
藤
原
定
家
「
堀
河
院
題
百
首
」
覚
書

加

藤

睦

１

藤
原
定
家
が
二
十
一
歳
の
時
に
詠
ん
だ
「
堀
河
院
題
百
首
」
に
つ
い
て

は
、
作
者
自
身
に
よ
っ
て
、
そ
の
詠
出
の
経
緯
、
家
集
拾
遺
愚
草
に
収
録
し

な
か
っ
た
理
由
、
な
ら
び
に
詠
出
当
時
に
受
け
た
評
価
が
、
拾
遺
愚
草
員
外

に
次
の
よ
う
に
書
き
残
さ
れ
て
い（
１
）る。

・
養
和
百
首
披
露
之
後
、
猶
可
詠
堀
河
院
題
之
由
、
有
厳
訓
。
仍
寿
永
元

年
又
詠
此
歌
。
今
見
之
一
首
無
可
採
用
之
歌
。
仍
漏
弃
了
。
而
倩
案
之
、

当
初
詠
出
此
歌
時
、
父
母
忽
落
感
涙
、
将
来
可
長
此
道
之
由
被
放
返
抄
。

隆
信
朝
臣
寂
蓮
等
面
々
吐
賞
翫
之
詞
。
右
大
臣
殿
故
有
称
美
御
消
息
。

俊
恵
来
拭
饗
応
之
涙
。

・
是
猶
不
足
言
歌
也
。
後
鑒
有
恥
。

右
の
記
述
の
う
ち
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
た
い
の
は
、「
今
見
之
一

首
無
可
採
用
之
歌
」「
是
猶
不
足
言
歌
也
」
と
い
う
よ
う
に
下
さ
れ
た
否
定

的
評
価
の
所
以
で
あ
る
。

右
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
脇
谷
英
勝
氏
が
考
察
を
加
え
て
お
り
、

そ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い（
２
）る。

・
い
わ
ゆ
る
定
家
的
世
界
の
本
質
と
い
わ
れ
る
唯
美
的
・
緻
巧
的
・
幻
想

的
な
も
の
の
上
に
構
築
さ
れ
た
余
情
妖
艶
美
的
な
も
の
と
は
根
本
的
に

異
質
と
も
思
わ
れ
る
主
情
的
要
素
の
強
い
、
感
情
に
流
さ
れ
や
す
い
境

涯
詠
は
断
固
と
し
て
打
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

・
こ
の
百
首
に
は
主
情
的
な
詞
句
の
使
用
が
目
立
ち
、
表
面
に
感
情
が
露

出
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
定
家
の
も
つ
構
成
的
絵
画
的
な

印
象
の
鮮
烈
な
歌
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
も
定
家
が
後
年
に
到
っ
て
不
満
を
示
し
た
理
由
の
一
つ
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

脇
谷
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
た
し
か
に
本
百
首
に
は
「
主
情
的
な
」
歌
が

散
見
す
る
。
し
か
し
そ
の
歌
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
も
な
く
、
そ
れ
が
本
百
首

全
体
の
性
格
を
左
右
す
る
ほ
ど
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
て
、
作
者
に
よ
る

否
定
的
評
価
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

同
じ
問
題
に
つ
い
て
、
注
釈
は
、「
…
…
本
百
首
は
、『
初
学
百
首
』
に
見

ら
れ
る
新
奇
な
発
想
・
技
法
、
晦
渋
な
文
体
は
影
を
潜
め
て
平
明
な
風
姿
を

保
っ
て
お
り
、
新
風
形
成
に
対
す
る
意
欲
は
乏
し
い
。
定
家
の
不
満
も
そ
こ
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に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
…
…
」
と
推
測
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
新
奇
な
発
想
・
技
法
、
晦

渋
な
文
体
は
影
を
潜
め
て
平
明
な
風
姿
を
保
っ
て
」
い
る
と
い
う
傾
向
は
、

た
と
え
ば
本
百
首
の
五
年
後
に
詠
ま
れ
た
「
皇
后
宮
大
輔
百
首
」
に
も
そ
の

ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ（
３
）て、
初
学
期
の
い
く
つ
も
の
百
首
歌
の
中
で
、

本
百
首
だ
け
が
強
く
否
定
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
腑
に
落
ち
な
い
。

本
百
首
の
詠
歌
法
に
は
、
後
年
の
定
家
か
ら
見
て
、
原
理
的
・
方
法
的
に

否
定
し
去
る
べ
き
性
格
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
で

あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
定
家
に
と
っ
て
詠
歌
上
重
要
な
こ

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
、
一
度
は
行
っ
て

お
く
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
以
下
、
個
別
の

和
歌
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２
あ
ひ
見
て
も
あ
は
で
も
同
じ
嘆
き
に
て
誓
ひ
し
こ
と
は
か
は
り
果
ぬ
る

（
遇
不
逢
恋
・
三
五
三
七
）

右
の
歌
で
、
作
者
は
、「
あ
ひ
見
て
も
あ
は
で
も
」（
逢
瀬
を
遂
げ
ら
れ
て

も
遂
げ
ら
れ
な
く
て
も
）「
同
じ
嘆
き
」
だ
と
歌
う
。
逢
瀬
に
至
ら
な
い
嘆

き
と
、
一
度
逢
え
た
の
に
ま
た
逢
え
な
く
な
っ
た
嘆
き
と
は
、
お
の
ず
と
異

な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
「
遇
不
逢
恋
」
と
い
う
題
の
固
有
の
意
味

が
あ
る
の
に
、
そ
の
二
つ
の
嘆
き
を
「
同
じ
嘆
き
」
と
言
う
の
は
、
ず
い
ぶ

ん
大
ざ
っ
ぱ
な
断
言
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

題
意
を
相
対
化
し
か
ね
な
い
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、「
誓
ひ
し
こ
と
は

か
は
り
果
ぬ
る
」
と
い
う
恋
の
終
末
地
点
か
ら
、「
不
逢
恋
」
と
「
遇
不
逢

恋
」
を
ふ
り
返
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

あ
ふ
ま
で
の
契
な
ら
ず
は
い
か
が
せ
ん
か
ば
か
り
人
を
思
そ
め
て
も

（
初
恋
・
三
五
三
二
）

あ
ぢ
き
な
く
な
げ
く
命
も
た
え
ぬ
べ
し
忘
ら
れ
は
つ
る
な
が
き
契
に

（
片
恋
・
三
五
四
〇
）

こ
の
二
首
の
恋
歌
で
、
作
者
は
、「
初
恋
」「
片
恋
」
と
い
う
題
を
、
前
世

か
ら
の
「
契
」
と
い
う
観
点
を
導
入
し
て
詠
ん
で
い
る
。

そ
の
う
ち
、「
初
恋
」
詠
で
は
、
思
い
初
め
た
段
階
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
が
逢
瀬
に
至
ら
な
い
「
契
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
懸
念

し
、
早
く
も
恋
の
終
末
を
悲
観
し
て
い
る
。

「
片
恋
」
詠
の
、「
な
が
き
契
」
は
、
前
世
に
お
い
て
、
永
遠
の
愛
を
誓
っ

た
契
り
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
前
世
で
の
契
り
に
従
っ
て
、
自
分
は
相
手

を
思
っ
て
い
る
の
に
、
向
こ
う
は
そ
れ
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
こ
ち
ら
を
思
っ

て
く
れ
ず
、
自
分
は
恋
死
し
そ
う
だ
と
嘆
い
て
い
る
の
で
あ（
４
）る。

以
上
三
首
の
恋
歌
に
見
て
取
れ
る
の
は
、恋
の
終
末
、前
世
、恋
死
と
い
っ

た
遠
点
か
ら
歌
題
を
捉
え
て
、
恋
の
苦
し
み
を
大
き
な
文
脈
や
関
係
性
の
中

に
位
置
づ
け
、
同
時
に
そ
の
苦
し
み
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。

さ
よ
衣
う
ら
み
を
人
に
重
ね
つ
つ
あ
は
で
や
よ
よ
を
隔
て
は
つ
べ
き

（
不
逢
恋
・
三
五
三
四
）

ゆ
く
す
ゑ
を
思
ふ
も
か
な
し
心
か
ら
こ
の
世
ひ
と
つ
の
恨
な
ら
ね
ば

（
恨
・
三
五
四
一
）

「
不
逢
恋
」
詠
の
「
よ
よ
」
は
、「
夜
々
」
と
「
世
々
」
の
掛
詞
に
な
っ

て
お
り
、「
夜
々
を
隔
て
は
つ
」
は
、
最
後
ま
で
逢
わ
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
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「
世
々
を
隔
て
は
つ
」
は
、
恨
み
を
抱
き
な
が
ら
恋
死
し
て
来
世
に
行
く
自

分
と
、
現
世
に
残
る
相
手
と
が
す
っ
か
り
隔
て
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
こ
で
作
者
は
、「
不
逢
恋
」
を
、
恋
死
と
い
う
終
末
と
そ
の
先
の
来

世
に
お
け
る
苦
し
み
と
い
う
経
過
の
中
に
お
い
て
表
現
し
て
い
る
。

「
恨
」
詠
は
、
訳
注
、
全
釈
が
、
三
句
以
下
を
現
世
の
み
な
ら
ず
来
世
に

お
い
て
も
相
手
を
恨
む
こ
と
と
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、
注
釈
は
、「
わ
が

心
か
ら
求
め
た
、
こ
の
世
の
み
の
恨
み
で
は
な
く
、
前
の
世
か
ら
の
因
縁
に

よ
る
恨
み
で
あ
る
と
思
う
と
」
と
現
代
語
訳
し
、「
恨
み
も
実
は
宿
縁
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
解
し
、
従
っ
て
来
世
に
お
い
て
も
ま
た
恨
み
を
抱
く
で
あ

ろ
う
と
捉
え
た
」
歌
と
解
説
す
る
。「
心
か
ら
」
の
恨
み
で
な
い
と
い
う
表

現
に
適
合
す
る
の
は
、
注
釈
の
解
で
あ
る
。

こ
の
二
首
で
、
作
者
は
、
前
世
あ
る
い
は
来
世
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
輪

廻
の
展
開
や
関
係
性
の
中
に
、
恋
の
苦
悩
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
恋
歌
に
共
通
す
る
の
は
、
遠
い
視
点
を
導
入
し
て
そ
こ
か

ら
主
題
を
捉
え
、
恋
の
苦
し
み
を
長
い
経
過
や
関
係
性
の
中
に
お
い
て
詠
む

こ
と
に
伴
う
抽
象
性
・
観
念
性
で
あ
る
。
現
世
に
お
け
る
恋
の
苦
し
み
の
起

源
を
前
世
か
ら
の
契
り
に
求
め
、
恋
の
終
末
や
恋
死
を
悲
観
し
、
さ
ら
に
来

世
の
苦
し
み
を
予
期
す
る
、
と
い
っ
た
大
き
な
展
開
や
関
係
性
に
お
い
て
見

れ
ば
、「
不
逢
恋
」
も
「
遇
不
逢
恋
」
も
結
局
は
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、

「
初
恋
」
も
「
片
恋
」
も
「
恨
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
状
況
や
苦
し
み

は
捨
象
さ
れ
、結
局
「
恋
」
と
い
う
観
念
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

忘
れ
ぬ
る
日
数
を
の
み
や
な
げ
か
ま
し
契
る
に
か
な
ふ
命
な
り
せ
ば

（
別
・
三
五
五
四
）

こ
の
「
別
」
詠
に
お
い
て
、
作
者
は
、
別
離
に
際
す
る
嘆
き
そ
の
も
の
を

詠
も
う
と
し
て
い
な
い
。
一
首
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
手
が
き
っ
と

約
束
を
忘
れ
て
帰
っ
て
来
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
悲
観
的
な
予
想
で
あ
り
、
さ

ら
に
約
束
の
日
ま
で
自
分
が
生
き
永
ら
え
る
（
契
る
に
か
な
ふ
）
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
、
い
っ
そ
う
悲
観
的
な
見
通
し
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
「
忘
れ
ぬ
る
日
数
」
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、

・
故
郷
の
人
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
日
数
（
訳
注
）

・
長
い
別
れ
の
た
め
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
日
数
（
注
釈
）

・
別
れ
た
人
が
私
を
忘
れ
て
し
ま
う
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
日
数
（
全
釈
）

と
い
う
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
に
解
し
て
い
る
が
、
旅
に
出
た
相
手
が
約
束
を
忘

れ
て
、
再
会
を
約
し
た
時
期
に
な
っ
て
も
帰
っ
て
来
ず
、
日
々
が
空
し
く
過

ぎ
て
行
く
そ
の
「
日
数
」
と
理
解
す
る
の
が
正
し
い
。

「
初
恋
」
詠
で
「
思
ひ
そ
め
」
た
時
点
で
の
苦
し
み
が
詠
ま
れ
な
か
っ
た

の
と
同
様
、
こ
の
「
別
」
詠
で
も
離
別
の
時
点
で
の
嘆
き
は
捨
象
さ
れ
て
お

り
、
恋
歌
と
同
じ
よ
う
な
抽
象
性
・
観
念
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
あ
ぢ
き
な
く
こ
の
世
を
身
に
も
し
む
る
哉
梅
が
枝
す
ぐ
る
風
の
名
残
に

（
梅
・
三
四
六
八
）

照
射
す
る
火
串
の
松
の
消
え
て
後
闇
に
ま
ど
ふ
は
こ
の
世
の
み
か
は

（
照
射
・
三
四
八
八
）

右
の
二
首
に
お
い
て
、
作
者
は
、
主
題
と
し
て
の
「
梅
」
と
「
照
射
」
を

「
こ
の
世
」
と
い
う
大
き
な
話
題
に
唐
突
に
関
係
づ
け
、
さ
ら
に
「
照
射
」

詠
で
は
、
来
世
に
ま
で
視
線
を
向
け
て
い
る
。

そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
現
世
あ
る
い
は
来
世
と
の
関
係
づ
け
で
あ
る
が
、
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「
照
射
」
詠
で
は
、
松
明
が
消
え
た
後
に
「
闇
」
に
迷
う
こ
と
と
、
殺
生
の

罪
に
よ
っ
て
来
世
で
の
「
闇
」
に
迷
う
こ
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
関
係
づ
け
は
容
易
に
了
解
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
梅
」
詠
に
お
け
る

関
係
づ
け
は
、
必
ず
し
も
理
解
し
や
す
く
は
な
い
。

「
梅
」
詠
で
、
作
者
は
「
も
」
と
い
う
助
詞
に
よ
っ
て
、
梅
と
「
こ
の
世
」

を
関
係
づ
け
て
い
る
。
こ
の
「
も
」
に
つ
い
て
、
訳
注
・
全
釈
は
解
釈
上
特

に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
注
釈
は
、「
我
が
心
ば
か
り
か
」

と
い
う
内
容
を
補
っ
て
、
一
首
を
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。

困
っ
た
こ
と
に
、
こ
の
世
へ
の
愛
着
が
我
が
心
ば
か
り
か
我
が
身
に
ま

で
も
染
み
こ
む
こ
と
だ
。
梅
の
枝
を
吹
き
過
ぎ
る
風
の
名
残
り
に
よ
っ

て
…
…
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
も
」
は
、
直
前
の
「
身
に
」
だ
け
で
な
く
、「
こ

の
世
を
身
に
し
む
る
」
全
体
に
対
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
が

適
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
梅
の
香
の
名
残
り
が
身
に
し
み
る
」
こ
と
を

前
提
と
し
て
、「
こ
の
世
も
ま
た
身
に
し
み
る
」
こ
と
を
付
加
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
の
「
こ
の
世
」
は
、「
風
の
名
残
」
と
の
照
応
か
ら
、
早

晩
去
る
こ
と
に
な
る
は
か
な
く
空
し
い
現
世
と
い
う
意
味
合
い
を
伴
っ
て
、

「
身
に
し
み
る
」
も
の
と
し
て
想
起
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
二
首
で
は
、
梅
の
香
そ
の
も
の
、
松
明
の
明
か
り
そ
の
も
の
は
捨
象

さ
れ
て
お
り
、
梅
が
枝
を
吹
き
過
ぎ
た
風
の
名
残
り
や
、
照
射
の
松
明
が
消

え
た
後
の
闇
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
か
な
い
現
世
へ
の
執
着
や

来
世
へ
の
恐
れ
と
の
関
係
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
恋
の
歌
、
別

の
歌
に
見
ら
れ
た
の
と
同
質
の
抽
象
性
・
観
念
性
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ

ろ
う
。

な
べ
て
に
ぞ
を
し
み
も
せ
ま
し
桜
花
思
へ
ば
な
に
の
契
な
る
ら
ん

（
桜
・
三
四
七
一
）

長
し
と
も
思
ひ
果
て
ま
し
秋
の
夜
に
あ
く
る
も
つ
ら
き
月
の
影
か
な

（
月
・
三
五
一
一
）

秋
く
れ
て
ふ
か
き
紅
葉
は
山
姫
の
そ
め
け
る
色
の
か
ぎ
り
な
り
け
り

（
紅
葉
・
三
五
一
五
）

右
の
三
首
の
四
季
詠
に
お
い
て
も
、「
桜
」「
月
」「
紅
葉
」
と
い
う
主
題

を
、
よ
り
大
き
な
関
係
性
や
時
の
経
過
の
中
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
具
体
的

な
情
景
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

「
桜
」
詠
で
は
、
桜
の
散
る
の
を
「
な
べ
て
」
な
ら
ず
惜
し
む
わ
が
心
を

ふ
り
返
り
、
桜
と
自
身
と
の
契
り
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。「
月
」
詠
で
は
、

長
さ
を
か
こ
つ
は
ず
の
秋
の
夜
が
明
け
る
こ
と
ま
で
も
恨
め
し
い
と
い
う
こ

と
で
、
月
に
寄
せ
る
思
い
を
強
調
す
る
。「
紅
葉
」
詠
で
は
、
紅
葉
の
色
の

深
さ
を
、
そ
れ
が
頂
点
に
達
す
る
時
点
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、「
桜
」「
月
」
は
愛
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、「
紅
葉
」
は
染
ま
る

も
の
と
し
て
、
題
意
が
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
詠
者
と
の
関
係
性
や

時
・
季
節
の
経
過
の
中
に
お
い
て
、
抽
象
的
・
観
念
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

恋
の
歌
、
別
れ
の
歌
、
四
季
の
歌
で
瞥
見
し
た
、
以
上
の
よ
う
な
抽
象
性
・

観
念
性
は
、
本
百
首
の
歌
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
で
遍
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
さ
ら
に
用
例
に
即
し
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

４
な
べ
て
に
ぞ
を
し
み
も
せ
ま
し
桜
花
思
へ
ば
な
に
の
契
な
る
ら
ん

（
花
・
三
四
七
一
）
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つ
ね
よ
り
も
な
が
め
は
ま
さ
る
春
雨
の
雲
間
を
だ
に
も
問
人
は
な
し

（
春
雨
・
三
四
七
二
）

右
の
二
首
に
お
い
て
作
者
は
、
桜
花
へ
の
格
別
な
愛
惜
の
思
い
を
「
な
べ

て
」
の
思
い
と
対
置
し
、
春
雨
に
募
る
物
思
い
を
「
つ
ね
」
の
物
思
い
と
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
春
雨
」
詠

で
は
、「
雲
間
」
を
取
り
上
げ
て
、
重
ね
て
春
雨
と
対
置
し
て
い
る
。

こ
の
二
首
に
見
ら
れ
る
、
二
つ
の
も
の
を
対
置
し
た
り
、
相
反
す
る
も
の

を
比
較
す
る
趣
向
は
、
主
題
に
あ
た
る
Ａ
を
Ａ
な
ら
ざ
る
も
の
と
一
対
の
も

の
と
し
て
示
し
、
Ａ
の
意
味
や
価
値
を
強
調
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
採
用

さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
趣
向
は
、
次
の
四
首
の
傍
線
部
に
も
顕
著
で
あ
る
。

さ
な
ら
で
も
袖
や
は
か
わ
く
山
里
の
嵐
の
風
の
あ
か
つ
き
の
声

（
暁
・
三
五
四
二
）

さ
ら
で
だ
に
い
ぶ
せ
き
宿
ぞ
蚊
遣
火
に
く
ゆ
る
煙
の
た
え
ぬ
夜
も
な
く

（
蚊
遣
火
・
三
四
九
二
）

け
ふ
の
み
と
思
は
ぬ
空
の
く
る
る
だ
に
秋
の
夕
は
あ
は
れ
な
ら
ず
や

（
九
月
尽
・
三
五
一
六
）

あ
は
れ
と
も
人
に
し
ら
る
る
思
だ
に
積
る
は
い
か
が
あ
ぢ
き
な
き
世
を

（
忍
恋
・
三
五
三
三
）

こ
の
よ
う
な
趣
向
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
和
歌
は
、
文
字
通
り
図
式
的
・

観
念
的
な
和
歌
に
な
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
右
の
六
首
の
歌
は
、
主
題

に
相
反
す
る
も
の
と
の
対
置
を
経
て
、
結
局
は
題
の
本
意
そ
の
も
の
の
強
調

に
回
帰
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

闇
と
い
へ
ば
ま
づ
も
え
ま
さ
る
蛍
も
や
月
に
な
ぐ
さ
む
思
な
る
ら
ん

（
蛍
・
三
四
九
一
）

白
露
の
心
し
か
は
る
花
な
ら
ば
色
う
つ
ろ
は
ぬ
秋
も
あ
ら
ま
し

（
菊
・
三
五
一
四
）

右
の
二
首
で
は
、
一
対
の
も
の
を
示
す
こ
と
で
、
題
の
本
意
を
反
転
さ
せ

る
こ
と
を
趣
向
と
し
て
い
る
。「
蛍
」
詠
で
は
、「
闇
」
と
「
月
」
を
対
置
さ

せ
、
蛍
を
闇
夜
で
は
な
く
こ
と
さ
ら
月
夜
に
配
し
、
蛍
の
光
が
弱
ま
る
の
を
、

蛍
も
「
月
に
な
ぐ
さ
む
思
」
な
の
か
と
と
り
な
し
て
い
る
。い
っ
ぽ
う
「
菊
」

詠
で
は
、「
心
し
か
は
る
」
と
「
色
う
つ
ろ
は
ぬ
」
を
対
置
さ
せ
、
さ
ら
に
、

「
色
移
ろ
う
花
」
と
い
う
菊
の
本
意
を
反
転
さ
せ
て
、「
色
う
つ
ろ
は
ぬ
秋
」

を
想
像
し
て
い
る
。

山
里
の
秋
の
ね
ざ
め
の
さ
び
し
き
は
つ
ま
ど
ふ
鹿
ぞ
た
の
み
な
り
け
る

（
鹿
・
三
五
〇
六
）

さ
び
し
さ
を
ま
た
う
ち
そ
ふ
る
衣
哉
音
を
ね
ざ
め
の
友
と
聞
け
ど
も

（
擣
衣
・
三
五
一
二
）

こ
の
二
首
に
お
い
て
も
、
題
の
本
意
の
反
転
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
鹿
」

詠
で
は
、
鹿
の
声
は
悲
し
い
と
い
う
明
示
さ
れ
な
い
本
意
と
、「
つ
ま
ど
ふ

鹿
ぞ
た
の
み
な
り
け
る
」
と
を
対
置
し
、
秋
の
寝
覚
め
が
あ
ま
り
に
寂
し
い

の
で
、
か
え
っ
て
鹿
の
声
が
慰
め
に
な
る
と
詠
む
。「
擣
衣
」
詠
で
は
、
衣

を
打
つ
音
は
寂
し
い
と
い
う
本
意
を
前
提
に
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
て
擣
衣
を

「
ね
ざ
め
の
友
」
と
意
味
づ
け
、
さ
ら
に
反
転
し
て
、
寂
し
さ
を
募
ら
せ
る

も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。

ゆ
く
雁
の
霞
の
衣
た
ち
か
さ
ね
か
へ
る
も
き
た
る
心
ち
こ
そ
す
れ

（
帰
雁
・
三
四
七
四
）

明
る
よ
り
暮
ぬ
と
の
み
ぞ
を
し
ま
る
る
け
ふ
は
今
年
の
限
り
と
思
へ
ば
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（
歳
暮
・
三
五
三
一
）

三
輪
の
山
か
す
み
を
春
の
し
る
し
と
て
そ
こ
と
も
見
え
ぬ
杉
の
村
立

（
霞
・
三
四
六
四
）

す
こ
が
も
る
山
田
の
鳴
子
風
ふ
け
ば
お
の
が
夢
を
や
お
ど
ろ
か
す
ら
ん

（
田
家
・
三
五
五
六
）

右
の
四
首
の
う
ち
、「
帰
雁
」
詠
、「
歳
暮
」
詠
で
は
、「
帰
る
」
に
「
来

た
る
」
を
対
置
し
、「
暮
る
」
に
「
明
く
」
を
対
置
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題

の
本
意
に
関
わ
る
矛
盾
に
興
じ
て
い
る
。「
霞
」
詠
で
は
、「
春
の
し
る
し
」

の
「
霞
」
が
、
三
輪
山
の
「
し
る
し
」
の
杉
を
隠
す
と
い
う
矛
盾
、「
田
家
」

詠
で
は
、動
物
を
「
お
ど
ろ
か
す
」
た
め
の
鳴
子
で
、逆
に
「
す
こ
」
が
「
お

ど
ろ
か
」
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
、
一
首
の
趣
向
と
な
っ
て
い
る
。

女
郎
花
折
る
も
を
し
ま
ぬ
白
露
の
玉
の
か
む
ざ
し
い
か
さ
ま
に
せ
む

（
女
郎
花
・
三
五
〇
〇
）

こ
の
「
女
郎
花
」
詠
で
は
、
白
露
が
女
郎
花
に
対
し
て
も
つ
、
あ
い
反
す

る
二
つ
の
意
味
（
は
た
ら
き
）
が
対
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
二
つ
の
意
味

は
必
ず
し
も
捉
え
や
す
く
な
い
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、

・
女
郎
花
を
折
る
の
も
惜
し
み
は
し
な
い
。
し
か
し
、
折
れ
ば
散
り
こ
ぼ

れ
る
白
露
の
玉
の
簪
は
ど
う
し
よ
う
か
、
美
し
い
白
露
の
簪
を
つ
け
た

女
郎
花
は
手
折
る
気
に
は
な
れ
な
い
な
あ
。

（
注
釈
）

・
お
み
な
え
し
を
折
っ
て
も
惜
し
ま
な
い
が
、
も
し
折
っ
た
ら
、
白
露
の

玉
で
で
き
て
い
る
か
ん
ざ
し
が
台
無
し
に
な
る
の
を
ど
う
し
よ
う
か
。

（
訳
注
）

・
女
郎
花
は
折
り
取
る
の
も
惜
し
ま
な
い
が
、
白
露
の
玉
の
つ
い
た
美
し

い
簪
の
よ
う
な
枝
は
ど
う
し
よ
う
か
。

（
全
釈
）

と
い
う
よ
う
に
、「
折
る
」
主
体
を
詠
者
と
捉
え
、
女
郎
花
は
折
っ
て
も
惜

し
く
な
い
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
白
露
が
散
っ
て
し
ま
う
の
は
惜
し
い
と
い
う

二
律
背
反
を
一
首
か
ら
読
み
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
女
郎
花
」
題
で
、

女
郎
花
を
惜
し
ま
な
い
と
詠
む
と
は
考
え
に
く
い
。「
折
る
」
主
体
は
、
詠

者
で
は
な
く
「
白
露
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い
把
握
で
あ
る
。

白
露
は
そ
の
重
み
で
女
郎
花
を
「
惜
し
ま
ず
」
折
っ
て
し
ま
う
。詠
者
は
、

女
郎
花
が
折
れ
る
の
を
惜
し
み
、
白
露
を
払
お
う
と
い
っ
た
ん
は
思
う
。
け

れ
ど
も
、そ
う
す
る
と
美
し
い
玉
の
簪
を
失
う
こ
と
に
な
る
。女
郎
花
を
折
っ

て
し
ま
う
と
い
う
負
の
意
味
と
、
美
し
く
飾
る
と
い
う
正
の
意
味
と
が
、
白

露
と
い
う
一
つ
の
も
の
に
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
か
な
り
し
こ
ず
ゑ
な
る
ら
ん
春
日
山
松
の
か
は
ら
ぬ
色
を
見
る
に
も

（
松
・
三
五
四
三
）

こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
松
の
「
か
は
ら
ぬ
色
」
と
い
う
属
性
に
伴
う
矛
盾

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
諸
注
に
お
い
て
う
ま
く
把
握

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

・
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
梢
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
往
時
が
し
の
ば

れ
る
こ
と
だ
。
春
日
山
に
生
う
松
の
昔
と
変
わ
ら
な
い
色
を
見
る
に
つ

け
て
も
。

（
注
釈
）

・
春
日
山
の
松
の
常
盤
の
色
を
見
る
に
つ
け
、
一
体
ど
ん
な
梢
な
の
だ
ろ

う
と
思
う
。

（
訳
注
）

・
藤
原
氏
を
守
る
春
日
山
の
松
の
変
わ
ら
な
い
色
を
見
る
に
つ
け
て
も
、

昔
は
い
か
ば
か
り
緑
の
濃
い
梢
だ
っ
た
の
か
と
思
う
。

（
全
釈
）

右
に
見
る
よ
う
に
、
訳
注
は
、
過
去
の
助
動
詞
を
含
む
「
い
か
な
り
し
」

と
い
う
詠
者
の
疑
問
を
う
ま
く
訳
出
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、注
釈
・
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全
釈
は
、
昔
の
ほ
う
が
緑
が
濃
い
松
だ
っ
た
と
い
う
理
解
の
も
と
に
「
い
か

な
り
し
」
を
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
一
首
の
趣
向
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
か
は
ら

ぬ
」
こ
と
と
、
歌
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
「
か
は
る
」
こ
と
の
対
置
・
矛
盾

で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
春
日
山
の
松
の
色
は
不
変
で
あ
る
が
、
最

初
か
ら
変
わ
ら
ず
「
不
変
」
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
、小
松
が
成
長
（
変
化
）

し
て
今
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
松
の
色
に
「
不
変
」
と

「
変
化
」
の
矛
盾
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

草
枕
旅
よ
り
旅
の
心
地
し
て
夢
に
都
を
ほ
の
か
に
ぞ
見
ん

（
旅
・
三
五
五
三
）

こ
の
「
旅
」
詠
で
は
、
相
反
す
る
二
つ
の
方
向
性
を
「
旅
」
に
含
意
さ
せ

て
い
る
。
こ
の
歌
の
上
の
句
に
つ
い
て
、
諸
注
は
、
次
の
よ
う
に
ほ
ぼ
一
致

し
た
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

・
旅
か
ら
旅
を
し
て
い
る
心
地
が
し
て
、

（
注
釈
）

・
草
枕
を
結
び
、
旅
か
ら
旅
を
続
け
る
心
地
が
す
る
。

（
訳
注
）

・
旅
か
ら
旅
へ
巡
り
続
け
る
よ
う
な
頼
り
な
い
心
地
が
す
る
。
（
全
釈
）

こ
の
よ
う
に
「
旅
よ
り
旅
」
は
、
都
か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
く
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
心
地
す
」
は
、

次
の
用
例
の
よ
う
に
、「
実
際
は
そ
う
で
な
い
の
に
ま
る
で
そ
の
よ
う
な
感

じ
が
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

埋
み
火
の
あ
た
り
は
春
の
心
地
し
て
ち
り
く
る
ゆ
き
を
花
と
こ
そ
み
れ

（
後
拾
遺
集
・
冬
・
四
〇
二
・
素
意
）

く
る
る
ま
の
千
年
を
過
す
心
地
し
て
ま
つ
は
ま
こ
と
に
久
し
か
り
け
り

（
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
六
六
七
・
藤
原
隆
方
）

詠
者
は
、
実
際
に
都
か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の

こ
と
を
「
旅
よ
り
旅
の
心
地
し
て
」
と
は
言
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
旅
」
は
、「
住
む
土
地
を
離
れ
て
、
一
時
、
他
の
離
れ
た
土
地
に
い
る

こ
と
。
ま
た
、
住
居
か
ら
離
れ
た
土
地
に
移
動
す
る
こ
と
。」（
日
本
国
語
大

辞
典
）
を
意
味
す
る
。「
旅
よ
り
旅
の
心
地
し
て
」
の
一
つ
目
の
「
旅
」
は
、

「
住
居
か
ら
離
れ
た
土
地
に
移
動
す
る
こ
と
」
と
い
う
普
通
の
意
味
を
表
わ

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
二
つ
目
の
「
旅
」
は
、
旅
先
を
起
点
と

し
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
、
一
時
、
他
の
土
地
す
な
わ
ち
都
に
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
旅
先
か
ら
反
転
し
て
旅
を
す
る
よ
う
な

心
地
で
、
夢
の
中
で
都
を
見
る
こ
と
を
、
詠
者
は
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
旅
」
に
通
常
の
方
向
性
と
は
逆
の
方
向
性
を
含
意
さ
せ
る
こ
の
よ
う
な

発
想
は
、「
旅
」
と
い
う
題
を
抽
象
的
・
観
念
的
に
捉
え
る
こ
と
か
ら
生
ま

れ
た
趣
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
百
首
で
は
、
相
反
す
る
意
味
を
有
す
る
も
の
や
こ
と

を
対
置
す
る
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
一
対
を
な
す
意
味
に

よ
っ
て
一
首
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
観
念
的
な
詠
歌
法
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
詠
歌
法
の
基
底
に
は
、
題
意
の
観
念
的
な
把
握
が
あ
る

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
対
置
に
よ
っ
て
題
の
本
意
を
強
調
す
る
場
合
も
、
題

の
本
意
を
反
転
さ
せ
、
あ
る
い
は
矛
盾
に
興
じ
る
場
合
も
、
作
者
の
意
識
が

題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
過
度
に
拘
束
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
一
首
に
抽
象

性
・
観
念
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

５

以
前
、「
二
見
浦
百
首
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
、
定
家
が
本
百
首
の
前
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年
に
詠
ん
だ
「
初
学
百
首
」
と
、
四
年
後
に
詠
ん
だ
「
二
見
浦
百
首
」
に
つ

い
て
、
そ
の
差
異
を
次
の
よ
う
に
述
べ（
５
）た。

・
定
家
の
「
初
学
百
首
」
に
は
何
か
と
何
か
を
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
志

向
が
顕
著
に
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
時
空
の
統
一
的
把
握

が
困
難
な
歌
が
少
な
か
ら
ず
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・「
初
学
百
首
」
で
は
、
作
者
の
作
意
が
作
品
世
界
を
統
括
し
て
い
る
傾

向
が
目
立
つ
。
こ
れ
に
対
し
、「
二
見
浦
百
首
」
で
は
、
そ
う
し
た
作

者
の
作
意
が
あ
ら
わ
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
減
り
、
多
く
の
歌
に
お
い
て

話
者
の
視
点
や
心
に
収
斂
す
る
形
で
作
品
の
時
空
が
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

・
定
家
の
「
二
見
浦
百
首
」
で
は
、
話
者
の
意
志
と
は
無
関
係
に
生
起
し

進
行
す
る
推
移
が
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
て
お
り
、
話
者
は
、
そ
の
推
移
を

受
動
的
に
受
け
入
れ
、
眺
め
る
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
本
百
首
の
作
品
世
界
は
、
眺
め
ら
れ
る

推
移
と
、
そ
れ
を
眺
め
る
話
者
と
か
ら
な
る
構
造
を
、
多
く
有
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
「
初
学
百
首
」
と
「
二
見
浦
百
首
」
の
傾
向
を
参
照
す
る

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
に
お
い
て
抽
象
的
・
観
念
的
な
詠
歌
法
が
散
見
す
る

「
堀
河
院
題
百
首
」
は
、
相
対
的
に
「
初
学
百
首
」
に
近
い
性
質
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

谷
せ
ば
み
さ
か
し
き
岩
の
下
蕨
い
か
に
を
る
べ
き
か
け
路
な
る
ら
ん

（
早
蕨
・
三
四
七
〇
）

か
た
が
た
に
ま
か
す
る
小
田
の
な
は
し
ろ
の
水
に
せ
か
る
る
春
の
山
道

（
苗
代
・
三
四
七
六
）

い
か
な
れ
や
よ
も
の
ま
が
き
は
か
れ
は
て
て
猶
冬
ご
も
る
み
山
べ
の
里

（
初
冬
・
三
五
一
七
）

右
に
引
い
た
歌
で
は
、
具
体
的
な
景
や
状
況
が
設
定
さ
れ
、
詠
者
の
心

（「
い
か
な
れ
や
」）
や
、
行
為
（「
か
け
路
を
降
り
て
、
蕨
を
折
る
」「
春
の

山
道
を
歩
む
」）
も
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
三
首
に
詠
ま
れ
た
景
は
、
詠
者
に
よ
っ
て
眺
め
ら
れ
た

景
と
い
う
よ
り
は
、一
首
の
趣
向
に
寄
与
す
る
意
味
を
備
え
た
も
の
と
し
て
、

作
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
配
置
さ
れ
た
景
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。

「
早
蕨
」
詠
で
は
、「
折
り
取
る
も
の
」
と
い
う
蕨
の
属
性
か
ら
、「
折
る
」

「
降
る
」
の
掛
詞
に
よ
る
趣
向
が
決
ま
り
、「
降
る
」
に
合
わ
せ
て
「
谷
せ

ば
み
さ
か
し
き
岩
の
下
蕨
」
と
い
う
状
況
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

「
苗
代
」
詠
で
は
、
水
を
「
ま
か
す
」
と
い
う
苗
代
の
属
性
か
ら
、「
ま

か
す
」「
せ
く
」
と
い
う
対
義
語
で
一
首
を
構
成
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
さ

ら
に
「
せ
く
」
対
象
で
あ
る
は
ず
の
「
水
」
に
、
逆
に
人
が
せ
か
れ
る
と
い

う
矛
盾
を
重
ね
る
た
め
に
「
春
の
山
道
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。

「
初
冬
」
詠
で
は
、
冬
の
到
来
と
と
も
に
「
冬
ご
も
る
」
家
と
い
う
主
題

が
決
ま
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、「
こ
も
る
」
と
相
反
す
る
意
味
を
も
つ
「
よ

も
の
ま
が
き
は
か
れ
は
て
て
」
と
い
う
景
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
詠
歌
法
が
、「
初
学
百
首
」
に
看
取
さ
れ
る
「
作
者
の
作
意
が

作
品
世
界
を
統
括
し
て
い
る
傾
向
」
に
合
致
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

荻
原
や
霧
の
た
え
ま
に
風
ふ
け
ば
色
も
身
に
し
む
物
に
ぞ
有
け
る

（
荻
・
三
五
〇
四
）

久
保
田
淳
氏
は
、
右
の
歌
に
見
え
る
作
者
の
工
夫
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い（
６
）る。
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風
を
身
に
沁
む
と
す
る
の
は
あ
り
ふ
れ
た
感
じ
方
で
あ
っ
た
。
が
、
定

家
は
、
荻
の
上
風
は
も
と
よ
り
、
う
ら
さ
び
れ
た
荻
原
の
色
を
も
「
身

に
し
む
」
と
捉
え
る
。
…
…
既
に
言
い
古
さ
れ
た
荻
の
葉
風
に
こ
だ
わ

ら
ず
…
…
新
し
い
感
覚
を
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
と
か
し
て
斬

新
な
表
現
を
齎
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
把
握
は
妥
当
で
あ
る
と
思
う
が
、
作
者
が
腐
心
し
た
の
は
、
新
し
い

感
覚
の
動
員
と
い
う
よ
り
も
、
別
の
も
の
や
こ
と
の
付
加
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
点
は
修
正
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
定
家
は
、「
身
に
し
む
」
と
い

う
意
味
に
よ
っ
て
、
荻
の
葉
の
「
色
」
を
付
加
す
る
こ
と
を
趣
向
と
し
て
構

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
詠
者
が
身
を
置
く
空
間
の
設
定
は
不
自
然
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。「
霧
の
た
え
ま
に
風
ふ
け
ば
」
と
い
う
景
は
、
風
に
よ
っ
て
生
じ

る
荻
の
葉
音
と
、霧
の
絶
え
間
か
ら
見
え
る
荻
の
色
と
い
う
二
つ
の
も
の
を
、

一
首
の
中
に
並
存
さ
せ
よ
う
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
霧
の
絶

え
間
を
遠
望
す
る
こ
と
と
、
荻
の
葉
風
を
近
く
で
聞
く
こ
と
と
は
、
両
立
し

が
た
い
の
で
あ
る
。

枝
し
げ
き
杉
の
木
陰
に
消
や
ら
で
雪
さ
へ
と
ま
る
逢
坂
の
関

（
残
雪
・
三
四
六
七
）

す
ぎ
が
て
に
心
ぞ
う
つ
る
玉
川
の
か
げ
さ
へ
に
ほ
ふ
山
吹
の
は
な

（
款
冬
・
三
四
八
〇
）

夏
衣
た
も
と
の
み
か
は
あ
や
め
草
心
に
さ
へ
ぞ
け
ふ
は
か
か
れ
る

（
菖
蒲
・
三
四
八
六
）

水
ま
さ
る
山
田
の
さ
な
へ
雨
ふ
れ
ば
み
ど
り
も
ふ
か
く
成
に
け
る
か
な

（
早
苗
・
三
四
八
七
）

露
わ
く
る
野
原
の
萩
の
花
ず
り
は
月
さ
へ
袖
に
う
つ
る
な
り
け
り

（
萩
・
三
四
九
九
）

老
い
は
つ
る
谷
の
松
が
枝
う
づ
も
れ
て
雪
さ
へ
い
と
ど
ふ
り
に
け
る
哉

（
雪
・
三
五
二
一
）

あ
ま
小
舟
や
や
た
づ
さ
は
る
あ
し
の
葉
に
心
も
と
ま
る
今
朝
の
雪
哉

（
寒
蘆
・
三
五
二
二
）

夕
ぐ
れ
は
網
代
に
か
か
る
氷
魚
ゆ
ゑ
に
人
も
た
ち
よ
る
宇
治
の
川
な
み

（
網
代
・
三
五
二
六
）

右
に
列
挙
し
た
歌
は
、「
…
さ
へ
」「
…
も
」
と
い
う
付
加
・
添
加
表
現
を

趣
向
の
核
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
で
作
者
は
、「
荻
」
詠
と
同
様
に
、

一
首
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
二
つ
の
も
の
を
選
択
・
用
意
し
、「
と
ま
る
」

「
に
ほ
ふ
」「
か
か
る
」「
ふ
か
く
な
る
」「
う
つ
る
」「
ふ
る
」「
た
ち
よ
る
」

と
い
う
共
通
の
属
性
（
意
味
）
を
結
合
子
と
し
て
、
そ
の
両
者
を
関
係
づ
け

る
と
い
う
詠
歌
法
を
反
復
し
て
使
用
し
て
お
り
、
意
味
に
よ
っ
て
一
首
を
構

成
し
よ
う
と
す
る
観
念
性
が
、本
百
首
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

梅
花
こ
ず
ゑ
を
な
べ
て
ふ
く
風
に
そ
ら
さ
へ
匂
ふ
は
る
の
あ
け
ぼ
の

（
初
学
・
春
・
五
）

風
ふ
け
ば
え
だ
も
と
を
を
に
お
く
露
の
ち
る
さ
へ
を
し
き
秋
萩
の
花

（
初
学
・
秋
・
三
三
）

池
水
に
宿
り
て
さ
へ
ぞ
を
し
ま
る
る
鴛
鴦
の
う
き
ね
に
く
も
る
月
か
げ

（
初
学
・
冬
・
五
五
）

い
づ
る
よ
り
て
る
月
か
げ
の
清
見
が
た
そ
ら
さ
へ
氷
る
浪
の
上
か
な

（
二
見
浦
・
秋
・
一
三
七
）

く
れ
て
ゆ
く
か
た
み
に
の
こ
る
月
に
さ
へ
あ
ら
ぬ
光
を
そ
ふ
る
秋
哉
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（
二
見
浦
・
秋
・
一
四
二
）

こ
の
よ
う
に
、「
初
学
百
首
」「
二
見
浦
百
首
」
に
も
、
一
つ
の
も
の
に
別

の
も
の
を
付
加
す
る
趣
向
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
二
つ
の
も
の
の
関

係
は
、「
堀
河
院
題
百
首
」
の
作
例
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
。

「
初
学
百
首
」
の
「
梅
花
…
」
詠
で
は
、
梅
の
梢
の
付
近
か
ら
空
へ
と
連

続
す
る
一
つ
の
空
間
に
梅
の
香
が
満
ち
る
様
子
を
「
そ
ら
さ
へ
…
」
と
歌
っ

て
い
る
。「
風
ふ
け
ば
…
」
詠
で
は
、「
萩
の
花
が
散
る
の
が
惜
し
い
」
詠
者

の
思
い
に
「
露
が
散
る
の
が
惜
し
い
」
と
い
う
思
い
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

「
池
水
に
…
」
詠
で
は
、「
空
に
澄
む
月
だ
け
で
な
く
、
池
水
に
映
っ
た
月

ま
で
も
惜
し
ま
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
月
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
景
に

対
す
る
詠
者
の
思
い
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

「
二
見
浦
百
首
」
の
「
い
づ
る
よ
り
…
」
詠
で
は
、
月
に
照
ら
さ
れ
る
二

つ
の
情
景
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。「
く
れ
て

ゆ
く
…
」
詠
で
は
、
秋
が
深
ま
り
去
っ
て
い
こ
う
と
す
る
推
移
に
お
い
て
、

詠
者
が
こ
れ
ま
で
の
秋
の
月
を
思
い
な
が
ら
晩
秋
の
月
を
眺
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
初
学
百
首
」「
二
見
浦
百
首
」
で
は
、「
さ
へ
」
で
関
係

づ
け
ら
れ
る
二
つ
の
要
素
が
、
一
つ
の
空
間
・
情
景
を
自
然
に
構
成
し
た
り
、

詠
者
の
心
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
様
子
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、

相
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
意
味
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
る
「
堀
河
院
題
百
首
」

の
詠
歌
法
を
ふ
り
返
る
と
、
後
者
の
抽
象
性
・
観
念
性
が
際
立
っ
て
い
る
こ

と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
づ
る
日
の
お
な
じ
光
に
四
方
の
海
の
浪
に
も
け
ふ
や
春
は
た
つ
ら
む

（
初
学
・
春
・
一
）

春
日
山
ふ
も
と
の
里
に
雪
き
え
て
春
を
知
ら
す
る
峯
の
松
風

（
堀
河
院
題
・
立
春
・
三
四
六
二
）

吉
野
山
か
す
め
る
そ
ら
を
け
さ
見
れ
ば
年
は
一
夜
の
へ
だ
て
な
り
け
り

（
二
見
浦
・
春
・
一
〇
一
）

春
雨
の
は
れ
ゆ
く
そ
ら
に
風
ふ
け
ば
雲
と
と
も
に
も
か
へ
る
雁
か
な

（
初
学
・
春
・
七
）

ゆ
く
雁
の
霞
の
衣
た
ち
か
さ
ね
か
へ
る
も
き
た
る
心
ち
こ
そ
す
れ

（
堀
河
院
題
・
帰
雁
・
三
四
七
四
）

ま
だ
き
よ
り
花
を
見
す
て
て
ゆ
く
雁
や
か
へ
り
て
春
の
泊
り
を
ば
し
る

（
二
見
浦
・
春
・
一
一
七
）

卯
花
に
夜
の
ひ
か
り
を
て
ら
さ
せ
て
月
に
か
は
ら
ぬ
玉
川
の
さ
と

（
初
学
・
夏
・
二
二
）

咲
き
さ
か
ず
里
わ
く
影
を
し
る
し
と
て
月
な
き
よ
ひ
に
さ
ゆ
る
卯
花

（
堀
河
院
題
・
卯
花
・
三
四
八
三
）

散
り
ね
た
だ
あ
な
う
の
花
や
さ
く
か
ら
に
春
を
隔
つ
る
垣
根
な
り
け
り

（
二
見
浦
・
夏
・
一
二
一
）

右
の
よ
う
に
、
三
つ
の
百
首
歌
で
詠
ま
れ
た
同
一
主
題
の
歌
を
組
み
合
わ

せ
て
み
る
と
、「
堀
河
院
題
百
首
」
の
抽
象
的
・
観
念
的
性
格
は
、
や
は
り

際
立
つ
。

「
堀
河
院
題
百
首
」
の
「
立
春
」
詠
は
、
立
春
の
題
意
を
二
つ
の
変
化
に

よ
っ
て
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
先
に
麓
の
里
で
雪
が
消
え
た
こ
と
を
示

し
て
お
い
て
、
こ
と
新
し
く
「
春
を
知
ら
す
る
峯
の
松
風
」
と
い
う
の
は
不

自
然
で
、
二
つ
の
変
化
が
、
詠
者
の
心
に
即
し
て
整
え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、「
い
づ
る
日
の
…
」
詠
で
は
、
眼
前
に
上
る
日
の
光
か
ら
、
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そ
の
同
じ
光
に
よ
っ
て
四
方
の
海
の
浪
に
も
春
が
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

想
像
し
て
い
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
お
な
じ
」
は
意
味
の
同
一
性
で
な

く
、
元
旦
の
日
の
出
の
同
一
性
を
示
し
て
い（
７
）る。
ま
た
、「
吉
野
山
…
」
詠

で
は
、
眼
前
の
霞
む
風
景
を
見
て
、
年
が
改
ま
っ
た
の
を
知
る
と
詠
ん
で
お

り
、風
景
を
眺
め
る
詠
者
の
意
識
の
流
れ
に
即
し
て
歌
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

帰
雁
を
主
題
と
す
る
三
首
の
う
ち
、「
初
学
百
首
」
の
「
春
雨
の
…
」
詠
は
、

去
っ
て
行
く
二
つ
の
も
の
と
し
て
雨
雲
と
雁
を
関
係
づ
け
て
い
る
が
、
同
じ

く
二
つ
の
も
の
の
関
係
づ
け
を
趣
向
と
す
る
、「
堀
河
院
題
百
首
」
の
「
帰
雁
」

詠
が
、「
帰
る
」「
来
た
る
」
の
対
置
を
観
念
的
に
行
っ
て
い
る
の
に
比
べ
、

詠
者
が
眺
め
る
情
景
を
自
然
に
設
定
し
て
い
る
。
ま
た
、「
二
見
浦
百
首
」

の
「
ま
だ
き
よ
り
…
」
詠
は
、
晩
春
に
帰
雁
を
回
想
し
、
花
が
咲
く
前
に
雁

が
帰
っ
て
行
っ
た
理
由
を
忖
度
し
な
が
ら
、
惜
春
の
思
い
を
詠
じ
て
お
り
、

季
節
の
推
移
の
中
に
主
題
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
を
示
し
て
い
る
。

卯
花
を
主
題
と
す
る
三
首
で
は
、「
初
学
百
首
」
詠
と
「
堀
河
院
題
百
首
」

詠
が
、
と
も
に
夜
の
卯
花
を
月
光
と
比
較
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
卯
花

に
…
」
詠
は
、
卯
花
を
月
光
に
見
立
て
て
い
る
が
、「
咲
き
さ
か
ず
…
」
詠

は
、
卯
花
と
月
光
の
差
異
に
着
目
し
て
い
る
。
後
者
の
常
套
的
な
見
立
て
を

回
避
し
よ
う
と
す
る
工
夫
は
面
白
い
が
、
そ
の
趣
向
の
た
め
に
詠
者
が
い
く

つ
も
の
里
を
見
渡
し
て
卯
花
を
眺
め
て
い
る
の
は
、
や
は
り
抽
象
的
・
観
念

的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
二
見
浦
百
首
」
詠
で
は
、
春
が
去
り
、
夏
の

到
来
を
告
げ
る
と
い
う
季
節
の
推
移
の
中
に
卯
の
花
を
位
置
づ
け
、
詠
者
の

惜
春
の
思
い
を
詠
出
し
て
い
る
。

右
の
三
組
の
和
歌
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、ま
ず
、

「
堀
河
院
題
百
首
」
が
、「
初
学
百
首
」
の
詠
歌
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

い
っ
そ
う
抽
象
的
・
観
念
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と

と
も
に
、「
二
見
浦
百
首
」
詠
が
、
季
節
の
推
移
・
変
化
の
中
に
主
題
を
位

置
づ
け
、
そ
れ
を
眺
め
る
詠
者
の
思
い
を
自
然
に
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。

６

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
な
「
堀
河
院
題
百
首
」
の
抽
象
的
・
観
念

的
な
傾
向
と
、
そ
の
四
年
後
に
詠
ま
れ
た
「
二
見
浦
百
首
」
の
「
話
者
の
視

点
や
心
に
収
斂
す
る
形
で
作
品
の
時
空
が
構
成
さ
れ
」「
眺
め
ら
れ
る
推
移

と
、
そ
れ
を
眺
め
る
話
者
と
か
ら
な
る
構
造
を
、
多
く
有
す
る
」
傾
向
と
を
、

合
わ
せ
見
る
と
き
、
前
者
か
ら
後
者
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
詠
歌
法
の
変

化
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
前
者
に
欠
け
て
い
て
、
後
者
で
回
復
さ
れ
た

も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
が
、
お
の
ず
と
推
測
さ
れ
て
く
る
。

今
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
堀
河
院
題
百
首
」
と
「
二
見
浦
百
首
」

の
作
例
の
比
較
を
行
っ
て
み
よ
う
。

な
が
め
す
る
夕
の
空
も
霧
た
ち
ぬ
へ
だ
た
り
行
く
は
む
か
し
の
み
か
は

（
堀
河
院
題
・
霧
・
三
五
〇
八
）

あ
り
あ
け
の
光
の
み
か
は
秋
の
夜
の
月
は
此
世
に
猶
の
こ
り
け
り

（
二
見
浦
・
秋
・
一
四
一
）

「
初
学
百
首
」
の
「
な
が
め
す
る
…
」
詠
は
、
昔
を
思
っ
て
夕
べ
の
空
を

眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
霧
が
立
っ
て
、
空
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
経
過
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
経
過
は
自
然
で
あ
る
が
、
隔
た
り
ゆ
く
二

つ
の
も
の
に
よ
る
歌
の
構
成
は
自
然
さ
を
欠
く
。
霧
が
空
を
隔
て
た
こ
と
か
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ら
、「
隔
た
り
行
く
の
は
昔
だ
け
で
は
な
い
、
眼
前
の
情
景
も
霧
に
よ
っ
て

隔
て
ら
れ
る
の
だ
」
と
気
づ
く
と
い
う
の
は
、
趣
向
の
た
め
で
あ
り
、
か
な

り
唐
突
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
二
見
浦
百
首
」
の
「
あ
り
あ
け
の
…
」
詠
で
は
、
明
け
方
の
空
に
残
る

月
光
を
眺
め
て
、「
衰
え
て
い
く
こ
の
世
に
月
が
残
っ
て
い
る
」
こ
と
に
気

づ
き
詠
嘆
し
て
い
る
。
眼
前
の
有
明
の
月
に
二
つ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
二
つ
が
分
離
す
る
こ
と
な
く
自
然
に
融
合
し
て
い
る
。

つ
ね
よ
り
も
な
が
め
は
ま
さ
る
春
雨
の
雲
間
を
だ
に
も
問
人
は
な
し

（
堀
河
院
題
・
春
雨
・
三
四
七
二
）

秋
の
き
て
風
の
み
立
ち
し
そ
ら
を
だ
に
と
ふ
人
は
な
き
宿
の
夕
霧

（
二
見
浦
・
秋
・
一
三
四
）

「
初
学
百
首
」
の
「
つ
ね
よ
り
も
…
」
詠
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、「
つ

ね
」
と
「
春
雨
」
を
対
置
し
、
さ
ら
に
「
雲
間
」
を
対
置
す
る
と
い
う
観
念

的
な
構
成
を
も
つ
の
に
対
し
、「
二
見
浦
百
首
」
の
「
秋
の
き
て
…
」
詠
は
、

初
秋
の
空
を
眺
め
、
こ
れ
か
ら
秋
の
情
趣
の
深
ま
り
と
と
も
に
募
る
寂
し
さ

と
孤
独
を
思
っ
て
い
て
、
季
節
の
推
移
に
時
空
を
位
置
づ
け
、
詠
者
の
自
然

な
感
慨
を
構
築
し
て
い（
８
）る。

思
ひ
ね
の
夢
ぢ
に
な
の
る
時
鳥
聞
き
あ
は
す
べ
き
一
声
も
が
な

（
堀
河
院
題
・
郭
公
・
三
四
八
五
）

あ
や
め
草
か
を
る
の
き
ば
の
夕
風
に
き
く
心
地
す
る
ほ
と
と
ぎ
す
哉

（
二
見
浦
・
夏
・
一
二
三
）

「
思
ひ
ね
の
…
」
詠
は
、「
夢
ぢ
」
と
「
聞
き
あ
は
す
」
と
い
う
縁
語
に

よ
っ
て
一
首
を
構
成
し
て
い
る
が
、
郭
公
を
思
い
な
が
ら
眠
っ
て
い
た
と
い

う
の
は
、「
待
つ
」
と
い
う
郭
公
の
本
意
を
損
な
う
詠
み
ぶ
り
で
、
趣
向
倒

れ
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
あ
や
め
草
…
」
詠
は
、
夕
暮
時
か

ら
郭
公
を
待
ち
望
ん
で
い
る
心
理
を
自
然
に
詠
出
し
て
い
る
。

暁
の
夢
の
な
ご
り
を
な
が
む
れ
ば
こ
れ
も
は
か
な
き
槿
の
花

（
堀
河
院
題
・
槿
・
三
五
〇
九
）

わ
す
れ
つ
る
昔
を
見
つ
る
ゆ
め
を
又
猶
お
ど
ろ
か
す
荻
の
上
風

（
二
見
浦
・
秋
・
一
三
二
）

こ
の
二
首
は
、
夢
か
ら
覚
め
た
状
況
が
共
通
す
る
。「
暁
の
…
」
詠
は
、

夢
と
朝
顔
を
「
は
か
な
い
」
と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
た
作
。
そ
こ

で
は
、
夢
は
あ
く
ま
で
も
「
は
か
な
い
」
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、「
夢

の
な
ご
り
」
と
朝
顔
の
取
り
合
わ
せ
の
必
然
性
が
薄
い
の
に
対
し
、「
わ
す

れ
つ
る
…
」
詠
で
は
、
忘
れ
て
い
た
昔
を
見
た
夢
を
荻
の
葉
音
で
覚
ま
さ
れ

た
と
い
う
推
移
が
、
詠
者
の
懐
旧
の
思
い
に
自
然
に
収
斂
し
て
い
る
。

ふ
る
里
と
あ
れ
ゆ
く
庭
の
つ
ぼ
菫
た
だ
こ
れ
の
み
や
春
を
知
る
ら
ん

（
堀
河
院
題
・
菫
菜
・
三
四
七
七
）

霜
さ
ゆ
る
あ
し
た
の
原
の
冬
が
れ
に
ひ
と
花
さ
け
る
や
ま
と
な
で
し
こ

（
二
見
浦
・
冬
・
一
五
三
）

「
ふ
る
里
と
…
」
詠
で
は
、
荒
れ
た
庭
に
咲
く
菫
の
本
意
に
即
し
、
菫
だ

け
が
春
を
知
る
と
い
う
意
味
を
付
与
し
て
取
り
立
て
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
、

「
冬
が
れ
の
…
」
詠
で
は
、
初
冬
の
寂
し
い
野
原
の
点
景
と
し
て
撫
子
の
花

を
描
き
、
詠
者
は
そ
れ
を
過
ぎ
去
っ
た
秋
の
形
見
と
し
て
眺
め
て
い
る
。

思
ひ
か
ね
空
し
き
空
を
な
が
む
れ
ば
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
春
風
ぞ
吹
く
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（
堀
河
院
題
・
暮
春
・
三
四
八
一
）

く
れ
ぬ
な
り
あ
す
も
春
と
は
た
の
ま
ぬ
に
猶
の
こ
り
け
る
鳥
の
一
声

（
二
見
浦
・
春
・
一
二
〇
）

「
思
ひ
か
ね
…
」
詠
で
は
、
上
の
句
と
下
の
句
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
暮
春
」

の
題
意
を
満
た
す
べ
く
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
の
関
係
、
た
と
え
ば

夜
の
空
を
眺
め
る
こ
と
の
必
然
性
な
ど
が
、
よ
く
整
え
ら
れ
て
い
な
い
感
が

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
く
れ
ぬ
な
り
…
」
詠
は
、
夕
暮
時
に
過
ぎ
去
っ
て

い
く
春
を
惜
し
む
詠
者
の
耳
に
、
春
の
名
残
り
と
し
て
「
鳥
の
一
声
」
が
聞

こ
え
て
惜
春
の
思
い
を
募
ら
せ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
、「
堀
河
院
題
百
首
」
と
「
二
見
浦
百
首
」
の
比
較
に
よ
っ

て
、
前
者
に
お
け
る
抽
象
的
・
観
念
的
な
詠
歌
法
か
ら
、
後
者
に
お
け
る
時

空
な
ら
び
に
詠
者
の
心
を
自
然
に
設
定
す
る
詠
歌
法
へ
の
変
化
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
変
化
の
あ
り
よ
う
か
ら
見
て
、
後
年
の
定
家
が

「
堀
河
院
題
百
首
」
を
否
定
的
に
評
価
し
た
理
由
も
、
そ
の
抽
象
性
・
観
念

性
に
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
抽
象
性
・
観
念
性
は
、
お
そ
ら
く
定
家
の
資
質
に
深
く
根
ざ

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
初
め
て
組
題
百
首
に
取
り
組
む
際
に
顕
在
化
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
二
見
浦
百
首
」
へ
の
移
行
の
際
に
完
全
に
克

服
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
意
識
し
て
抑
圧
・
否
定
し
続
け
る
必
要
の

あ
る
傾
向
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
拾
遺
愚
草
員
外
に
記
さ
れ
た
過
剰
と

も
い
え
る
否
定
的
評
価
の
背
景
に
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
見
て
、

大
き
く
誤
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
拾
遺
愚
草
、
拾
遺
愚
草
員
外
な
ら
び
に
定
家
の
「
堀
河
院
題
百
首
」
か

ら
の
引
用
は
、
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』（
一
九
八
五
年
、

河
出
書
房
新
社
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
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
。

ま
た
、
本
百
首
の
注
釈
的
先
行
研
究
に
言
及
す
る
際
は
、
以
下
の
略
称

を
用
い
る
。

・
注
釈
…
浅
岡
雅
子
・
神
谷
敏
成
・
佐
々
木
多
貴
子
「
藤
原
定
家
『
堀
河

院
題
百
首
』
注
釈－

上
」（『
北
見
大
学
論
集
』
７
、一
九
八
二
・
一
）、

浅
岡
雅
子
・
神
谷
敏
成
「
藤
原
定
家
「
堀
河
院
題
百
首
」
注
釈－

下
」

（『
北
見
大
学
論
集
』
８
、
一
九
八
二
・
一
一
）。

・
全
釈
…
水
垣
久
『
拾
遺
愚
草
全
釈

五
』（
第
二
版
、
二
〇
一
四
年
、

や
ま
と
う
た
ｅ
ブ
ッ
ク
ス
）。

（
２
）
脇
谷
英
勝
「
定
家
《
堀
河
院
題
百
首
》
の
考
察
」（『
帝
塚
山
大
学
論

集
』
三
、
一
九
七
二
・
一
）。

（
３
）
拙
稿
「
藤
原
定
家
「
皇
后
宮
大
輔
百
首
」
覚
書
」（『
立
教
大
学
日
本
文

学
』
一
一
二
号
、
二
〇
一
四
年
七
月
）
で
考
察
し
た
。

（
４
）
諸
注
は
、「
契
」
を
、「
永
遠
を
誓
っ
た
約
束
」（
注
釈
）、「
長
い
約
束
」

（
訳
注
）、「
長
く
と
誓
い
合
っ
た
約
束
」（
全
釈
）
と
い
う
よ
う
に
、
現

世
で
逢
瀬
を
遂
げ
た
時
の
約
束
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
片

恋
」
は
、
逢
瀬
に
た
ど
り
着
く
に
至
ら
な
い
片
思
い
を
意
味
す
る
の
が
普

通
だ
か
ら
、
諸
注
の
解
釈
は
妥
当
で
は
な
い
。

（
５
）
拙
稿
「
藤
原
定
家
「
二
見
浦
百
首
」
覚
書
」（『
立
教
大
学
大
学
院
日
本

文
学
論
叢
』
五
号
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）。

（
６
）
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
一
九
七
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）。

（
７
）
「
い
づ
る
日
の
…
」
詠
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
藤
原
定
家
「
初

学
百
首
」
覚
書
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
九
四
号
、二
〇
〇
五
年
七
月
）

で
論
じ
た
。

（
８
）
「
秋
の
き
て
…
」
詠
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
注
５
の
拙
稿
で
論
じ
た
。

（
か
と
う
む
つ
み

本
学
教
授
）
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