
藤
原
定
家
「
六
百
番
歌
合
百
首
」
覚
書

加

藤

睦

１

『
六
百
番
歌
合
』
で
藤
原
定
家
が
詠
ん
だ
百
首
歌
（
以
下
「
六
百
番
歌
合

百
首
」
と
呼
ぶ
）
の
読
み
解
き
に
関
し
て
は
、す
で
に
、久
保
田
淳
氏
の
『
訳

注

藤
原
定
家
全
歌（
１
）集』、
久
保
田
氏
と
山
口
明
穂
氏
の
校
注
に
な
る
新
日

本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番
歌（
２
）合』、
水
垣
久
氏
の
『
拾
遺
愚
草
全
釈
シ
リ

ー
ズ
９

歌
合
百
首
（
六
百
番
歌（
３
）合）』
と
い
う
、
す
ぐ
れ
た
達
成
の
蓄
積

が
あ（
４
）る。

し
か
し
な
が
ら
、
本
百
首
に
は
、
歌
合
の
評
定
の
場
に
お
い
て
、
相
手
方

（
右
方
）
の
歌
人
か
ら
表
現
の
曖
昧
さ
を
批
判
さ
れ
た
難
解
歌
が
多
く
含
ま

れ
て
お
り
、
歌
意
の
把
握
の
点
で
も
、
定
家
が
用
い
て
い
る
詠
歌
法
の
解
明

の
点
で
も
、
さ
ら
な
る
考
察
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

春
く
れ
ば
ほ
し
の
く
ら
ゐ
に
影
見
え
て
雲
井
の
は
し
に
い
づ
る
た
を
や

め

（
元
日
宴
・
八
〇
一
）

た
と
え
ば
右
の
歌
に
つ
い
て
、
右
方
人
は
「
歌
ざ
ま
、
心
ゆ
か
ず
」
と
批

判
し
て
い
る
。
他
の
多
く
の
歌
人
た
ち
が
、
元
日
宴
と
い
う
行
事
の
様
子
を

明
快
に
描
写
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
こ
の
歌
に
は
、
確
か
に
何
か
曖
昧
な

印
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
作
者
が
内
侍
の
登
場
の
経
過
の
み
に
焦

点
を
あ
て
、
か
つ
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
に
変
換
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
定
家
は
こ
こ
で
、「
春
く
れ
ば
」「
ほ
し
の
く
ら
ゐ
」「
影

見
え
て
」「
雲
井
」「
い
づ
る
」
と
い
う
一
連
の
詞
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
元
日

の
空
に
お
け
る
〈
暁
↓
曙
↓
日
の
出
〉
と
い
う
推
移
の
イ
メ
ー
ジ
を
添
え
、

一
首
を
立
春
詠
の
よ
う
に
仕
立
て
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
歌
の
構
成
法
が
、

相
手
方
人
に
も
腑
に
落
ち
な
い
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

夏
山
の
く
さ
ば
の
た
け
ぞ
し
ら
れ
ぬ
る
春
見
し
小
松
人
し
ひ
か
ず
は

（
夏
草
・
八
一
七
）

こ
の
歌
で
は
、
従
来
の
注
釈
に
お
い
て
、
上
の
句
と
下
の
句
が
倒
置
さ
れ

て
い
る
と
い
う
把
握
の
も
と
に
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

下
の
句
の
仮
定
条
件
を
受
け
る
帰
結
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

反
転
し
て
上
の
句
に
か
か
っ
て
は
い
な
い
と
見
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
下
の

句
の
「
春
見
し
小
松
」
は
、「
見
し
」
の
対
立
項
と
し
て
「
今
は
小
松
が
見
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え
な
い
」
こ
と
を
暗
示
し
、
上
の
句
と
合
わ
せ
て
「
そ
の
松
あ
り
と
も
見
え

ざ
る
程
に
、
草
葉
の
た
け
は
し
ら
れ
た
る
」（
俟
後
抄
）
の
意
を
表
し
て
い

る
。
一
方
、
上
の
句
の
「
く
さ
ば
の
た
け
ぞ
し
ら
れ
ぬ
る
」
は
、
そ
れ
と
は

別
の
も
の
が
「
知
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
想
起
さ
せ
、
下
の
句
の
仮
定
表
現
と

響
き
合
っ
て
、「
春
見
た
小
松
は
、
あ
の
時
人
が
引
か
な
け
れ
ば
今
は
夏
草

に
埋
も
れ
て
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
」
と
い

う
感
慨
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
も
か
げ
も
別
れ
に
か
は
る
鐘
の
音
に
な
ら
ひ
か
な
し
き
し
の
の
め
の

空

（
暁
恋
・
八
六
六
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
右
方
人
は
「
う
ち
聞
く
に
心
得
が
た
し
」
と
述
べ
、

判
者
俊
成
も
、「
詞
幽
か
に
し
て
始
め
終
り
確
か
な
ら
ず
と
は
、
か
や
う
の

体
に
や
侍
ら
ん
」
と
評
し
て
い
る
。
初
句
二
句
が
解
し
に
く
い
た
め
の
評
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
お
も
か
げ
も
別
れ
に
か
は
る
」
に
つ
い
て
、新
大
系
・

全
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
共
に
一
夜
を
過
ご
し
た
人
の
面
影
と
も
別
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」「
恋
人
の
面
差
し
も
憂
わ
し
く
変
わ
り
」
と
相
異
な
る
解
釈

を
施
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
初
句
二
句
は
、「
一
夜
を
共
に
過
ご
し

た
あ
の
人
の
面
影
も
、
後
朝
の
別
れ
の
際
の
悲
し
い
面
影
に
変
る
」
と
解
す

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
今
は
逢
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
恋
人
と
の
か
つ
て

の
後
朝
の
別
れ
を
思
い
起
こ
し
て
、
二
重
の
悲
し
み
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。本

百
首
に
は
、
右
の
例
と
同
様
に
、
そ
の
歌
意
や
詠
歌
法
（
表
現
の
意
図
）

が
、
い
ま
だ
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
歌
が
残
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

そ
う
し
た
歌
に
つ
い
て
、
歌
意
の
捉
え
直
し
を
試
み
て
み
た
い
。

２

本
百
首
に
お
い
て
定
家
は
、
次
に
例
示
す
る
よ
う
に
、
話
者
自
ら
の
恋
死

を
話
題
に
し
た
恋
歌
を
多
く
作
っ
て
い
る
。

よ
し
さ
ら
ば
今
は
し
の
ば
で
こ
ひ
し
な
ん
思
ふ
に
ま
け
し
名
に
だ
に
も

立
て

（
顕
恋
・
八
六
一
）

限
な
き
し
た
の
思
ひ
の
ゆ
く
へ
と
て
も
え
ん
け
ぶ
り
の
は
て
や
見
ゆ
べ

き

（
寄
煙
恋
・
八
八
〇
）

こ
ひ
し
な
ば
こ
け
む
す
塚
に
柏
ふ
り
て
も
と
の
契
り
の
く
ち
や
は
て
な

ん

（
寄
木
恋
・
八
八
七
）

そ
れ
ら
の
歌
の
中
で
話
者
は
、
悲
観
的
な
見
通
し
の
も
と
に
、
自
ら
の

「
死
」
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
恋
の
経
過
の
設
定
が

把
握
し
に
く
い
和
歌
が
散
見
す
る
。

た
ふ
ま
じ
き
あ
す
よ
り
の
ち
の
心
地
哉
な
れ
て
か
な
し
き
思
ひ
添
ひ
な

ば

（
遇
恋
・
八
五
九
）

暁
に
あ
ら
ぬ
別
も
今
は
と
て
わ
が
世
ふ
く
れ
ば
そ
ふ
お
も
ひ
哉

（
老
恋
・
八
七
一
）

こ
の
二
首
は
、
と
も
に
「
添
ふ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
ど
う
い

う
経
過
の
も
と
で
何
に
何
が
「
添
ふ
」
の
か
が
把
握
し
に
く
く
な
っ
て
い

る
。「

た
ふ
ま
じ
き
…
」
詠
で
は
、
俟
後
抄
が
「
こ
よ
ひ
あ
ひ
な
れ
て
、
い
よ

い
よ
親
切
の
思
そ
ひ
た
ら
ば
、
い
よ
い
よ
た
へ
が
た
か
ら
む
と
也
」
と
解
す

る
よ
う
に
、
よ
う
や
く
逢
瀬
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
男
の
立
場
か
ら
、
こ
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れ
ま
で
も
恋
の
つ
ら
さ
を
味
わ
っ
て
来
た
が
、
結
ば
れ
た
後
、
愛
し
い
思
い

が
加
わ
っ
た
ら
、
そ
の
恋
の
切
な
さ
つ
ら
さ
に
い
よ
い
よ
堪
え
ら
れ
ず
死
ん

で
し
ま
う
だ
ろ
う
と
詠
ん
で
い
る
。
同
様
に
、
逢
瀬
の
前
後
を
主
題
と
す
る
、

あ
ひ
見
て
の
の
ち
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
も
お
も
は
ざ
り
け
り

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
一
〇
・
敦
忠
・「（
題
し
ら
ず
）」）

で
は
、
逢
瀬
の
前
と
後
と
で
つ
ら
さ
を
比
べ
て
い
る
の
だ
が
、
定
家
詠
で
は
、

前
の
つ
ら
さ
に
後
の
切
な
さ
が
加
わ
っ
て
、
い
よ
い
よ
堪
え
切
れ
な
く
な
る

だ
ろ
う
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
暁
に
…
」
詠
は
、
夜
が
更
け
る
に
つ
れ
て
、
や
が
て
訪
れ
る
後
朝
の
別

れ
を
思
う
老
人
の
悲
し
み
を
詠
む
。「
暁
に
あ
ら
ぬ
別
も
」
と
い
う
表
現
に

よ
っ
て
、「
暁
の
別
れ
」（
後
朝
の
別
れ
）
へ
の
悲
し
み
に
、「
暁
に
あ
ら
ぬ

別
れ
」（
死
別
）
の
悲
し
み
を
重
ね
、「
わ
が
世
ふ
く
れ
ば
」
に
お
い
て
、「
年

老
い
る
意
に
夜
が
更
け
る
の
意
を
掛
け
る
」（
新
大
系
）
こ
と
に
よ
り
、「
そ

ふ
お
も
ひ
」
を
表
現
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
歌
も
、
恋
の
経
過
に
添
い
な
が
ら
、
募
る
思
い
を
複
合
的
に
詠

も
う
と
す
る
志
向
が
看
取
さ
れ
、
そ
う
し
た
詠
歌
法
を
想
定
す
る
こ
と
が
歌

意
の
把
握
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

あ
ら
ざ
ら
む
後
の
世
ま
で
を
う
ら
み
て
も
そ
の
面
影
を
え
こ
そ
う
と
ま

ね

（
怨
恋
・
八
六
四
）

こ
の
歌
で
は
、「
後
の
世
ま
で
を
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
つ
れ
な
い

相
手
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
が
、
そ
の
面
影
を
い
つ
も
恋
し
く
思
い
う
か

べ
て
し
ま
う
現
状
を
読
者
に
想
起
さ
せ
、
後
の
世
に
な
っ
て
も
そ
の
こ
と
は

変
る
ま
い
と
詠
ず
る
こ
と
で
、
恋
の
思
い
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
自
ら

の
死
を
話
題
に
す
る
の
は
、
抽
象
的
な
意
味
で
は
な
く
、
つ
ら
く
て
恋
死
し

そ
う
な
現
状
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

か
な
し
き
は
さ
か
ひ
こ
と
な
る
中
と
し
て
な
き
魂
ま
で
や
よ
そ
に
う
か

れ
ん

（
遠
恋
・
八
七
三
）

死
別
を
詠
む
こ
と
で
「
遠
恋
」
と
い
う
題
意
を
満
た
し
た
詠
で
あ
る
が
、

な
ぜ
「
死
別
」
が
話
題
に
な
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
一
首
の
理
解
の
鍵
と
な

る
。「
な
き
魂
」
に
つ
い
て
は
、「
あ
な
た
の
亡
き
魂
」（
新
大
系
）、「
私
の

亡
霊
」（
全
釈
）
と
、
そ
の
主
体
の
理
解
が
分
れ
て
い
る
が
、
後
者
が
妥
当

で
あ
る
。
ま
だ
生
き
て
い
る
話
者
（
男
）
が
、
自
分
の
「
な
き
魂
」
の
こ
と

を
想
像
す
る
の
は
、
今
が
つ
ら
く
て
恋
死
し
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。「
よ
そ
に
」
は
逢
瀬
を
遂
げ
ら
れ
な
い
さ
ま
を
暗
示
し
て
お
り
、

長
い
間
思
い
続
け
て
も
逢
瀬
を
遂
げ
ら
れ
ず
、
そ
の
つ
ら
さ
で
恋
死
を
予
感

し
て
い
る
話
者
が
、
死
後
の
自
分
の
魂
が
、
思
う
相
手
か
ら
い
よ
い
よ
遠
く

隔
て
ら
れ
て
さ
ま
よ
う
こ
と
を
思
っ
て
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
か
す
み
あ
へ
ず
猶
ふ
る
雪
に
そ
ら
と
ぢ
て
春
物
ふ
か
き
埋
火
の
も
と

（
余
寒
・
八
〇
二
）

こ
の
歌
に
お
い
て
、
定
家
は
、
上
の
句
で
空
の
寒
々
と
し
た
様
子
を
、
下

の
句
で
屋
内
の
埋
火
の
様
子
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
余
寒
」

の
題
意
を
満
た
し
て
い
る
。

こ
こ
で
作
者
は
、
大
き
な
屋
外
の
景
と
、
屋
内
の
埋
火
と
を
、
無
造
作
に

対
置
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
百
首
歌
で
詠
ま
れ
た
、

霞
か
は
花
う
ぐ
ひ
す
に
と
ぢ
ら
れ
て
春
に
こ
も
れ
る
や
ど
の
あ
け
ぼ
の
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（
春
曙
・
八
一
〇
）

に
お
け
る
「
と
づ
」
と
い
う
動
詞
の
使
い
方
を
参
照
す
る
と
、「
そ
ら
と
ぢ

て
」
と
い
う
第
三
句
は
、
庭
の
扉
、
家
の
戸
や
窓
が
閉
ざ
さ
れ
て
、
家
に
こ

も
っ
て
い
る
さ
ま
を
、
そ
れ
と
は
明
示
せ
ず
に
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
「
そ
ら
と
ぢ
て
」
に
つ
い
て
、
俊
成
は
、「「
空
閉
て
」
な
ど
い
へ
る

や
、
春
の
雪
天
、
余
り
に
侍
ら
ん
」
と
し
て
、
そ
の
表
現
の
不
適
切
な
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
「
と
ぢ
て
」
は
空
を
対
象
と
す
る
詞
と
し
て
は

大
げ
さ
な
表
現
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
と
縁
の
あ
る
「
扉
・
戸
・
窓
」
を
読

者
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
屋
外
の
景
と
屋
内
の
埋
火
と
の
間
に
階
梯
を
設

け
、
寒
く
て
家
に
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
や

や
無
理
な
表
現
の
選
択
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
暗
示
的
に
設
定
さ
れ
た
中
間
的
階
梯
は
、
空
間
に
設
け
ら
れ
て
い

る
が
、
次
の
歌
に
は
、
時
間
的
な
階
梯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

し
ら
ざ
り
し
夜
ふ
か
き
風
の
音
も
に
ず
手
枕
う
と
き
秋
の
こ
な
た
は

（
寄
風
恋
・
八
七
八
）

右
の
風
雅
集
入
集
歌
は
、
番
え
ら
れ
た
家
隆
詠
と
と
も
に
、「
左
右
、
互

に
心
得
ぬ
由
を
申
す
」
と
い
う
批
判
を
受
け
、
判
者
俊
成
も
「
強
ひ
て
以
て

訓
尺
申
す
こ
と
能
は
ざ
る
歟
」
と
し
た
難
解
歌
で
あ
る
。「
し
ら
ざ
り
し
夜

深
き
風
の
音
も
に
ず
」
と
い
う
上
の
句
の
言
葉
の
つ
な
が
り
が
了
解
し
に
く

く
、
そ
の
結
果
「
し
ら
ざ
り
し
」
対
象
に
つ
い
て
諸
注
の
解
釈
が
分
か
れ
て

い
る
。

「
知
ら
ざ
り
し
」（＝

知
ら
ず
あ
り
し
）
と
は
、「
過
去
の
あ
る
時
点
ま
で

知
ら
な
か
っ
た
↓
あ
る
時
点
以
降
知
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
変
化
を
示

す
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
知
ら
ざ
り
し
夜
深
き
風
」
は
、
話
者
が
、

あ
る
時
点
ま
で
夜
深
き
風
の
音
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
あ
る
時
点
以
降
、
夜

深
き
風
の
音
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
意
味
合
い
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
の
が
、
岩
佐
美
代
子
氏
の

『
風
雅
和
歌
集
全
注（
５
）釈』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
次
の
解
釈
で
あ
る
。

（
恋
を
し
て
人
を
待
つ
よ
う
に
な
る
ま
で
は
）
知
ら
な
か
っ
た
、
夜
深

く
吹
く
淋
し
い
風
の
音
も
、（
待
ち
お
お
せ
て
嬉
し
い
逢
瀬
を
待
つ
望

み
も
な
く
な
っ
た
今
は
）
似
も
つ
か
ず
す
さ
ま
じ
く
聞
え
る
。
愛
す
る

人
と
の
手
枕
も
交
わ
す
事
な
く
、
厭
き
ら
れ
て
し
ま
っ
て
以
来
は
。

こ
の
解
釈
を
読
む
と
、ま
さ
し
く
こ
の
歌
は
そ
う
い
う
意
味
の
歌
で
あ
り
、

岩
佐
氏
が
、「
恋
を
知
る
前
（
知
ら
ざ
り
し
）、
人
を
待
つ
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
（
夜
深
き
風
の
音
）、
恋
を
失
っ
て
後
（
風
の
音
も
似
ず
）
と
、
三
段
階

の
風
音
へ
の
思
い
を
歌
う
」
と
解
説
す
る
と
お
り
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
、
了

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
時
間
的
階
梯
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
一
首
の
曖
昧
な
表
現
に
も
関
わ
ら
ず
、
定
家
が
一

義
的
な
意
味
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
余
寒
詠
で
は
、
空
間
的
に
、
寄
風
恋
詠
で
は
、
時
間
的

に
、
そ
れ
ぞ
れ
階
梯
を
設
け
な
が
ら
、
話
者
の
い
る
場
所
や
時
点
に
向
か
っ

て
収
斂
し
て
い
く
よ
う
な
詠
歌
法
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
後
者
に
属

す
る
歌
の
中
で
、
過
去
と
現
在
の
関
係
の
把
握
、
あ
る
い
は
現
在
の
状
況
の

把
握
に
つ
い
て
、
見
直
し
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
歌
を
と
り
上
げ
、
さ

ら
に
検
討
を
加
え
た
い
。

お
ほ
か
た
の
露
は
ひ
る
ま
ぞ
わ
か
れ
け
る
わ
が
袖
ひ
と
つ
の
こ
る
し
づ

く
に

（
昼
恋
・
八
六
八
）
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こ
の
歌
に
つ
い
て
、
右
方
人
は
「
左
の
歌
、
心
少
し
暗
し
」
と
評
し
、
俊

成
は
「
袖
の
雫
残
り
て
昼
は
露
置
け
る
心
、
暗
く
し
も
な
く
や
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
両
者
の
評
を
合
せ
る
と
、
曖
昧
な
歌
で
は
あ
る
が
読
み
方
し
だ

い
で
意
味
は
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
新
大
系
・
全
釈
は
、

○
大
方
の
露
は
乾
く
と
い
う
昼
間
に
愛
す
る
人
と
別
れ
た
。
し
か
し
、
私

の
袖
に
だ
け
は
露
（
涙
）
の
雫
が
残
っ
て
い
て
。

（
新
大
系
）

○
大
部
分
の
露
は
乾
く
昼
間
で
あ
る
よ
。
そ
れ
な
の
に
、
人
と
別
れ
た
私

の
袖
ば
か
り
は
、
残
る
雫
に
濡
れ
た
ま
ま
。

（
全
釈
）

と
い
う
よ
う
に
、「
ひ
る
ま
ぞ
わ
か
れ
け
る
」
の
部
分
を
、「
昼
に
人
と
別
れ

た
」
の
意
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
昼
恋
」
と
い
う
題
を
、「
昼

に
別
れ
る
恋
」
と
し
て
詠
む
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
、
俟
後
抄
は
、

我
袖
の
露
は
よ
る
ひ
る
と
な
く
か
は
く
ま
な
け
れ
ば
、
ひ
る
と
て
も
袖

の
し
づ
く
は
な
を
の
こ
り
、
世
間
の
露
は
ひ
る
の
う
ち
に
か
は
け
ば
袖

の
露
と
大
か
た
の
露
と
差
別
あ
る
と
也
。

と
し
て
、「
わ
か
れ
」
を
「
別
れ
」
の
意
で
は
な
く
、
識
別
さ
れ
る
意
の
「
分

か
れ
」
と
解
し
て
い
る
。区
別
し
が
た
い
大
方
の
露
と
袖
の
涙
が
、昼
に
な
っ

て
露
が
乾
く
こ
と
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
わ
か
れ
」

の
解
釈
は
こ
れ
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
よ
る
ひ
る
と
な
く
か
は
く

ま
な
け
れ
ば
」
と
い
う
一
般
化
し
た
解
し
方
は
不
十
分
で
あ
り
、
明
け
方
の

別
れ
の
涙
が
昼
に
な
っ
て
も
乾
か
ず
、
夕
暮
に
向
け
て
さ
ら
に
恋
し
さ
が

募
っ
て
い
く
と
い
う
推
移
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。

こ
ひ
わ
び
て
わ
れ
と
な
が
め
し
夕
暮
も
な
る
れ
ば
人
の
か
た
み
が
ほ
な

る

（
夕
恋
・
八
六
九
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、俊
成
は
、番
え
ら
れ
た
右
歌
も
合
わ
せ
「
両
方
の
「
夕

暮
」、
共
に
詞
幽
に
心
深
く
し
て
、
浅
智
及
び
難
し
」
と
述
べ
、
右
方
人
は

「
左
の
歌
、
思
ひ
ほ
ど
き
て
は
、
さ
も
や
と
聞
ゆ
」
と
評
し
た
。
先
の
歌
と

同
様
、
両
者
の
評
を
合
わ
せ
る
と
、
一
読
し
て
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
が
、

解
読
す
れ
ば
腑
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
「
思
ひ

ほ
ど
」
く
べ
き
か
。

こ
の
歌
を
解
釈
す
る
上
で
鍵
と
な
る
の
は
、「
わ
れ
と
」
の
語
義
の
把
握

と
、
第
四
句
の
「
な
る
れ
ば
」
が
ど
の
よ
う
な
恋
の
経
過
を
示
し
て
い
る
か

を
把
握
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。

「
わ
れ
と
」
に
つ
い
て
は
、「
自
分
ひ
と
り
で
」（
新
大
系
）、「
お
の
ず
と
」

（
全
釈
）、「
我
こ
こ
ろ
か
ら
」（
俟
後
抄
）
と
い
う
よ
う
に
、
解
釈
が
分
か

れ
て
い
る
が
、
俟
後
抄
の
解
が
「
わ
れ
と
」
の
語
義
に
忠
実
で
あ
る
。
新
大

系
は
、
一
首
を
「
時
の
経
過
に
伴
っ
て
の
心
の
変
化
を
、
女
性
の
立
場
で
詠

む
」
と
解
説
す
る
が
、「
自
分
の
心
か
ら
恋
い
わ
び
て
夕
暮
を
眺
め
た
」
と

い
う
上
の
句
は
、
こ
の
歌
が
男
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
「
な
る
れ
ば
」
で
あ
る
が
、「
な
る
」
と
い
う
動
詞
は
男
女
の
逢
瀬

が
あ
っ
た
こ
と
を
し
ば
し
ば
暗
示
す
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
自
分
か
ら
進

ん
で
眺
め
始
め
た
「
夕
暮
」
に
馴
染
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
相
手
の
女
で
は
な
く
夕
暮
に
馴
染
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
、
自
虐
的
な

設
定
を
示
し
て
い
る
言
葉
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
留
意
す
る
と
、「
か
た
み
が

ほ
」
す
な
わ
ち
「
形
見
で
も
な
い
も
の
が
形
見
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と

い
う
言
葉
の
選
択
の
意
味
も
了
解
さ
れ
て
く
る
。
自
分
か
ら
進
ん
で
眺
め
始

め
た
夕
暮
に
「
な
れ
」
た
と
い
う
の
は
、
思
う
相
手
と
の
逢
瀬
を
果
た
せ
な

い
ま
ま
月
日
が
経
過
し
た
こ
と
を
暗
示
し
、「
か
た
み
が
ほ
」
は
、
逢
瀬
を

果
た
せ
て
も
い
な
い
の
に
、「
形
見
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
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わ
ち
話
者
が
す
で
に
絶
望
的
な
心
境
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

た
の
め
ぬ
を
ま
ち
つ
る
宵
も
す
ぎ
は
て
て
つ
ら
さ
閉
ぢ
む
る
か
た
し
き

の
床

（
夜
恋
・
八
七
〇
）

一
首
は
、「
来
る
と
言
っ
て
い
な
い
恋
人
が
、
も
し
か
し
た
ら
来
る
か
と

思
っ
て
待
っ
て
い
る
う
ち
に
宵
も
す
っ
か
り
過
ぎ
て
し
ま
い
、
今
夜
は
諦
め

て
、
寝
床
を
片
敷
き
独
り
寝
を
し
て
い
る
」
の
意
。
通
常
は
、
ず
っ
と
待
ち

続
け
て
夜
明
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
待
つ
心
を
強
調
し
て

詠
む
と
こ
ろ
を
、「
た
の
め
ぬ
を
ま
ち
」
と
い
う
愚
か
し
く
も
切
な
い
状
況

を
ま
ず
設
定
し
、
宵
が
過
ぎ
て
待
つ
の
を
や
め
て
独
り
寝
を
す
る
と
い
う
断

念
を
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
、
哀
れ
な
印
象
を
与
え
る
。

右
方
人
は
、
下
の
句
に
つ
い
て
、「「
閉
ぢ
む
る
」
も
「
片
敷
の
床
」
も
、

如
何
」
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
「
閉
ぢ
む
」
と
い
う
語
は
、

名
残
あ
り
と
鳴
く
や
鶯
谷
の
戸
を
け
ふ
に
と
ぢ
む
る
春
の
霞
を

（
柏
玉
集
・
四
一
九
・「
暮
春
鶯
」））

さ
り
と
も
と
と
ぢ
め
ぬ
窓
の
そ
れ
も
は
や
明
方
に
成
る
し
の
の
め
の
空

（
為
尹
千
首
・
六
七
一
・「
寄
窓
恋
」）

の
よ
う
に
、
戸
や
窓
を
閉
ざ
す
意
に
用
い
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
歌
で
は
、

恋
人
の
訪
れ
を
期
待
す
る
の
を
断
念
し
て
、
戸
や
窓
を
閉
ざ
し
た
と
い
う
一

階
梯
を
暗
示
し
て
い
る
。「
袖
」
で
は
な
く
「
床
」
を
用
い
た
の
も
、
家
屋

の
一
部
と
し
て
選
ば
れ
た
用
語
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。

や
す
ら
ひ
に
い
で
に
し
ま
ま
の
月
の
か
げ
わ
が
涙
の
み
袖
に
ま
て
ど
も

（
寄
月
恋
・
八
七
六
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
右
方
人
が
、「
左
の
歌
、
心
得
ず
」
と
一
首
の
歌

意
の
解
し
が
た
さ
を
述
べ
て
い
る
。
上
の
句
は
そ
れ
ほ
ど
難
解
と
も
思
わ
れ

な
い
の
に
、
こ
の
よ
う
に
一
首
全
体
が
難
解
に
な
る
の
は
、
下
の
句
の
意
味

が
わ
か
り
に
く
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
上
の
句
に
示
さ
れ
た
過
去
の
情
景
と
の

つ
な
が
り
が
了
解
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
下
の
句
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

○
私
は
涙
を
袖
に
こ
ぼ
し
て
、
そ
こ
に
月
の
光
が
宿
る
よ
う
に
あ
の
人
の

再
訪
を
待
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
。

（
新
大
系
）

○
私
の
涙
ば
か
り
は
袖
の
上
で
ま
た
月
を
宿
そ
う
と
待
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
。

（
全
釈
）

○
我
涙
は
な
を
し
た
へ
ど
も
其
後
は
や
ど
ら
ざ
る
と
い
へ
る
に
や
。

（
俟
後
抄
）

こ
う
し
た
解
釈
に
お
い
て
う
ま
く
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の

は
、「
わ
が
涙
の
み
」
が
暗
示
す
る
意
味
合
い
で
あ
る
。「
涙
の
み
…
」
は
「
涙

だ
け
が
袖
に
待
つ
」
と
い
う
意
味
で
、「
私
の
心
は
、
す
で
に
待
つ
の
を
や

め
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
断
念
に
到
る
ま

で
の
つ
ら
い
月
日
が
、
上
の
句
と
下
の
句
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
下
の
句
に
は
、
同
時
に
「
袖
の
涙
に
月
影
が
映
じ
て
い
る
」
こ
と
も

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
情
景
は
、
月
は
映
じ
て
い
る
が
、
恋
人
は
も
う
訪
れ

な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
心
緒
絶
の
橋
に
た
ち
か
へ
り
木
の
葉
ふ
り
し
く
秋
の
か
よ
ひ
ぢ

（
寄
橋
恋
・
八
八
五
）

こ
の
歌
で
は
、
上
の
句
で
示
さ
れ
た
内
容
が
把
握
し
に
く
い
。
も
と
も
と
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ど
う
で
あ
っ
た
「
ひ
と
心
」
が
い
っ
た
ん
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
、
ま
た
「
緒

絶
の
橋
に
」
に
立
ち
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
す
る
諸
注
の
解
釈
で
は
、
全
釈
の
「
人
の
心
も
絶
え
る
と
い

う
緒
絶
の
橋
に
は
、
再
び
季
節
が
巡
り
」
と
い
う
解
釈
は
、
原
文
に
照
合
せ

ず
、
新
大
系
の
「
あ
の
人
の
心
に
飽
き
が
来
て
、
…
…
ま
だ
愛
し
合
っ
て
い

な
か
っ
た
昔
に
立
ち
返
っ
て
」
と
い
う
解
釈
も
、「
た
ち
か
へ
り
」
と
い
う

語
の
示
す
と
こ
ろ
に
し
っ
く
り
整
合
し
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
俟
後
抄
の
「
人
心
中
絶
え
て
も
と
の
つ
ら
さ
に
た
ち
か
へ

り
て
」
と
い
う
解
釈
は
、
も
と
も
と
冷
淡
だ
っ
た
人
の
心
が
、
い
っ
た
ん
そ

う
で
は
な
く
な
っ
た
後
、
再
び
冷
淡
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
て
、
和
歌
の
原
文
に
照
応
す
る
解
釈
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
の
具

体
的
な
中
身
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
了
解
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
下

の
句
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、
伊
勢
物
語
九
六
段
の
話
を
参
照
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。

伊
勢
物
語
九
六
段
は
、

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
を
と
か
く
い
ふ
こ
と
月
日
経
に
け
り
。
い
は
木

に
し
あ
ら
ね
ば
、
心
苦
し
と
や
思
ひ
け
む
、
や
う
や
う
あ
は
れ
と
思
ひ

け
り
。

と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
、
女
が
「
す
こ
し
秋
風
吹
き
立
ち
な
む
時
必
ず
あ

は
む
」
と
約
束
し
た
の
に
、
結
局
約
束
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
、
男
に
、

秋
か
け
て
い
ひ
し
な
が
ら
も
あ
ら
な
く
に
木
の
葉
ふ
り
し
く
え
に
こ
そ

あ
り
け
れ

と
い
う
歌
を
詠
み
贈
り
、
男
は
女
を
恨
ん
で
呪
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
話
の
展
開
を
男
の
側
か
ら
と
ら
え
る
と
、
つ
れ
な
い
女
に
求
愛
し
続

け
て
い
た
と
こ
ろ
、
し
だ
い
に
女
の
態
度
が
軟
化
し
、
と
う
と
う
逢
瀬
を
約

束
し
て
く
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
約
束
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
は

そ
の
女
を
恨
ん
で
い
る
、
と
い
う
経
過
に
な
る
。

こ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
当
該
歌
を
読
み
直
す
と
、「
ひ
と
心
緒
絶
の
橋
に

た
ち
か
へ
り
」
は
、
つ
れ
な
か
っ
た
女
の
心
が
い
っ
た
ん
は
こ
ち
ら
を
向
い

て
く
れ
た
の
に
、
再
び
元
の
心
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、「
木

の
葉
ふ
り
し
く
秋
の
か
よ
ひ
ぢ
」
は
、
か
つ
て
女
に
求
愛
す
る
際
に
幾
度
も

通
い
、逢
瀬
を
遂
げ
ら
れ
た
後
は
恋
人
と
し
て
通
う
は
ず
だ
っ
た
通
い
路
が
、

今
は
空
し
く
木
の
葉
に
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
、
恋
の
経
過
と
悲
し
い
結
末

を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

４

過
去
か
ら
現
在
に
向
か
う
経
過
の
中
に
設
け
ら
れ
た
階
梯
は
、
四
季
歌
に

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

あ
ら
は
れ
て
又
冬
ご
も
る
雪
の
中
に
さ
も
と
し
ふ
か
き
松
の
色
哉

（
寒
松
・
八
四
七
）

は
、そ
れ
ま
で
紛
れ
て
い
た
松
が
、他
の
木
々
の
紅
葉
・
落
葉
に
よ
っ
て
い
っ

た
ん
顕
れ
、
冬
に
な
っ
て
雪
に
埋
も
れ
る
経
過
を
詠
ん
で
い
る
。

雪
ふ
り
て
年
の
く
れ
ぬ
る
時
に
こ
そ
つ
ひ
に
も
み
ぢ
ぬ
松
も
見
え
け
れ

（
古
今
集
・
冬
・
三
四
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
寛
平
御
時
き
さ
い

宮
の
歌
合
の
う
た
」）

に
詠
ま
れ
た
松
を
、
季
節
の
経
過
、
年
の
深
ま
り
に
沿
っ
て
階
梯
を
設
け
て

分
節
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
歌
の
中
に
は
、
恋
歌
の
場
合
と
同
様
、
階
梯
を
ど
の

よ
う
に
設
け
て
現
在
に
至
る
経
過
を
組
み
立
て
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
留
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意
し
な
い
と
、
歌
意
の
把
握
が
不
十
分
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

み
な
人
の
春
の
心
の
か
よ
ひ
き
て
馴
れ
ぬ
る
野
辺
の
花
の
か
げ
か
な

（
野
遊
・
八
〇
六
）

こ
の
歌
の
表
現
を
す
な
お
に
解
釈
す
れ
ば
、
野
辺
の
花
の
か
げ
に
「
か
よ

ひ
き
て
馴
れ
」
た
の
は
、「
み
な
人
の
春
の
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
従
来
の
解
釈
で
は
、「
人
々
の
春
の
心
が
通
っ
て
来
て
花
蔭
に

馴
れ
親
し
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
と
、「
人
々
が
通
っ
て
来
て
花
蔭
に
馴
れ
親

し
ん
だ
」
こ
と
は
、
特
に
区
別
せ
ず
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、「
か
よ
ひ
き
て
」
と
い
う
表
現
は
、

深
草
の
里
の
ゆ
ふ
か
ぜ
か
よ
ひ
き
て
ふ
し
み
の
小
野
に
鶉
鳴
く
な
り

（
拾
遺
愚
草
・
十
題
百
首
・
七
五
七
・「
草
」）

手
に
む
す
ぶ
水
に
は
秋
の
か
よ
ひ
き
て
よ
そ
の
あ
ふ
ぎ
ぞ
夏
を
し
ら
す

る

（
寂
蓮
法
師
集
・
二
〇
・「
い
づ
み
の
ま
へ
の
す
ず
み
」）

の
よ
う
に
、
風
・
秋
な
ど
、
形
の
な
い
も
の
が
訪
れ
て
来
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
っ
て
、「
春
の
心
の
か
よ
ひ
き
て
」
を
、
人
々
が
現
実
に
通
っ
て

来
る
こ
と
と
混
同
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。

こ
の
歌
の
「
か
よ
ひ
き
て
な
れ
ぬ
る
」
と
い
う
完
了
の
助
動
詞
は
、
こ
の

歌
の
話
者
が
実
際
に
花
蔭
を
訪
れ
る
以
前
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
人
々
の

春
の
心
が
、
実
際
の
野
遊
に
先
立
っ
て
花
の
蔭
に
通
っ
て
来
て
馴
れ
親
し
ん

で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
自
分
が
今
日
訪
ね
て
来
た
こ
の
花
の
蔭
は
、

自
分
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
々
が
春
に
な
っ
て
か
ら
早
く
訪
ね
た
い

と
心
を
寄
せ
て
い
た
花
の
蔭
な
の
だ
と
い
う
感
興
が
、
こ
の
歌
に
は
表
現
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

月
ぞ
す
む
さ
と
は
ま
こ
と
に
あ
れ
に
け
り
う
づ
ら
の
床
を
は
ら
ふ
秋
風

（
鶉
・
八
二
九
）

こ
の
歌
で
は
、「
月
ぞ
す
む
さ
と
は
ま
こ
と
に
あ
れ
に
け
り
」
と
い
う
強

調
表
現
に
留
意
す
る
こ
と
が
解
釈
の
鍵
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
表

現
は
、
伊
勢
物
語
一
二
三
段
の
、

野
と
な
ら
ば
鶉
と
な
り
て
鳴
き
を
ら
む
か
り
に
だ
に
や
は
君
は
来
ざ
ら

む

の
歌
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
物
語
の
女
も
、
さ
ら
に
そ
の
化
身
と
み
な
さ
れ

る
鶉
も
、
も
は
や
住
ん
で
は
お
ら
ず
、
今
は
月
だ
け
が
澄
ん
で
（
住
ん
で
）

い
る
、
荒
れ
果
て
た
家
の
様
子
を
示
し
て
い
る
。
下
の
句
は
、
鶉
が
去
っ
て

塵
の
積
も
っ
た
床
を
秋
風
が
空
し
く
払
っ
て
い
る
情
景
を
描
い
て
い
る
と
解

さ
れ
る
。

白
菊
の
ち
ら
ぬ
は
残
る
色
が
ほ
に
春
は
風
を
も
う
ら
み
け
る
哉

（
残
菊
・
八
四
二
）

こ
の
歌
は
、
白
菊
が
美
し
く
咲
い
て
い
た
時
節
か
ら
、
し
だ
い
に
色
変
わ

り
を
し
て
き
て
、
今
は
枯
れ
る
寸
前
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
経
過
を
詠
ん
で

い
る
。
白
菊
は
散
ら
な
い
の
で
、
ま
る
で
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
か
の
よ

う
な
風
情
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
色
が
変
わ
り
つ
い
に
は
枯
れ
て
し
ま
う
の

だ
と
い
う
認
識
を
示
し
、
翻
っ
て
、
春
の
桜
を
散
ら
し
た
風
を
恨
ん
だ
こ
と

を
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
か
つ
を
し
む
な
が
め
も
う
つ
る
庭
の
色
よ
何
を
梢
の
冬
に
の
こ
さ
む
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（
落
葉
・
八
四
一
）

こ
の
歌
は
、
眼
前
に
変
化
し
て
い
く
情
景
を
詠
み
、
歌
題
の
「
落
葉
」
を

変
化
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。「
か
つ
」
は
「
一
方
で
」
の
意
。
紅

葉
の
落
葉
を
、
一
方
で
美
し
い
と
見
な
が
ら
、
一
方
で
惜
し
ん
で
い
る
。
そ

う
し
て
、
梢
と
空
間
と
地
面
と
が
変
化
し
て
い
く
情
景
に
、
秋
が
去
り
冬
が

ま
も
な
く
や
っ
て
来
る
時
節
の
感
慨
を
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
を
時
間
の
経
過
に
伴
う
変
化
の
相
に
お
い
て
と
ら
え

よ
う
と
す
る
志
向
は
、
次
の
歌
に
も
看
取
さ
れ
る
。

風
つ
ら
き
も
と
あ
ら
の
こ
は
ぎ
袖
に
見
て
更
行
夜
は
に
お
も
る
し
ら
つ

ゆ

（
待
恋
・
八
五
八
）

こ
の
歌
で
は
、
心
象
を
自
然
の
景
に
変
換
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
景
が
、

夜
の
深
ま
り
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
さ
ま
が
眺
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
判
者
俊
成
が
、

左
の
歌
、「
袖
に
見
て
」
な
ど
い
へ
る
、
心
は
宜
し
く
見
え
侍
る
を
、

心
、
詞
に
あ
ら
は
れ
ぬ
や
う
に
や
侍
ら
ん
。

と
評
す
る
よ
う
に
、
眺
め
ら
れ
て
い
る
情
景
の
と
ら
え
方
と
、
そ
れ
が
現
実

と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
把
握
し
に
く
い
点
が
存
す
る
。

初
句
「
風
つ
ら
き
」
は
、
六
百
番
歌
合
で
は
「
風
あ
ら
き
」
と
い
う
異
文

が
あ
っ
て
、
訳
注
は
「
風
が
無
情
に
吹
き
つ
け
て
」、
全
釈
は
「
風
が
ひ
ど

く
吹
き
」
と
訳
し
て
お
り
、「
風
つ
ら
き
」＝

「
風
荒
き
」
と
理
解
し
て
い

る
。こ

れ
に
対
し
、
鈴
木
美
冬
氏
は
、「
つ
れ
な
い
風
は
訪
れ
て
来
な
い
男
の

暗
喩
、
萩
は
待
つ
女
の
暗
喩
で
あ
る
」
と
い
う
解
を
示
し
て
い（
６
）る。
鈴
木
氏

の
こ
の
解
釈
は
、
本
歌
で
あ
る
次
の
歌
を
正
確
に
踏
ま
え
て
お
り
、
首
肯
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

宮
城
野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
露
を
重
み
風
を
待
つ
ご
と
君
を
こ
そ
待
て

（
古
今
集
・
恋
四
・
六
九
四
・
題
知
ら
ず
・（「
よ
み
人
し
ら
ず
」）

女
の
比
喩
で
あ
る
「
も
と
あ
ら
の
こ
は
ぎ
」
に
つ
い
て
は
、
比
喩
で
あ
る

一
方
で
、
次
の
よ
う
に
庭
の
実
景
と
し
て
も
解
さ
れ
て
い
る
。

○
ま
ば
ら
に
生
え
た
小
萩
に
置
く
白
露
は
荒
々
し
い
風
で
こ
ぼ
れ
落
ち
る

が
、
人
を
待
つ
私
の
袖
は
小
萩
と
同
じ
よ
う
に
…
…

（
新
大
系
）

○
風
が
ひ
ど
く
吹
き
、
も
と
あ
ら
の
小
萩
を
私
の
袖
に
届
け
た
―
―
そ
の

花
を
見
な
が
ら
、
…
…

（
全
釈
）

○
露
を
た
た
え
た
萩
が
う
な
だ
れ
て
ゆ
く
夜
更
け
の
庭
の
憂
鬱
な
風
景

が
、
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
女
の
次
第
に
沈
ん
で
ゆ
く
心
情
を
享
受
者
に

感
得
さ
せ
る
、
と
い
う
情
的
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た

い
。

（
鈴
木
氏
）

し
か
し
な
が
ら
、「
も
と
あ
ら
の
こ
は
ぎ
」
は
、
遠
い
「
宮
城
野
」
の
も

の
で
あ
り
、
本
歌
に
お
い
て
も
比
喩
に
用
い
る
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
実
景
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
同
じ
歌
を
踏
ま
え
た
源
氏

物
語
の
作
中
歌
、

宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

の
「
小
萩
」
も
、
同
様
に
幼
い
若
宮
（
光
源
氏
）
の
比
喩
で
あ
っ
て
実
景
で

は
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
く
、
当
該
歌
の
「
風
つ
ら
き
も
と
あ
ら
の
こ
は
ぎ
」
も
、
話

者
（＝
女
）
が
、
男
の
訪
れ
を
待
ち
続
け
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
袖
に
は
露

（＝

涙
）
が
置
い
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
と
解
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
も
と
あ
ら
の
こ
は
ぎ
」
は
、「
古
歌
に
詠
ま
れ

た
あ
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
」
と
い
う
感
じ
で
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。「

か
つ
お
し
む
…
」「
風
つ
ら
き
…
」
詠
と
同
様
に
、
今
の
情
景
を
変
化

の
相
の
も
と
に
眺
め
て
い
る
歌
と
し
て
は
、
次
の
歌
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

を
ち
こ
ち
に
な
が
め
や
か
は
す
う
か
ひ
舟
や
み
を
光
の
か
が
り
火
の
か

げ

（
鵜
河
・
八
一
九
）

こ
の
歌
の
第
四
句
「
や
み
を
光
の
」
に
つ
い
て
は
、「
篝
火
の
光
は
闇
の

中
を
往
き
来
し
て
い
る
」（
新
大
系
）、「
闇
を
光
で
照
ら
す
」（
全
釈
）
の
よ

う
に
、
原
文
の
語
構
成
と
照
応
し
な
い
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

赤
羽
淑
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い（
７
）る。

こ
こ
で
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
の
は
「
闇
を
光
の
」
の
解
釈
に
つ
い
て

な
の
で
あ
る
が
、
文
法
的
に
見
る
と
、「
闇
が
光
で
あ
る
そ
の
」
と
い

う
工
合
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
。「
を
」
を
主
語
の
位
置
に
あ
る
べ
き
語
に

つ
く
も
の
と
解
し
、「
の
」
の
陳
述
性
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
解
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
赤
羽
氏
の
解
釈
は
、
原
文
の
圧
縮
さ
れ
た
語
構
成
を
考
慮
し
て
い
る

点
で
相
対
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、「
や
み
を
」

の
「
を
」
は
、
次
の
用
例
に
見
ら
れ
る
「
Ａ
を
Ｂ
と
す
」「
Ａ
を
Ｂ
に
て
」

の
「
を
」
と
同
様
の
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
や
み
を
光
の
」
は
、「
闇
を
光
と
す
る
」
の
意
を
表
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

…
…
か
う
や
う
の
折
に
も
、
ま
づ
こ
の
君
を
光
に
し
給
へ
れ
ば
、
…
…

（
源
氏
物
語
・
花
宴
巻
）

よ
も
す
が
ら
こ
ほ
れ
る
つ
ゆ
を
ひ
か
り
に
て
に
は
の
こ
の
は
に
や
ど
る

月
か
げ
（
月
清
集
・
冬
・
一
三
〇
八
・「（
十
月
ば
か
り
宇
治
に
て
）」）

身
を
さ
ら
ぬ
日
吉
の
か
げ
を
光
に
て
こ
の
世
よ
り
こ
そ
や
み
は
晴
れ
ぬ

れ

（
新
後
撰
集
・
釈
教
・
六
六
〇
・
祝
部
成
賢
・「
触
光
柔
軟
」）

こ
の
「
や
み
を
光
の
」
は
、
常
識
を
反
転
さ
せ
た
逆
説
的
な
表
現
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
歌
で
、「
を
ち
こ
ち
に
な
が
め
や
か
は
す
」

主
体
は
、
鵜
飼
舟
で
あ
る
が
、
そ
の
複
数
の
鵜
飼
舟
を
含
む
情
景
全
体
を
、

話
者
が
「
な
が
め
」
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
時
間
を
か

け
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
篝
火
が
夕
暮
時
か
ら
刻
々
と
明
る
さ
を
増
す

経
過
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

赤
羽
氏
は
、
鵜
飼
題
の
歌
に
お
い
て
、
殺
生
の
罪
を
詠
む
と
い
う
本
意
が

成
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、

定
家
の
「
闇
を
光
の
」
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
仏
教
的
色
合
い
を

払
拭
し
て
純
粋
な
感
覚
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
、
そ
れ
を
極
端
に
つ
き
つ
め

て
い
っ
た
。
完
全
に
「
闇
」
に
逆
転
し
た
と
こ
ろ
か
ら
見
え
は
じ
め
る

篝
火
の
影
に
も
似
た
妖
し
げ
な
光
こ
そ
、
定
家
が
こ
れ
か
ら
表
現
し
よ

う
と
す
る
美
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
論
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
に
も
ま
た
、
他
の
鵜
飼
の
歌
と
同
様

の
意
識
、
す
な
わ
ち
、
鵜
飼
に
殺
生
の
罪
を
観
ず
る
心
境
が
詠
ま
れ
て
い
る

と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
鵜
飼
舟
が
互
い
の
篝
火
を
物
思
い
に
浸
り
な

が
ら
眺
め
か
わ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
想
像
も
、
生
業
に
携
わ
る
者
た
ち
へ

の
話
者
の
同
情
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
し
、「
闇
」
を
「
光
」
と
す
る
と
い
う

逆
説
の
意
味
合
い
も
、
前
引
の
、

身
を
さ
ら
ぬ
日
吉
の
か
げ
を
光
に
て
こ
の
世
よ
り
こ
そ
や
み
は
晴
れ
ぬ

れ

を
参
照
す
る
こ
と
で
よ
り
よ
く
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
歌
合
に
お
い
て
、
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右
方
人
が
、「
優
に
も
聞
こ
え
ず
」
と
批
判
し
、
俊
成
も
、「「
闇
を
光
の
か

が
り
火
の
か
げ
」、
心
ゆ
き
て
も
き
こ
え
侍
ら
ぬ
に
や
」
と
否
定
的
な
と
ら

え
方
を
し
て
い
る
の
は
、
単
に
表
現
上
の
欠
陥
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
罪
深
い
意
味
合
い
を
看
取
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

６

最
後
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
二
首

の
歌
を
と
り
上
げ
、
そ
こ
で
眺
め
ら
れ
て
い
る
情
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
お

き
た
い
。

ひ
と
と
せ
を
な
が
め
つ
く
せ
る
朝
戸
い
で
に
薄
雪
こ
ほ
る
さ
び
し
さ
の

は
て

（
冬
朝
・
八
四
六
）

こ
の
歌
の
「
薄
雪
こ
ほ
る
さ
び
し
さ
の
は
て
」
と
い
う
情
景
設
定
に
つ
い

て
、
俊
成
は
、

「
一
年
を
眺
め
尽
し
」、「
さ
び
し
さ
の
果
て
」
と
い
は
ば
、
雪
も
深
く

や
侍
る
べ
か
ら
ん
と
こ
そ
覚
え
侍
る
を
、「
薄
雪
氷
る
」
と
い
へ
る
や
、

こ
と
違
ひ
て
聞
ゆ
ら
ん
。

と
述
べ
て
、
そ
の
発
想
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
新

大
系
・
全
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
…
…
薄
雪
が
氷
り
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
寂

し
さ
の
極
地
で
あ
る
」「
昨
夜
降
っ
た
薄
雪
が
氷
り
つ
い
て
い
る
ば
か
り
で
、

あ
た
か
も
季
節
の
寂
し
い
眺
め
の
行
き
着
い
た
果
て
を
見
る
か
の
よ
う
だ
」

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
情
景
が
選
ば
れ
て
い
る
意
味
を
肯
定
す
る
方
向
で
、

説
明
を
補
い
な
が
ら
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

久
保
田
氏
は
、
こ
の
下
の
句
に
つ
い
て
、「
観
念
を
具
象
化
し
よ
う
と
い

う
意
図
が
あ
ら
わ
で
あ
る
」
と
評
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い（
８
）る。

「
ひ
と
と
せ
を
な
が
め
つ
く
せ
る
朝
戸
出
に
」
と
歌
う
こ
の
作
で
は
、

一
年
の
生
と
い
う
時
間
の
流
れ
も
ま
た
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の

視
覚
化
さ
れ
た
時
の
流
れ
の
尽
き
る
地
点
に
「
さ
び
し
さ
の
は
て
」
が

あ
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
種
の
抽
象
絵
画
に
通
ず
る
よ
う

な
、
言
葉
の
新
し
い
組
み
あ
わ
せ
に
よ
る
冒
険
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
…
…
俊
成
は
そ
の
冒
険
を
と
が
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
れ
な
ら
ば
薄
雪
で
な
く
て
深
雪
で
な
け
れ
ば
理
屈
に
あ
わ
な

い
だ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
や
は
り
「
薄
雪
こ
ほ
る
」

と
い
う
蕭
条
た
る
風
景
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
…
…
こ

の
冬
の
朝
の
情
景
は
、
一
年
を
「
な
が
め
つ
く
」
し
た
、
す
な
わ
ち
、

も
の
お
も
い
に
沈
み
な
が
ら
見
つ
め
つ
づ
け
て
き
た
人
が
朝
戸
を
開
け

て
見
い
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
安
ら
ぎ
な
ど
は
思
い
も
お
よ
ば

な
い
、
か
た
く
凍
て
つ
い
た
、
冷
え
び
え
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

「
ひ
と
と
せ
を
な
が
め
つ
く
せ
る
朝
」
に
眺
め
ら
れ
た
「
さ
び
し
さ
の
は

て
」
の
形
象
化
と
し
て
、「
薄
雪
こ
ほ
る
」
と
い
う
情
景
設
定
の
必
然
性
を

述
べ
た
右
の
論
述
の
主
旨
は
、
そ
の
ま
ま
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、「
薄
雪
こ
ほ
る
」
と
い
う
情
景
の
選
択
に
は
、
も
う
一
つ
、

現
実
的
・
具
体
的
な
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

定
家
は
、「
冬
朝
」
と
い
う
題
で
、
歳
暮
の
朝
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時
節

を
設
定
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
節
の
情
景
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
俊
成
が

言
う
よ
う
な
雪
の
深
く
積
も
っ
た
景
と
い
う
の
は
、
実
は
適
切
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
歳
暮
の
朝
は
、
明
日
に
は
春
が
到
来
す
る
日
の
朝
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
い
う
時
節
の
雪
と
し
て
は
、「
深
雪
」
で
は
な
く
「
薄
雪
」
が
適
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合
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、「
冬
朝
」
の
題
意
を
満
た
す
た
め
に
「
こ

ほ
る
」
と
い
う
設
定
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
薄
雪
こ
ほ
る
」
庭
面
の
様
子
は
、
歳
暮
の
朝
の
リ
ア
ル

な
情
景
と
し
て
慎
重
か
つ
厳
密
に
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
正
確
な

情
景
設
定
が
、
そ
れ
を
眺
め
る
話
者
の
思
い
（「
さ
び
し
さ
の
は
て
」）
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
支
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

年
も
へ
ぬ
い
の
る
ち
ぎ
り
は
初
瀬
山
を
の
へ
の
か
ね
の
よ
そ
の
夕
暮

（
祈
恋
・
八
五
六
）

こ
の
新
古
今
集
入
集
歌
は
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
反
復
・
持
続
を
振
り

返
り
な
が
ら
、
そ
の
反
復
・
持
続
の
行
わ
れ
て
き
た
場
で
情
景
を
眺
め
て
い

る
点
に
お
い
て
、「
ひ
と
と
せ
を
…
」
の
歌
と
構
造
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

「
初
瀬
山
を
の
へ
の
か
ね
の
よ
そ
の
夕
暮
」
と
い
う
情
景
の
考
察
に
先

立
っ
て
、確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、「
ち
ぎ
り
」
の
語
義
の
理
解
と
、「
い

の
る
ち
ぎ
り
は
初
瀬
山
」
と
い
う
二
句
と
三
句
の
つ
な
が
り
の
理
解
で
あ

る
。「
ち
ぎ
り
」
に
つ
い
て
は
、
新
古
今
集
の
注
釈
書
に
お
い
て
、「
約
束
」

の
意
に
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
新
大
系
が
「
相
手
と
結
ば
れ
る
こ
と
」
と
解

し
て
い
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
二
句
と
三
句
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、

「
初
瀬
山
」
と
「
果
つ
」
と
の
掛
詞
を
認
定
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、「
契

り
が
果
つ
」
と
い
う
言
い
方
は
用
例
が
見
出
せ
ず
、
ま
た
意
味
も
不
明
で
、

そ
う
い
う
言
い
方
が
成
り
立
つ
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

鈴
木
美
冬
氏
は
、
こ
の
歌
の
構
造
に
つ
い
て
、

右
の
定
家
の
作
の
文
脈
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
古
来
種
々
の
意
見

が
あ
り
、
中
で
も
有
力
な
の
は
「
初
瀬
山
」
に
「
契
り
は
果
つ
」
が
掛

け
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
一
旦
文
脈
が
切
れ
る
、
と
す
る
説
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
は
、「
初
瀬
山
」
以
下
は
「
祈
る
契
り
は
」
に
対
す

る
答
え
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
見
る
ほ
う
が
自
然
な
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
「
祈
る
契
り
は
」
と
い
う
主
部
に
対
し
て
、

「
―
―
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
説
明
的
な
述
部
を
付
け
ず
に
、「
初

瀬
山
尾
上
の
鐘
の
よ
そ
の
夕
暮
」
と
い
う
独
立
し
た
景
物
世
界
の
暗
示

力
に
よ
っ
て
、
祈
る
契
り
の
空
し
い
な
り
ゆ
き
と
、
徒
労
感
と
官
能
的

幻
想
の
入
り
混
じ
る
複
雑
な
主
人
公
の
心
情
と
を
、
同
時
に
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
見
た
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
一
首
の
構
成
の
理
解
は
、
こ
の
鈴
木
説
が
妥
当
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
上
の
句
を
理
解
し
た
上
で
、「
初
瀬
山
を
の
へ
の
か
ね

の
よ
そ
の
夕
暮
」
が
示
し
て
い
る
「
祈
る
契
り
の
空
し
い
な
り
ゆ
き
」
と

「
複
雑
な
主
人
公
の
心
情
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
よ
う
。

「
よ
そ
の
夕
暮
れ
」
に
つ
い
て
は
、「
自
分
は
逢
わ
れ
ず
、
よ
そ
の
人
の

み
逢
う
夕
暮
の
意
」（
石
田
吉
貞
『
新
古
今
和
歌
集
全
註
解
』）、「「
よ
そ
」

は
、
わ
れ
に
対
さ
せ
て
、
広
く
、
わ
れ
以
外
の
も
の
を
さ
す
。「
夕
暮
」
は
、

上
の
尾
上
の
鐘
の
鳴
る
時
で
、
同
時
に
、
男
が
女
の
家
に
通
う
時
で
あ
る
」

（
窪
田
空
穂
『
完
本

新
古
今
和
歌
集
評
釈
』）、「
自
分
以
外
の
、
よ
そ
の

男
女
が
相
逢
う
夕
暮
れ
」（
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』）
と
、
ほ

ぼ
一
致
し
た
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
「
よ
そ
」
を
「
わ
れ
以
外
の
も
の
」「
よ
そ
の
男
女
」

と
解
す
る
と
、

初
瀬
山
の
尾
上
の
、
今
鳴
る
鐘
の
、
わ
れ
以
外
の
者
の
契
り
の
時
の
夕

暮
で
あ
る
よ
。

（『
完
本

新
古
今
和
歌
集
評
釈
』）

と
い
う
よ
う
に
、
話
者
が
自
分
が
い
る
初
瀬
山
以
外
の
夕
暮
に
思
い
を
馳
せ

て
歌
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
初
瀬
山
に
長
い
年
月
通
い
続
け
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て
逢
瀬
の
実
現
を
祈
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
今
も
夕
暮
時
に
初
瀬

山
の
尾
上
の
鐘
を
聞
い
て
い
る
状
況
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

「
よ
そ
」
と
い
う
語
は
、
も
と
よ
り
「
わ
れ
に
対
さ
せ
て
、
広
く
、
わ
れ

以
外
の
も
の
を
さ
す
」
こ
と
が
多
い
が
、

よ
そ
に
か
く
こ
ふ
べ
き
身
と
し
し
り
ぬ
れ
ば
ひ
さ
し
き
ち
よ
を
な
に
か

ま
つ
べ
き

（
輔
親
集
・
九
七
）

あ
や
な
し
や
人
を
こ
ふ
ら
ん
涙
ゆ
へ
よ
そ
の
た
も
と
を
今
朝
し
ほ
り
つ

る

（
頼
政
集
・
四
六
二
）

袖
の
上
に
恋
ぞ
つ
も
り
て
淵
と
な
る
人
を
ば
峰
の
よ
そ
の
滝
つ
せ

（
拾
遺
愚
草
・
春
日
同
詠
百
首
応
製
和
歌
・
恋
・
一
三
七
七
）

て
る
月
に
あ
は
れ
を
そ
へ
て
な
く
か
り
の
お
つ
る
な
み
だ
は
よ
そ
の
そ

で
ま
で

（
秋
篠
月
清
集
・
花
月
百
首
・
月
・
五
七
）

の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
何
か
か
ら
「
よ
そ
」
に
な
っ
て
い
る
自
身
の
あ
り
よ

う
を
示
す
こ
と
も
あ
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
心
か
な
汝
が
鳴
く
里
の
よ
そ
の
夕
暮

（
新
古
今
集
・
夏
・
二
一
六
・
公
経
・「
千
五
百
番
歌
合
に
」）

の
結
句
は
、「
お
前
が
よ
そ
の
里
で
鳴
く
夕
暮
れ
時
は
」（『
新
古
今
和
歌
集

全
注
釈
』）
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、「
お
前
が
鳴
く
里
か
ら
よ
そ
の
こ

の
寂
し
い
夕
暮
れ
」
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

当
該
歌
の
「
よ
そ
の
夕
暮
」
も
、
こ
れ
ら
の
「
よ
そ
」
と
同
様
に
解
す
る

の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
長
年
祈
っ
て
来
た
「
契
り
」（
逢
瀬
）

か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
身
の
境
遇
と
そ
れ
へ
の
嘆
き
を
、「
よ
そ
の
夕
暮
れ
」

が
表
し
て
い
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
、
判
詞
に
お
い
て
「
左
は
、
心
に
こ
め
て
詞
に
確
か
な
ら
ぬ
に

や
」
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
百
首
に
お
い
て
も
特
に
難
解
な
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
表
現
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
と
、
時

や
場
の
設
定
が
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
当
該
歌
に
限

ら
ず
、
本
百
首
の
難
解
歌
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
密
な
設
定
の
も
と
に
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
読
み
解
く
時
に
、
よ
り
よ
く
そ
の
意
味
を
読
者
に

開
示
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
訳
注

藤
原
定
家
全
歌
集
』（
一
九
八
五
年
、
河
出
書
房
新
社
）。
定

家
の
「
六
百
番
歌
合
百
首
」
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
り
、
一
部

送
り
仮
名
を
送
る
な
ど
の
改
変
を
行
っ
た
。同
書
へ
の
言
及
に
際
し
て
は
、

「
訳
注
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。

（
２
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
六
百
番
歌
合
』（
一
九
九
八
年
、岩
波
書
店
）。

同
書
へ
の
言
及
に
際
し
て
は
、「
新
大
系
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。
久

保
田
氏
の
解
釈
を
引
用
す
る
際
は
、
原
則
と
し
て
同
書
に
拠
っ
た
。

（
３
）
『
拾
遺
愚
草
全
釈
シ
リ
ー
ズ
９

歌
合
百
首
（
六
百
番
歌
合
）』（
二
〇

一
三
年
、や
ま
と
う
た
ｅ
ブ
ッ
ク
ス
）。同
書
へ
の
言
及
に
際
し
て
は
、「
全

釈
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。

（
４
）
（
１
）
〜
（
３
）
の
他
、『
拾
遺
愚
草
俟
後
抄
』（
石
川
常
彦
『
拾
遺
愚

草
古
注
（
下
）』
一
九
八
九
年
、
三
弥
井
書
店
）
に
言
及
す
る
際
は
、「
俟

後
抄
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。

（
５
）
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』（
二
〇
〇
四
年
、
笠
間
書
院
）。

（
６
）
「
恋
の
歌
に
お
け
る
新
古
今
歌
風
の
形
成
―
六
百
番
歌
合
の
恋
の
歌
の

考
察
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
三
巻
三
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）。
鈴
木

氏
の
説
の
引
用
は
、
す
べ
て
同
論
文
に
よ
る
。

（
７
）
『
藤
原
定
家
の
歌
風
』（
一
九
八
五
年
、
楓
風
社
）。

（
８
）
『
王
朝
の
歌
人
９

藤
原
定
家
』（
一
九
八
四
年
、
集
英
社
）。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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