れ
、

ま
た
「
青
々
と
し
た
草
は
、
漢
詩
文
で
は
夫
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
妻
の
悲
し

み
を
彩
る
景
物

（
７
）」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
冒
頭
部
を
考
え
る
た
め
に
も
、
そ
の
例
を

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
は
前
栽
に
生
え
る
草
の
例
で
あ
る
。
あ
や
め

草
・
葵
草
・
忘
れ
草
・
真
菰
草
・
し
の
ぶ
草
な
ど
の
例
は
除
外
し
た
。

草
は
枯
れ
た
場
合
も
含
め
る
と
、
春
夏
秋
冬
い
ず
れ
の
季
節
で
も
詠
ま
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
多
く
人
事
や
物
思
い
が
絡
ん
で
い
る
。
題
詠
で
前
栽
を
詠
む
場
合

で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
体
験
の
反
映
で
あ
る
と
し
て
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。

春

⑪
春
雨
の
日
を
ふ
る
ま
ま
に
我
が
宿
の
垣
根
の
草
は
青
み
わ
た
り
ぬ
（
一
三
）

歌
は
、
「
春

雨
が
日
を

経
て

降
る
に
つ
れ
て
、

私
の
家
の
垣

根
の
草
は
あ
た
り

一
面
青
々
と
し
た
来
た
よ
」
の
意
。
春
雨
が
草
の
色
を
深
く
染
め
る
と
い
う
発
想

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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で
あ
る
。
室
内
か
ら
庭
を
見
て
い
る
形
に
な
る
。
日
記
で
は
築
地
の
草
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
は
「
垣
根
の
草
」
が
注
視
さ
れ
て
い
て
も
、
趣
向
と
し
て
共
通
性
が
あ

ろ
う
。
こ
の
歌
語
は
「
わ
び
わ
た
る
わ
が
身
は
露
を
同
じ
く
は
君
が
垣
根
の
草
に

消
え
な
ん
」
（
後

�・
恋
二
・
六
四
九
・
紀
貫
之
）
な
ど
と
す
で
に
詠
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
草
の
青
さ
を
注
視
す
る
こ
と
は
和
泉
式
部
固
有
の
好
尚
と
な
ろ
う
。

夏

⑫
庭
の
ま
ま
ゆ
る
ゆ
る
生
ふ
る
夏
草
を
分
け
て
ば
か
り
に
来
む
人
も
が
な

（
二
三
）

歌
は
「
庭
全
体
に
の
び
の
び
と
生
え
る
夏
草
の
中
を
、
掻
き
分
け
ん
ば
か
り
に

来
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
こ
と
だ
」
の
意
。「
夏
草
」
が
繁
茂
す
る
様
は
、「
か
れ

果
て
む
後
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人
の
思
ほ
ゆ
る
か
な
」
（
古
今
・
恋
四
・

六
八
六
・
凡
河
内
躬
恒
）
の
よ
う
に
募
る
恋
の
思
い
の
表
象
に
な
る
。
だ
か
ら
、

庭
一
面
に
生
え
た
夏
草
を

�き
分
け
て
来
て
く
れ
る
人
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

『
全
書
』
は
「
親
し
く
気
や
す
い
人
を
欲
す
る
意
」
と
す
る
が
、
恋
の
相
手
で
あ

ろ
う
。

冬

⑬
夏
の
せ
し

�の
門
も
霜
が
れ
て
葎
の
下
は
風
も
た
ま
ら
ず
（
六
五
）

歌
は
「
夏
の
間
に
繁
っ
て
い
た

�の
門
も
、
今
は
霜
に
枯
れ
て
、
葎
の
下
に
風

は
た
ま
ら
ず
、
あ
の
人
も
訪
れ
な
い
こ
と
だ
」
の
意
。
冬
の
霜
枯
れ
た
葎
が
、

�

と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。「
霜
が
れ
」
の
「
か
れ
」
は
、「
枯
れ
」
と
「
離
れ
」
と

掛
詞
に
な
る
の
で
、
「
風
も
た
ま
ら
ず
」
と
も
ど
も
男
の
不
訪
が
含
意
さ
れ
て
い

る
。
「
夏
の
せ
し
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
男
と
は
夏
に
交
渉
を
持
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
。
春
夏
の
草
の
青
さ
と
共
に
、
冬
の
枯
れ
た
様
に
も
注
視
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
⑰
も
同
様
に
な
る
。

あ
る
人
の
来
む
と
言
ひ
た
る
に

⑭
も
し
も
来
ば
道
の
間
ぞ
な
き
宿
は
み
な
浅
茅
が
原
に
な
り
果
て
に
け
り

（
二
四
一
）

こ
の
歌
は
⑫
と
同
じ
よ
う
な
発
想
で
あ
る
。
「
も
し
も
あ
な
た
が
来
ら
れ
た
と

し
て
も
、
通
り
道
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
よ
。
家
の
庭
は
み
な
、
す
っ
か
り
浅
茅

の
野
原
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
」
の
意
。
言
葉
通
り
に
訪
ね
て
ほ
し
い
意

を
潜
め
て
、
庭
の
道
も
見
え
な
く
な
っ
て
「
浅
茅
が
原
」
の
よ
う
に
な
っ
た
家
ま

で
、
本
当
に
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
く
れ
る
気
が
あ
る
の
で
す
か
と
詰
問
す
る
の
で
あ

る
。
「
浅
茅
が
原
に
な
り
果
て
に
け
り
」
は
、
男
の
来
訪
が
な
い
た
め
に
、
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
意
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
冷
淡
さ
に
も
皮
肉
で
応
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。返
し

⑮
寝
ら
れ
ね
ど
八
重
葎
せ
る
槙
の
戸
に
お
し
明
け
方
の
月
を
だ
に
見
ず
（
二

五
五
）

贈
歌
「
ま
さ
み
ち
の
少
将
、
有
明
の
月
を
見
て
お
ぼ
し
出
づ
る
な
る
べ
し
／
寝

覚
し
て
一
人
有
明
の
月
見
れ
ば
昔
見
馴
れ
し
人
ぞ
恋
し
き
」
に
対
す
る
返
歌
で
あ

る
。
「
寝
覚
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ
た
く
寝
ら
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
誰
も
訪
れ
な
く
八

重
葎
が
繁
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
槙
の
戸
を
押
し
開
け
て
、
明
け
方
の
月
な
ど
を
見
も

し
ま
せ
ん
よ
。
だ
か
ら
、
昔
の
こ
と
な
ど
思
い
出
し
も
し
ま
せ
ん
」
の
意
。
贈
歌

を
二
重
に
切
り
返
し
た
才
気
あ
ふ
れ
た
歌
に
な
っ
て
い
る
。
男
の
不
訪
を
暗
示
す

る
「
八
重
葎
せ
る
」
は
実
際
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
わ
ざ
と
こ
う
言
っ
て
、
男
の

言
い
分
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。

観

�身岸
額
離

�根草
、
論

�命江
頭
不

�繋舟

⑯
誰
か
来
て
見
る
べ
き
物
と
我
が
宿
の

�生
嵐
吹
き
は
ら
ふ
ら
ん
（
二
七
八
）

⑰
さ
な
く
て
も
寂
し
き
も
の
を
冬
来
れ
ば

�の
垣
の
か
れ
果
て
に
し
て
（
三

〇
七
）

こ
の
二
首
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
あ
る
古
詩
「
観

�身
岸
額
離

�根
草
、
論

�命

江
頭
不

�繋
舟
」
の
訓
を
、
一
音
ず
つ
歌
の
頭
に
置
い
て
詠
ん
だ
四
十
三
首
の
連

作
歌
群
中
の
歌
に
な
る
。
こ
う
し
た
歌
に
も
和
泉
式
部
の
庭
へ
の
思
い
が
入
り
込

ん
で
い
る
。

⑯
は
「
い
っ
た
い
誰
が
訪
れ
て
来
て
見
よ
う
と
い
う
の
で
、
私
の
家
の
庭
に
生

え
た

�を
、
嵐
が
吹
き
払
っ
て
道
を
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
」
の
意
。
⑭
と
は
違
い
、

こ
こ
で
は
訪
れ
る
男
の
不
在
が
観
念
さ
れ
て
い
る
。
同
連
作
中
の
「
庭
の
間
も
見

え
ず

散
り

積
む

木
の
葉
く
づ

掃
か
で
も
誰
の
人
か
来
て
見
ん
」
（
二
八
〇
）
も
同
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様
の
発
想
。

⑰
は
「
そ
う
で
な
く
て
も
人
が
訪
れ
な
い
の
は
寂
し
い
も
の
な
の
に
。
冬
に
な

る
と

�の
垣
根
も
す
っ
か
り
枯
れ
果
て
て
、
一
層
寂
し
さ
が
募
る
こ
と
だ
」
の
意
。

こ
こ
も
「
か
れ
」
は
「
枯
れ
」
と
「
離
れ
」
の
掛
詞
に
な
る
。

草
の
い
と
青
や
か
な
る
を
、
遠
く
往
に
し
人
を
思
ふ

⑱
浅
茅
原
見
る
に
つ
け
て
ぞ
思
ひ
や
む
る
い
か
な
る
里
に
す
み
れ
摘
む
ら
ん

（
七
〇
三
）

⑲
誰
わ
け
ん
誰
か
手
馴
れ
ぬ
駒
な
ら
ん
八
重
繁
り
ゆ
く
庭
の
群
草
（
七
〇
四
）

⑱
は
「
浅
茅
の
繁
る
野
原
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
だ
。
遠

く
に
行
っ
た
あ
の
人
は
、
ど
の
よ
う
な
里
に
住
み
、
ス
ミ
レ
を
摘
ん
で
い
る
の
だ

ろ
う
」
の
意
。
青
々
と
し
た
「
浅
茅
原
」
を
見
る
こ
と
と
、
遠
く
に
行
っ
た
人
を

思
う
こ
と
と
が
、
ど
の
よ
う
な
連
想
関
係
に
あ
る
の
か
が
分
か
り
に
く
い
。
こ
こ

は
⑫
の
よ
う
に
、
「
草
の
い
と
青
や
か
な
る
」
様
が
、
募
る
恋
の
思
い
の
表
象
と

な
り
、
そ
の
関
係
に
あ
っ
た
「
遠
く
往
に
し
人
」
を
思
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
里
に

す
み
れ
摘
む
」
は
、「
里
に
住
み
」
と
「
ス
ミ
レ
摘
む
」
の
掛
詞
で
あ
る
。「
ス
ミ

レ
」
は
、『
古
今
集
仮
名
序
』『
古
今
六
帖
』『
赤
人
集
』
な
ど
に
あ
る
、「
春
の
野

に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
我
ぞ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る
」（
万
葉
・
八
・

一
四
二
四
・
山
部
赤
人
）
が
念
頭
に
あ
る
と
す
る
と
、
新
た
な
女
性
と
出
会
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
の
意
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
は
、
道
貞
か

保
昌
か
。

⑲
は
「
誰
が
分
け
入
っ
て
来
よ
う
。
誰
の
手
馴
れ
た
駒
に
な
ろ
う
か
。
八
重
に

繁
り
行
く
庭
の
草
叢
を
分
け
入
る
の
は
」
の
意
。
「
手
馴
れ
ぬ
駒
」
の
「
ぬ
」
は

完
了
。
こ
こ
は
『
全
釈
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
我
が
門
の
一
む
ら
薄
刈
り
飼

は
ん
君
が
手
馴
れ
の
駒
も
来
ぬ
か
な
」
（
後

�・
恋
二
・
六
一
六
・
小
町
が
姉
）

が
念
頭
に
あ
ろ
う
。
男
の
来
訪
の
断
念
と
期
待
が
入
り
交
じ
っ
た
歌
に
な
る
。

雪
の
降
る
日
い
か
が
、
な
ど
人
の
言
ひ
た
れ
ば

⑳
掻
き
曇
る
中
空
に
の
み
ふ
る
雪
は
人
目
も
草
も
か
れ
が
れ
に
し
て
（
七
一

三
）

歌
は
「
掻
き
曇
り
、
中
途
半
端
に
過
ご
し
て
い
る
、
空
か
ら
降
る
雪
の
日
は
、

ど
っ
ち
つ
か
ず
の
人
の
訪
れ
も
な
く
、
草
も
枯
れ
枯
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
」

の
意
。「
ふ
る
」
は
「
降
る
」
と
「
経
る
」
を
掛
け
る
。『
全
書
』
は
「
中
空
は
、

男
が
中
途
半
端
の
意
を
掛
く
。
男
の
疎
遠
を
怨
む
意
。
枯
れ
と
離
れ
を
掛
く
」
と

す
る
が
、「
中
空
」
は
女
の
様
子
に
も
な
ろ
う
。

人
の
文
の
あ
る
を
見
て
、
六
月
ば
か
り

�

庭
の
ま
ま
生
ふ
る
草
葉
を
分
け
来
た
る
人
も
見
え
ぬ
に
跡
こ
そ
あ
り
け
れ

（
八
一
一
）

歌
は
「
庭
全
体
に
生
え
て
い
る
草
葉
の
中
を
分
け
入
っ
て
来
た
人
も
い
な
い
の

に
、
足
跡
な
ら
ぬ
筆
跡
が
あ
っ
た
こ
と
だ
」
の
意
。
⑫
と
同
様
の
発
想
が
据
え
ら

れ
て
い
る
。

草
の
い
と
青
う
生
ひ
た
る
を
見
て

�

わ
が
心
夏
の
野
辺
に
も
あ
ら
な
く
に
繁
く
も
恋
の
な
り
増
る
か
な
（
続
・

九
九
）

歌
は
「
私
の
心
は
夏
の
野
辺
で
も
な
い
の
に
、
葉
が
繁
る
よ
う
に
恋
心
が
募
り

ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
だ
」
の
意
。
庭
の
「
草
の
い
と
青
う
生
ひ
た
る
」
様
を
「
夏

の
野
辺
」
に
見
立
て
、
葉
の
繁
り
に
恋
情
の
高
ま
り
を
よ
そ
え
て
い
る
。
こ
こ
も

⑫
と
同
様
の
発
想
が
あ
る
。
素
直
な
恋
情
の
高
ま
り
を
意
識
す
る
相
手
は
、
帥
宮

が
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
帥
宮
挽
歌
群
の
歌
で
あ
っ
た
。
追
慕
の
情

が
、
生
き
て
い
る
人
へ
の
恋
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

宵
の
思
ひ

�

宵
ご
と
に
物
思
ふ
人
の
涙
こ
そ
ち
ぢ
の
草
葉
の
露
と
置
く
ら
め
（
続
・
一

三
三
）

歌
は
「
つ
れ
づ
れ
の
尽
き
せ
ぬ
ま
ま
に
、
お
ぼ
ゆ
る
事
を
書
き
集
め
た
る
歌
に

こ
そ
似
に
た
れ
。
昼
偲
ぶ
、
夕
べ
の
な
が
め
、
宵
の
思
ひ
、
夜
中
の
寝
覚
、
暁
の

恋
、
こ
れ
を
書
き
分
け
た
る
」
と
さ
れ
た
歌
群
の
中
の
「
宵
の
思
ひ
」
の
一
首
。

こ
の
歌
群
は
、
帥
宮
挽
歌
群
の
中
に
位
置
し
て
い
る
。
歌
は
「
宵
ご
と
に
亡
き
宮

様
を
思
う
人
の
涙
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
草
葉
の
露
と
な
っ
て
置
く
の
で
し
ょ
う
」
の

意
。
宵
の
物
思
い
が
、
庭
の
草
葉
に
置
く
露
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

七
月
七
日
、
織
女
に
か
は
り
て
待
つ
こ
ろ
、
草
の
露
を
始
め
て
見
る

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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�

風
の
音
に
秋
来
に
け
り
と
お
ど
ろ
き
て
見
れ
ば
草
葉
の
露
も
置
き
け
り

（
続
・
三
七
八
）

歌
は
「
風
の
音
で
秋
が
来
た
か
と
驚
い
て
目
を
覚
ま
し
て
庭
を
見
て
み
る
と
、

起
き
で
は
な
い
が
、
草
葉
の
露
も
置
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」
の
意
。
「
露
も
お

き
」
の
「
お
き
」
が
「
起
き
」
と
「
置
き
」
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
風
の
音
で

秋
を
感
じ
る
の
は
当
時
の
季
節
感
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
七
夕
詠
に
な
る
の
で
、
男

の
来
訪
を
よ
そ
え
て
い
る
。

以
上
、
庭
の
草
葉
を
詠
む
歌
を
見
て
き
た
。
夏
草
の
繁
り
は
恋
の
高
ま
り
を
表

象
す
る
一
方
で
、
男
の
不
訪
を
暗
示
し
て
い
た
。
草
葉
の
繁
り
が
恋
の
障
害
と
意

識
さ
れ
、
ま
た
、
草
葉
の
「
枯
れ
」
は
「
離
れ
」
を
導
い
て
い
た
。
「
か
れ
」
は

「
あ
れ
」
と
同
じ
位
相
を
保
持
し
て
い
る
。
草
葉
に
寄
せ
る
歌
は
、
和
泉
式
部
固

有
の
恋
に
満
た
さ
れ
な
い
思
い
が
多
く
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
孤
愁
を
誘
う
庭
の
花

草
葉
の
繁
茂
や
「
枯
れ
」
を
詠
む
こ
と
が
男
の
不
訪
を
暗
示
し
て
い
た
が
、
さ

ら
に
、
四
季
折
々
に
庭
に
咲
く
花
を
、
独
り
眺
め
る
こ
と
で
、
男
の
来
訪
の
な
さ

を
嘆
い
た
り
、
愁
い
た
り
す
る
歌
も
認
め
ら
れ
る
。
庭
の
花
が
草
葉
の
場
合
と
同

じ
よ
う
に
孤
愁
の
思
い
を
誘
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
歌
を
季
節
順

に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
梅
で
あ
る
。

春

�

春
は
た
だ
我
が
宿
に
の
み
梅
咲
か
ば
か
れ
に
し
人
も
見
に
と
来
な
ま
し

（
四
）

百
首
歌
の
春
題
の
一
つ
で
あ
る
。
「
春
に
な
っ
て
、
た
だ
私
の
家
だ
け
に
梅
が

咲
く
な
ら
ば
、
離
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
、
見
よ
う
と
し
て
来
る
か
も
し
れ

な
い
の
だ
が
」
の
意
。
「
か
れ
」
は
「
離
れ
」
と
、
梅
の
縁
語
「
枯
れ
」
の
掛
詞

に
な
る
が
、
こ
の
歌
で
は
あ
ま
り
機
能
し
て
い
な
い
。
梅
は
ど
こ
に
で
も
咲
く
の

で
、
自
分
の
家
だ
け
に
咲
け
ば
と
す
る
仮
定
は
、
絶
対
に
実
現
し
な
い
。
だ
か
ら

「
か
れ
に
し
人
」
が
来
る
こ
と
も
な
い
。「
人
の
来
る
こ
と
の
な
い
こ
と
の
、
そ
の

当
て
・
見
込
み
の
な
さ
の
、
絶
望
的
な
詠

�で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
は
、
儚
い
切

望
の
詠

�で
あ
る
（
８
）」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
梅
花
に
失
わ
れ
た
恋
を
思
う
の
で
あ

る
。桜
に
は
四
首
、
な
い
し
は
五
首
認
め
ら
れ
る
。
次
の

�（
一
六
番
歌
）
に
明
示

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

春

�

人
も
見
ぬ
宿
に
桜
を
植
ゑ
た
れ
ば
花
も
て
や
つ
す
身
に
ぞ
な
り
ぬ
る
（
一

一
）

�

我
が
宿
の
桜
は
か
ひ
も
な
か
り
け
り
主
人
か
ら
こ
そ
人
も
見
に
く
れ
（
一

二
）

�

見
に
と
来
る
人
だ
に
も
な
し
我
が
宿
の
は
ひ
り
の
柳
下
払
へ
ど
も
（
一
六
）

三
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
散
り
果
て
が
た
な
る
枝
に
つ
け
て
、
人
に

�

散
り
に
し
は
見
に
も
や
来
る
と
桜
花
風
に
も
あ
て
で
惜
し
み
し
も
の
を

（
七
八
九
）三
月

	が
た
に




誰
に
か
は
折
り
て
も
見
せ
ん
な
か
な
か
に
桜
咲
き
ぬ
と
我
に
聞
か
す
な

（
続
・
九
六
）

�は
、
「
あ
の
人
も
見
に
来
な
い
家
に
桜
を
植
え
た
の
で
、
美
し
い
花
を
栄
え

な
く
さ
せ
る
身
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
」
の
意
。
ど
の
人
で
あ
れ
、
見
に
来

て
く
れ
る
な
ら
ば
、
桜
は
栄
え
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
だ
け
し
か

見
な
い
の
で
、
そ
う
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
美
し
い
桜
を
栄
え
な
く
さ

せ
た
我
が
身
の
孤
愁
を
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

�は
、
「
私
の
家
の
桜
は
咲
く
か
い
も
な
い
の
で
あ
っ
た
。
主
人
次
第
に
よ
っ

て
人
も
見
に
く
る
の
だ
か
ら
」
の
意
。
自
分
の
せ
い
で
誰
も
見
に
来
な
い
の
で
、

桜
に
と
っ
て
咲
く
か
い
が
な
い
と
嘆
じ
る
の
で
あ
る
。

�と
同
じ
趣
向
で
あ
り
、

孤
愁
の
思
い
が
身
に
し
み
る
の
で
あ
る
。

�が
問
題
だ
が
、
配
列
か
ら
し
て
桜
を
見
に
来
る
と
思
え
る
の
で
こ
こ
に
置
い

た
。
「
あ
の
人
ど
こ
ろ
か
、
花
を
見
に
行
こ
う
と
来
る
人
さ
え
い
な
い
。
私
の
家

―24― （24）



の
入
り
口
に
植
え
た
柳
の
下
を
通
り
や
す
い
よ
う
に
枝
を
払
っ
て
待
っ
て
い
た
け

れ
ど
も
」
の
意
と
な
ろ
う
。
前
二
首
と
似
た
よ
う
な
趣
向
だ
が
、
こ
の
歌
で
は
ま

だ
通
っ
て
来
る
男
が
い
る
設
定
に
な
る
。
だ
か
ら
床
の
塵
を
払
う
か
の
よ
う
に
、

下
枝
を
払
っ
て
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
を
見
に
、
誰
も
来
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
の
中
心
は
柳
と
な
ろ
う
。

�は
「
散
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
も
し
か
見
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
、

桜
花
を
散
ら
す
風
に
も
当
て
な
い
で
大
切
に
惜
し
ん
で
い
た
の
に
ね
」
の
意
。

「
散
り
に
し
は
」
の
「
は
」
は
詠
嘆
の
終
助
詞
。
花
の
盛
り
の
折
に
女
の
も
と
を

訪
ね
る
の
が
愛
情
の
証
に
な
る
。
し
か
し
、
男
は
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
ほ
と
ん
ど
散
っ
て
し
ま
っ
た
枝
に
つ
け
て
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
「
散
る
」

は
、
愛
情
の
喪
失
を
暗
示
さ
せ
る
の
で
、
歌
は
男
へ
の
難
詰
と
な
っ
て
い
る
。

�は
、
帥
宮
挽
歌
群
の
歌
で
あ
る
。
詞
書
の
「
三
月
」
は
、
伝
行
成
切
の
「
二

月
」
が
い
い
で
あ
ろ
う
。
「
い
っ
た
い
誰
に
折
っ
て
見
せ
よ
う
か
、
そ
ん
な
人
は

い
な
い
の
だ
。
な
ま
じ
っ
か
、
桜
が
咲
い
た
な
ど
と
私
に
聞
か
せ
な
い
で
ほ
し
い
」

の
意
。
帥
宮
亡
き
今
、
桜
を
互
い
に
見
る
人
な
ど
い
な
い
の
だ
と
孤
愁
を
実
感
す

る
の
で
あ
る
。
桜
を
嘱
目
し
て
の
歌
で
は
な
い
詠
み
方
で
あ
る
が
、
桜
を
見
て
い

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

次
は
花
橘
。
当
時
、
最
も
好
ま
れ
た
夏
の
風
物
に
な
る
。

橘
に
つ
け
て
人
に

�

誰
に
こ
の
花
を
見
せ
ま
し
我
を
れ
ば
山
郭
公
さ
ら
に
来
鳴
か
ず
（
四
二
二
、

続
二
八
二
）

四
月
ば
か
り
に
、
橘
の
咲
き
た
る
を

�

橘
の
花
咲
く
里
に
住
ま
へ
ど
も
昔
を
来
問
ふ
人
の
な
き
か
な
（
六
九
四
）

橘
を
見
て
、
昔
の
人
を
思
ひ
出
で
て

�

薫
る
香
は
そ
な
が
ら
そ
れ
に
あ
ら
ぬ
か
な
花
橘
は
名
の
み
な
り
け
り
（
七

〇
八
）

�は
、
「
誰
に
こ
の
橘
の
花
を
見
せ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
私
が
居
る
と
、
山

時
鳥
は
ま
っ
た
く
来
て
鳴
き
ま
せ
ん
の
で
、
見
せ
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
」
の
意
。
時

鳥
を
相
手
の
男
性
、
自
身
を
花
橘
に
よ
そ
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
宿
と
な
る
橘
に

時
鳥
が
来
て
鳴
か
な
い
と
い
う
の
は
、
男
が
自
分
の
も
と
に
来
な
い
の
を
詰
っ
た

こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
「
誰
に
…
見
せ
ま
し
」
で
、
暗
に
他
の
男
の
人
を
見
つ

け
よ
う
か
し
ら
と
脅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

�は
、
「
橘
の
花
の
咲
く
里
の
家
に
住
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
昔
の
こ
と
を
、

来
て
尋
ね
る
人
は
い
な
い
こ
と
だ
」
の
意
。
橘
は
時
鳥
と
共
に
懐
旧
の
思
い
を
誘

う
景
物
と
す
る
当
時
の
常
套
的
な
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
。「
昔
」
は
、「
五
月
待

つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
（
古
今
・
夏
・
一
三
九
）
に

よ
っ
て
、
愛
し
合
っ
て
い
た
昔
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
古
今
歌
は
、
次
の
歌
に
も

か
か
わ
っ
て
い
る
。

�は
、
「
薫
っ
て
い
る
香
は
、
橘
の
ま
ま
な
が
ら
、
昔
の
人
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
だ
。
花
橘
の
香
に
は
昔
の
人
の
袖
の
香
が
す
る
と
い
う
の
は
、
評
判
だ
け
で

あ
っ
た
の
だ
」
の
意
。
詞
書
と
整
合
し
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ
う
し
た
詠

み
方
で
懐
旧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
昔
の
人
は
も
う
来
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
も

い
よ
う
。

次
は
、
秋
の
萩
で
あ
る
。

秋

�

人
も
が
な
見
せ
ん
聞
か
せ
ん
萩
の
花
咲
く
夕
影
の
ひ
ぐ
ら
し
の
声
（
五
〇
）

歌
は
、
「
人
が
来
て
ほ
し
い
。
見
せ
た
い
、
聞
か
せ
た
い
。
夕
日
に
萩
の
花
が

咲
き
、
そ
の
も
と
で
蜩
の
鳴
く
声
を
」
の
意
。
「
人
」
は
誰
で
も
い
い
か
ら
、
と

に
か
く
見
聞
か
せ
た
い
人
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
情
景
を
一
緒
に
眺
め
る
の

は
、
や
は
り
恋
人
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
、
ど
う
で
も
い
い
か
ら

す
ぐ
に
で
も
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
見
聞
き
さ
せ
た
い
の
は
、
「
萩
の
花

咲
く
夕
影
の
ひ
ぐ
ら
し
の
声
」
で
あ
り
、「「
は
ぎ
」
と
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
は
、
見

と
聞
と
二
つ
な
が
ら
、
実
は
一
つ
に
渾
然
と
し
た
情
景
（
９
）」
と
す
る
の
が
い
い
で
あ

ろ
う
。

次
は
薄
で
あ
る
。
薄
も
庭
に
移
植
さ
れ
て
い
た
。

�

花
薄
招
く
た
よ
り
は
か
ひ
も
な
し
心
知
り
な
る
人
し
見
え
ね
ば
（
六
〇
三
）

歌
は
、
「
花
薄
が
靡
い
て
人
を
招
く
手
立
て
は
か
い
の
な
い
こ
と
だ
。
気
心
の

知
れ
る
人
は
見
え
て
い
な
い
の
で
」
の
意
。
本
文
二
句
末
に
「
は
」
を
補
っ
た
。

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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「
花
薄
」
に
感
情
移
入
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
心
知
り
な
る
人
」
は
、
恋
の
相

手
と
な
ろ
う
。

以
上
が
、
花
に
寄
せ
て
孤
愁
を
実
感
す
る
歌
で
あ
っ
た
。
「
あ
れ
」
の
掛
詞
を

使
用
し
た
歌
、
草
葉
に
寄
せ
た
歌
と
も
関
係
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
和
泉
式
部
の

前
栽
と
の
か
か
わ
り
方
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
前
栽
の
贈
答

前
栽
の
花
々
は
、
貴
族
た
ち
の
間
で
贈
答
に
供
さ
れ
て
い
た
。
花
の
美
し
さ
を

共
有
し
た
り
、
移
植
し
た
り
す
る
た
め
に
贈
答
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
以
外

の
効
用
も
認
め
ら
れ
る
。
最
後
に
植
栽
が
贈
答
さ
れ
る
歌
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

葵
を
や
る
と
て

�

み
な
人
の
挿
頭
に
す
め
る
そ
の
草
の
名
は
何
と
か
や
言
ひ
て
聞
か
せ
よ

（
五
五
九
）

賀
茂
祭
の
風
物
と
な
る
「
葵
」
は
、
「

�ふ
日
」
と
掛
詞
に
な
る
こ
と
か
ら
、

�い
た
い
意
を
伝
え
る
た
め
に
贈
っ
た
際
に
詠
み
添
え
た
歌
で
あ
る
。
「
ど
の
人

も
挿
頭
に
す
る
ら
し
い
そ
の
草
の
名
は
、
何
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
私
に
言
っ

て
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
の
意
。
相
手
か
ら

�い
た
い
と
言
わ
せ
た
い
た
め
に
、

わ
ざ
と
草
の
名
を
知
ら
な
い
ふ
り
し
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

同
じ
と
こ
ろ
な
る
人
の
、
異
方
に
お
き
て
、
唐
撫
子
を
、
大
和
な
ら

ぬ
な
む
あ
る
と
て
、
お
こ
せ
た
る
に

�

か
ひ
な
き
は
同
じ
垣
ほ
に
生
ふ
れ
ど
も
よ
そ
ふ
る
か
ら
の
撫
子
の
花
（
七

三
〇
）

同
居
し
て
い
た
人
（
姉
妹
か
）
が
、
他
出
し
た
先
か
ら
、
唐
撫
子
を
、
大
和
撫

子
で
は
な
い
わ
と
言
っ
て
、
贈
っ
て
寄
こ
し
た
の
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
「
異
方

に
お
き
て
」
は
、
他
所
に
あ
っ
て
の
意
。
唐
撫
子
は
当
時
ま
だ
珍
し
か
っ
た
の
で

贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
歌
を
統
一
的
に
解
す
る
の
は
難
し
い
が
、
「
お
も
し
ろ
く

な
い
の
は
、
同
じ
よ
う
に
垣
根
に
生
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
他
所
か
ら
の
唐
撫
子

で
あ
っ
た
こ
と
で
す
し
、
同
じ
家
に
住
ん
で
い
な
が
ら
、
他
所
で
過
ご
し
て
い
る

あ
な
た
を
唐
撫
子
に
よ
そ
え
る
こ
と
で
す
よ
、
早
く
お
帰
り
な
さ
い
」
と
な
ろ
う

か
。「
よ
そ
ふ
る
」
は
、「
よ
そ
へ
る
」
と
「
他
所
経
る
」、「
か
ら
」
は
理
由
を
し

め
す
「
か
ら
」
と
「
唐
」
を
掛
け
て
い
る
。
外
出
し
た
ま
ま
で
い
る
の
で
、
贈
ら

れ
た
唐
撫
子
の
「
か
ら
」
を
利
か
せ
て
、
早
く
帰
る
よ
う
に
促
し
た
の
で
あ
る
。

南
院
の
梅
花
を
、
人
の
も
と
よ
り
、
こ
れ
見
て
慰
め
よ
と
あ
る
に

�

世
に
経
れ
ど
君
に
遅
れ
て
折
る
花
は
匂
ひ
て
見
え
ず
墨
染
に
し
て
（
続
・

四
八
）

「
南
院
」
は
亡
き
帥
宮
敦
道
親
王
の
家
で
あ
り
、
そ
こ
に
和
泉
式
部
も
か
つ
て

召
人
と
し
て
住
ん
で
い
た
。
こ
の
「
南
院
」
を
東
三
条
邸
南
院
と
す
る
の
が
定
説

だ
が
、
こ
れ
と
は
別
の
「
冷
泉
院
御
在
所
南
院
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（

�）。
逝
去
を
悲

し
ん
で
い
る
和
泉
式
部
に
、
あ
る
人
が
、
南
院
の
梅
花
を
折
り
贈
っ
て
来
て
、
こ

れ
を
見
て
慰
め
な
さ
い
と
言
い
添
え
て
あ
っ
た
の
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
「
私
は

こ
の
世
に
生
き
て
い
る
け
れ
ど
、
宮
様
に
死
に
遅
れ
て
折
る
花
は
、
匂
う
よ
う
に

美
し
く
見
え
ま
せ
ん
。
墨
染
め
の
色
な
の
で
」
の
意
。
多
分
、
慰
め
に
は
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
詠
ん
で
喪
失
の
深
さ
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

二
月
ば
か
り
に
、
前
な
る
橘
を
人
の
乞
ひ
た
る
に
、
た
だ
一
つ
や
る

と
て

�

取
る
も
憂
し
昔
の
人
の
香
に
似
た
る
花
橘
に
な
る
や
と
思
へ
ば
（
続
・
一

一
〇
）

部
屋
の
前
に
植
え
た
橘
の
実
を
乞
わ
れ
た
の
で
、
贈
る
際
に
添
え
た
歌
で
あ
る
。

実
と
し
た
の
は
、
枝
や
花
で
は
「
一
つ
」
と
言
わ
な
い
こ
と
、
歌
の
「
な
る
」
は

実
が
な
る
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
「
人
」
は
愛
人
関
係
に
あ
る

男
性
で
あ
ろ
う
。
「
た
く
さ
ん
取
る
の
も
辛
い
の
で
す
よ
。
昔
の
人
の
香
に
似
た

花
橘
の
、
そ
の
実
に
な
る
の
か
と
思
う
と
」
の
意
。
こ
こ
の
「
昔
の
人
」
は
亡
き

帥
宮
。

月
の
明
か
き
夜
、
梅
の
花
を
人
に
や
る
と
て

�

い
づ
れ
と
も
分
か
れ
ざ
り
け
り
春
の
夜
は
月
こ
そ
花
の
匂
ひ
な
り
け
れ

（
続
・
一
七
一
）
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月
の
光
と
白
梅
を
見
ま
ち
が
え
る
と
す
る
発
想
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
ど
ち
ら

と
も
見
分
け
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
春
の
夜
の
月
は
白
梅
の
美
し
さ
で
し
た
の

で
」
の
意
。
月
の
風
情
に
よ
そ
え
て
白
梅
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。

十
二
月
ば
か
り
、
物
染
め
さ
せ
て
、
花
や
あ
る
と
人
に
乞
ひ
た
り
し
、

二
月
廿
日
あ
ま
り
ば
か
り
に
お
こ
す
と
て
、
花
乏
し
き
春
か
な
、
と

言
ひ
た
る
に

�

咲
け
ど
散
る
花
は
か
ひ
な
し
桜
色
に
衣
染
め
着
て
春
は
過
ぐ
さ
ん
（
続
・

一
七
五
）

染
色
の
た
め
の
花
が
贈
答
さ
れ
た
際
の
歌
で
あ
る
。
「
咲
い
て
も
散
る
花
は
か

い
の
な
い
こ
と
だ
。
桜
色
に
衣
を
染
め
て
着
て
、
散
ら
ず
に
い
る
桜
と
共
に
春
は

過
ご
す
こ
と
に
し
よ
う
」
の
意
。
和
泉
式
部
も
み
ず
か
ら
染
色
の
差
配
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
ほ
ん
の
少
し
だ
け
れ
ど
と
言
っ
て
寄
こ
し
て
く
れ
た
お
礼
の
気
持
ち
を

込
め
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
、
同
じ
よ
う
に
染
色
に
か
か
わ
る
歌
を
見
て
お
く
。

九
月
ば
か
り
、
物
へ
行
く
人
、
衣
染
む
と
て
花
乞
ひ
た
る
、
や
る
と

て

�

秋
ゆ
か
ん
た
び
の
衣
を
い
と
ど
し
く
露
草
に
し
も
な
ど
か
染
む
べ
き
（
続
・

二
三
六
）

今
度
は
和
泉
式
部
が
、
染
め
る
た
め
の
露
草
を
贈
っ
た
際
の
歌
で
あ
る
。
「
秋

が
行
こ
う
と
し
て
い
る
こ
の
度
の
旅
の
衣
を
、
大
仰
に
露
草
で
も
っ
て
な
ぜ
藍
色

に
染
め
る
の
で
し
ょ
う
」
の
意
。

語
ら
ふ
人
の
も
と
よ
り
、
撫
子
を
お
こ
せ
て
、
か
か
る

た
る

花
は
あ
ら
じ
、
と
言
ひ
た
る
に

�

ま
こ
と
か
と
比
べ
て
見
れ
ど
我
が
宿
の
花
の
露
に
は
な
ほ
う
て
ぬ
め
り

（
続
・
三
三
五
）

恋
人
が
自
慢
げ
に
撫
子
を
贈
っ
て
き
た
の
で
返
し
た
歌
で
あ
る
。
「
あ
な
た
の

言
う
こ
と
が
ほ
ん
と
う
か
と
思
っ
て
比
べ
て
み
た
け
れ
ど
、
私
の
家
の
花
の
露
に

は
や
は
り
勝
て
な
い
よ
う
で
す
」
の
意
。
相
手
が
恋
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
ざ

と
我
が
家
の
方
が
い
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
な
る
子
の
、
撫
子
の
種
少
し
た
ま
へ
と
言
ひ
た
る
、
や
る
と
て

�

撫
子
の
恋
し
き
時
は
見
る
も
の
を
い
か
に
せ
よ
と
か
種
を
乞
ふ
ら
ん
（
続
・

三
七
二
）

花
の
種
を
恋
わ
れ
て
贈
る
際
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
撫
子
」
に
は
、
「
子
」

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
詞
書
に
あ
る
「
ほ
か
な
る
子
」
で
あ
る
。
「
子
が
い
と
し

い
時
は
会
う
も
の
、
同
じ
よ
う
に
撫
子
が
恋
し
い
時
は
花
を
見
る
も
の
な
の
に
、

ど
う
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
種
を
乞
う
の
で
し
ょ
う
」
の
意
と
な
ろ
う
か
。
花
だ
け

で
な
く
種
も
贈
答
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

槿
、
花
や
か
な
る
人
に
や
る
と
て

�

今
の
間
の
朝
顔
を
見
よ
か
か
れ
ど
も
た
だ
こ
の
花
は
世
の
中
ぞ
か
し
（
続
・

五
三
八
）

花
や
か
に
時
め
い
て
い
る
人
に
朝
顔
を
贈
る
際
、
栄
枯
盛
衰
を
諭
し
た
歌
で
あ

る
。
相
手
は
若
い
女
性
で
あ
ろ
う
。
「
今
の
間
に
咲
い
て
い
る
朝
顔
を
ご
覧
な
さ

い
。
美
し
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
も
う
こ
の
花
は
、
世
の
中
そ
の
も
の
で
は
か
な
い

で
す
よ
」
の
意
。
何
か
忠
告
し
た
い
時
に
、
わ
ざ
わ
ざ
朝
顔
を
選
ん
だ
こ
と
に
な

ろ
う
。
朝
顔
は
は
か
な
さ
の
表
象
で
あ
っ
た
。

以
上
、
前
栽
の
花
々
が
贈
答
さ
れ
る
際
の
歌
を
見
て
き
た
。
花
は
、

�
�い

た

い
た
め
、

	珍
し
さ
、


慰
め
、

�
�美

し
さ
、

�
�染

色
用
、

�諭
す
な
ど
の

た
め
に
贈
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

�実
や

�種
の
場
合
も
あ
っ
た
。
前
栽
の
花
々
は
、

日
々
の
生
活
に
密
着
し
て
贈
答
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

和
泉
式
部
と
前
栽
の
花
々
や
草
葉
と
の
か
か
わ
り
を
、
和
歌
か
ら
見
て
き
た
こ

と
に
な
る
。
各
節
の
末
尾
に
簡
単
な
ま
と
め
を
記
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返

さ
な
い
が
、
前
栽
が
和
泉
式
部
の
歌
に
お
い
て
切
実
な
歌
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
以
外
で
も
、
採
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

歌
々
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
掘
る
」
な
ど
に
か
か
わ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、

和
泉
式
部
の
花
に
寄
せ
る
好
尚
そ
の
他
で
あ
る
。
ま
た
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い

和
泉
式
部
の
庭
と
前
栽
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が
、
こ
れ
ら
を
課
題
と
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
措
き
た
い
。

注

（

1）
拙
稿
「
平
安
貴
族
女
性
と
庭

『
伊
勢
集
』
の
前
栽

」
（
『
大
妻
女
子
大
学

紀
要
―
文
系
―
』

48、
二
〇
一
六
・
三
）

（

2）
拙
稿
「
『
蜻
蛉
日
記
』
道
綱
母
の
前
栽

平
安
貴
族
女
性
と
庭

」
（
『
大
妻

国
文
』

47、
二
〇
一
六
・
三
）

（

3）
拙
稿
「『
枕
草
子
』
の
庭
と
前
栽
」（『
大
妻
国
文
』

48、
二
〇
一
七
・
三
）

（

4）
武
田
早
苗
「
前
栽
の
風
情

平
安
時
代
の
和
歌
文
学
か
ら

」
（
倉
田
実
編

『
王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園
』
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
１
、
竹
林
舎
、
二
〇
〇
七
・

五
）

（

5）
近
藤
み
ゆ
き
『
和
泉
式
部
日
記

現
代
語
訳
付
き

』
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文

庫
、
二
〇
〇
三
・
一
二
）
の
補
注（

33）。

（

6）
尾
崎
知
光
『
和
泉
式
部
日
記
考
注
』（
東
寶
書
房
、
一
九
五
四
・
一
一
）

（

7）
注（

5）に
同
じ
。

（

8）
森
重
敏
『
八
代
集

�入
和
泉
式
部
和
歌
抄
稿
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
九
・
五
）

（

9）
注（

8）に
同
じ
。

（

10）
拙
稿
「
王
朝
日
記
文
学
と
東
三
条
院
南
院
・
冷
泉
院
御
在
所
南
院

敦
道
親
王

邸
へ
の
仮
説

」（
秋
山
虔
編
『
平
安
文
学
史
論
考
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
・

一
二
）

―28― （28）


