
八
代
集
の
「
ほ
の
か
な
り
」
に
つ
い
て

―
―
形
容
動
詞
と
和
歌
（
２
）

謝

静

は
じ
め
に

「
ほ
の
か
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
は
、
語
基
「
ホ
ノ
」
と
状
態
性
質
を
持

つ
接
尾
語
「
カ
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
形
容
動
詞
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
は
、「
ほ
の
か
﹇
髣
髴
・

側
﹈」
と
い
う
語
形
で
立
項
し
、「
か
す
か
に
。
ぼ
ん
や
り
と
」
と
い
う
語
義
を

記
す
。
た
だ
し
、
品
詞
に
つ
い
て
は
副
詞
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
日

本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
は
、「
ほ
の
か
【
仄
―
・
側
―
】」
と
い
う
語
形
で

形
容
動
詞
と
し
て
立
項
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
語
義
を
記
述
し
て
い
る
。

①

わ
ず
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
さ
ま
。
分
明
で
な
い
さ
ま
。

㋑

物
の
形
、
音
な
ど
が
、
わ
ず
か
に
見
え
た
り
、
聞
こ
え
た
り
す
る
さ

ま
。

㋺

光
、
色
な
ど
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
程
度
で
、
わ
ず
か
に
見
え
る
さ

ま
。
ほ
ん
の
り
。
う
っ
す
ら
。

㋩

心
、
意
識
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
さ
ま
。
か
す
か
に
認
識
す
る
さ
ま
。

②

程
度
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
く
ら
い
に
わ
ず
か
な
さ
ま
。
い
さ
さ
か
。

ち
ょ
っ
と
。
し
ば
し
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
辞
書
の
記
述
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
八
代
集
の
和

歌
に
用
い
ら
れ
た
「
ほ
の
か
な
り
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
、
一
首
一
首
用
例

を
検
討
し
な
が
ら
、
概
観
を
試
み
た
い
。

一

八
代
集
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
上
代
に
成
立
し
た
歌
集

で
あ
る
『
万
葉
集
』
の
「
ほ
の
か
」
の
用
例
を
点
検
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

使
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
（
１
）

た
い
。『
万
葉
集
』

に
は
「
ほ
の
か
」
の
用
例
は
八
例
見
出
せ
る
。
そ
の
う
ち
二
例
は
同
じ
歌
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
実
質
的
な
用
例
は
七
例
で
あ
る
。
部
類
別
に
見
る
と
、
雑
歌

は
二
例
、
挽
歌
は
二
例
、
相
聞
往
来
歌
は
四
例
（
う
ち
重
複
が
あ
る
の
で
実
質
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三
例
）
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
部
類
ご
と
に
概
観
を
試
み
る
。

〈
雑
歌
〉

①

梶
の
音
そ
ほ
の
か
に
す
な
る
海
人
娘
子
沖
つ
藻
刈
り
に
舟
出
す
ら
し
も

〈
一
に
云
ふ
、「
夕
さ
れ
ば
梶
の
音
す
な
り
」〉
（
巻
第
七
・
一
一
五
二
）

②

玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
見
え
て
別
れ
な
ば
も
と
な
や
恋
ひ
む
逢
ふ
時
ま
で

は

（
巻
第
八
・
一
五
二
六
）

①
の
歌
で
は
、「
梶
の
音
」
が
「
ほ
の
か
に
」
聞
こ
え
る
こ
と
か
ら
、
舟
が

出
航
す
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
②
の
歌
は
、
左
注
に
「
右
、
天
平
二
年
七

月
八
日
の
夜
に
、
帥
の
家
に
集
会
ひ
て
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
七
夕
の
歌
と

し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
ほ
の
か
に
」
は
「
見
ゆ
」
に
か
か
っ
て
、

視
覚
的
な
用
法
と
も
と
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
牽
牛
と
織
女
の
二
星
が
わ
ず
か

に
逢
っ
て
す
ぐ
に
離
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
逢
瀬
の
短
さ
と
切
な
さ
を
表
現
し
て

い
る
。

〈
挽
歌
〉

①

う
つ
せ
み
と

思
ひ
し
時
に
〈
一
に
云
ふ
、「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」〉

取
り
持
ち
て

我
が
二
人
見
し

走
り
出
の

堤
に
立
て
る

槻
の
木
の

こ
ち
ご
ち
の
枝
の

春
の
葉
の

繁
き
が
ご
と
く

思
へ
り
し

妹
に
は

あ
れ
ど

頼
め
り
し

児
ら
に
は
あ
れ
ど

世
の
中
を

背
き
し
得
ね
ば

か
ぎ
ろ
ひ
の

も
ゆ
る
荒
野
に

白
た
へ
の

天
領
巾
隠
り

鳥
じ
も
の

朝
立
ち
い
ま
し
て

入
日
な
す

隠
り
に
し
か
ば

我
妹
子
が

形
見
に

置
け
る

み
ど
り
子
の

乞
ひ
泣
く
ご
と
に

取
り
与
ふ
る

も
の
し
な

け
れ
ば

男
じ
も
の

わ
き
挟
み
持
ち

我
妹
子
と

二
人
我
が
寝
し

枕
づ
く

つ
ま
屋
の
内
に

昼
は
も

う
ら
さ
び
暮
ら
し

夜
は
も

息

づ
き
明
か
し

嘆
け
ど
も

せ
む
す
べ
知
ら
に

恋
ふ
れ
ど
も

逢
ふ
よ

し
を
な
み

大
鳥
の

羽
易
の
山
に

我
が
恋
ふ
る

妹
は
い
ま
す
と

人
の
言
へ
ば

岩
根
さ
く
み
て

な
づ
み
来
し

良
け
く
も
そ
な
き

う

つ
せ
み
と

思
ひ
し
妹
が

玉
か
ぎ
る

ほ
の
か
に
だ
に
も

見
え
な
く

思
へ
ば

（
巻
第
二
・
二
一
〇
）

①
の
歌
で
は
、「
ほ
の
か
に
」
は
先
の
②
と
同
様
に
、「
見
ゆ
」
に
か
か
っ
て

い
る
。
こ
の
歌
で
は
、
亡
く
な
っ
た
妻
を
羽
易
の
山
中
に
尋
ね
て
行
っ
た
が
、

そ
の
か
い
も
な
く
、
妻
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
嘆
き
を
詠
む
中
で
、

妻
の
姿
が
せ
め
て
「
ほ
の
か
に
」
見
え
て
（
現
れ
て
）
ほ
し
か
っ
た
が
、
そ
れ

も
か
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
悲
し
い
思
い
を
表
現
し
て
い
る
。

②

こ
の
月
は

君
来
ま
さ
む
と

大
船
の

思
ひ
頼
み
て

い
つ
し
か
と

我
が
待
ち
居
れ
ば

も
み
ち
葉
の

過
ぎ
て
去
に
き
と

玉
梓
の

使
ひ

の
言
へ
ば

蛍
な
す

ほ
の
か
に
聞
き
て

大
地
を

炎
と
踏
み
て

立

ち
て
居
て

行
く
へ
も
知
ら
ず

朝
霧
の

思
ひ
迷
ひ
て

丈
足
ら
ず
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八
尺
の
嘆
き

嘆
け
ど
も

験
を
な
み
と

い
づ
く
に
か

君
が
ま
さ
む

と

天
雲
の

行
き
の
ま
に
ま
に

射
ゆ
鹿
の

行
き
も
死
な
む
と

思

へ
ど
も

道
の
知
ら
ね
ば

ひ
と
り
居
て

君
に
恋
ふ
る
に

音
の
み
し

泣
か
ゆ

（
巻
第
十
三
・
三
三
四
四
）

②
は
、
訪
れ
を
待
っ
て
い
た
恋
人
の
死
を
嘆
い
た
歌
で
、「
ほ
の
か
に
」
は

恋
人
が
死
ん
だ
と
い
う
噂
を
、
わ
ず
か
に
聞
き
知
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

恋
人
が
死
ん
だ
消
息
す
ら
も
は
っ
き
り
と
詳
し
く
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

嘆
き
を
表
現
し
て
い
る
。

〈
相
聞
往
来
歌
〉

①

朝
影
に
我
が
身
は
な
り
ぬ
玉
か
き
る
ほ
の
か
に
見
え
て
去
に
し
児
故
に

（
巻
第
十
一
・
二
三
九
四
）（
巻
第
十
二
・
三
〇
八
五
）

②

切
目
山
行
き
か
ふ
道
の
朝
霞
ほ
の
か
に
だ
に
や
妹
に
逢
は
ざ
ら
む

（
巻
第
十
二
・
三
〇
三
七
）

③

志
賀
の
海
人
の
釣
し
灯
せ
る
い
ざ
り
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
む
よ
し
も

が
な

（
巻
第
十
二
・
三
一
七
〇
）

①
の
歌
で
も
「
ほ
の
か
に
」
は
「
見
ゆ
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
新
編
全
集
は
、

こ
の
「
ほ
の
か
に
」
に
つ
い
て
、「
物
の
見
え
方
、
聞
え
方
が
不
十
分
で
あ
る

こ
と
を
示
す
副
詞
」
と
し
て
、
副
詞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
語
義
的
に
は
恋
人

の
姿
が
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
わ
ず
か
な
逢
瀬
を

嘆
く
切
な
い
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
の
歌
で
は
、「
ほ
の
か
に
」
は
「
逢
ふ
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
妹
と
の
逢

瀬
が
か
な
わ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
せ
め
て
わ
ず
か
な
逢
瀬
で
も
よ
い
か

ら
実
現
し
な
い
か
と
い
う
願
望
を
表
現
し
て
い
る
。「（
切
目
山
行
き
か
ふ
道
の
）

朝
霞
」
は
「
ほ
の
か
に
」
を
導
く
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。

③
の
歌
で
は
、「
ほ
の
か
に
」
は
「
見
る
」
に
か
か
っ
て
い
る
。「
家
に
残
し

て
き
た
妻
」（
新
編
全
集
）
に
わ
ず
か
に
で
も
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
表

現
し
て
い
る
。「
志
賀
の
海
人
の
釣
し
灯
せ
る
い
ざ
り
火
の
」は
、「
ほ
の
か
に
」

を
導
く
序
詞
で
あ
る
。

以
上
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
ほ
の
か
な
り
」
の
用
例
を
一
首
一
首
読
ん

で
き
た
。
特
徴
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
用
例
が
連
用
形「
ほ
の
か
に
」

に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
ほ
の
か
に
」
を
、
新
編
全
集
は
、『
時

代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
と
同
様
に
、
副
詞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
こ

の
語
の
通
時
的
な
使
わ
れ
方
か
ら
見
て
、
形
容
動
詞
と
し
て
扱
っ
て
も
不
当
と

は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
ほ
の
か
な
り
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
が
、「
物
の
形
、
音

な
ど
が
、
わ
ず
か
に
見
え
た
り
、
聞
こ
え
た
り
す
る
さ
ま
」
と
い
う
語
義
を
記

す
（
①
の
㋑
）
よ
う
に
、
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る

が
、『
万
葉
集
』
で
は
、「
見
ゆ
」
に
か
か
る
用
例
が
３
例
、「（
音
が
）
す
」
が

１
例
、「
聞
く
」
が
１
例
、「
逢
ふ
」
が
１
例
、「
見
る
」
が
１
例
で
あ
り
、
か

か
っ
て
い
く
言
葉
か
ら
見
る
と
、
視
覚
的
な
用
法
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
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る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
単
な
る
見
方
、
見
え
方
の
問
題
で
は
な
く
、「
逢
ふ
」

に
か
か
る
場
合
に
通
ず
る
よ
う
な
、
逢
瀬
の
短
さ
、
は
か
な
さ
を
比
喩
的
に
示

す
要
素
が
看
取
さ
れ
る
。

枕
詞
・
序
詞
な
ど
か
ら
の
つ
な
が
り
の
観
点
か
ら
み
る
と
、「
玉
か
ぎ
る
」（
３

例
）「
蛍
な
す
」「
朝
霞
」「
い
ざ
り
火
の
」
と
共
起
し
て
い
て
、
こ
こ
で
も
視

覚
的
な
用
法
が
主
流
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

二

『
古
今
集
』
に
始
ま
り
『
新
古
今
集
』
ま
で
、
八
代
集
に
お
け
る
「
ほ
の
か

な
り
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
次
に
概
観
し
（
２
）

た
い
。
各
集
の
部
立
に
用
い
ら
れ
た

「
ほ
の
か
な
り
」
の
使
用
数
は
次
ペ
ー
ジ
の
表
一
の
通
り
で
あ
る
。

歌
集
ご
と
の
用
例
数
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
録
歌
数
を
勘
案
す
る
と
、『
拾

遺
集
』
と
『
金
葉
集
』
が
や
や
多
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
特
筆
す
べ
き
傾
向

は
看
取
さ
れ
な
い
。

部
立
別
に
み
る
と
、
恋
の
部
立
は
十
五
例
が
あ
り
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は

五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
、『
金
葉
集
』
補
遺
歌
の
一
首
も
内
容
的
に
は
恋
の
歌

で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
他
の
部
立
に
比
べ
、
恋
の
歌
の
割
合
が
相
対
的

に
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
四
季
の
部
立
は
十
例
で
、
そ
の
内
、
夏
の
歌
が
五

例
、
秋
の
歌
も
五
例
で
、
春
と
冬
の
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
他
に
雑
歌
の
部
立
は
二
例
、
釈
教
歌
が
一
例
で
、
人
事
詠
と
い
う

括
り
か
ら
見
て
も
、「
ほ
の
か
な
り
」
が
恋
歌
に
相
対
的
に
多
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
四
季
、
恋
、
そ
の
他
の
順
に
、
和
歌
を
個
別
的
に
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

�

四
季
の
歌

「
ほ
の
か
な
り
」
の
用
例
が
四
季
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
集
は
、『
後

撰
集
』、『
拾
遺
集
』、『
金
葉
集
』、『
詞
花
集
』、『
千
載
集
』、『
新
古
今
集
』
で

あ
る
が
、
用
例
数
で
み
る
と
、
平
安
後
期
の
歌
集
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、
用
例
は
夏
部
と
秋
部
に
そ
れ
ぞ
れ
五

例
と
集
中
し
て
い
る
。
以
下
、
夏
歌
と
秋
歌
に
分
け
て
、
検
討
を
加
え
る
。

〈
夏
歌
〉

①

髣
髴
に
ぞ
鳴
渡
な
る
郭
公
み
山
を
出
づ
る
今
朝
の
初
声

（
拾
遺
集
・
夏
・
一
〇
〇
・
坂
上
望
城
・「
天
暦
御
時
歌
合
に
」）

②

郭
公
く
も
の
た
え
ま
に
も
る
月
の
影
ほ
の
か
に
も
鳴
き
わ
た
る
か
な

（
金
葉
集
・
夏
・
一
二
三
・
皇
后
宮
式
部
・「
月
前
郭
公
と
い
へ
る
事

を
よ
め
る
」）

③

大
井
川
い
く
せ
鵜
舟
の
す
ぎ
ぬ
ら
ん
ほ
の
か
に
な
り
ぬ
篝
火
の
か
げ

（
金
葉
集
・
夏
・
一
五
一
・
中
納
言
雅
定
・「
実
行
卿
家
歌
合
に
、
鵜

河
の
心
を
よ
め
る
」）

④

ほ
と
と
ぎ
す
し
の
ぶ
る
こ
ろ
は
山
び
こ
の
こ
た
ふ
る
声
も
ほ
の
か
に
ぞ

― 57 ―



す
る（

千
載
集
・
夏
・
一
五
〇
・
加
茂
重
保
・「
郭
公
の
う
た
と
て
よ
め
る
」）

⑤

夕
月
夜
い
る
さ
の
山
の
木
が
く
れ
に
ほ
の
か
に
な
の
る
ほ
と
と
ぎ
す
か

な
（
千
載
集
・
夏
・
一
六
三
・
権
大
納
言
宗
家
・「
郭
公
の
う
た
と
て
よ

み
侍
り
け
る
」）

こ
の
五
首
で
、「
ほ
の
か
な
り
」
は
、
す
べ
て
連
用
形
で
用
い
ら
れ
、
動
詞

に
か
か
っ
て
い
る
。

ど
の
動
詞
に
か
か
っ
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、「
鳴
く
」
が
二

例
、「
な
る
」が
一
例
、「
こ
た
ふ
」が
一
例
、「
な
の
る
」が
一
例
で
あ
る
。「
鳴

く
」
は
郭
公
の
鳴
く
こ
と
を
意
味
し
、「
こ
た
ふ
」
は
郭
公
の
鳴
く
声
の
山
彦

が
主
語
で
あ
り
、「
な
の
る
」
も
郭
公
が
鳴
く
こ
と
を
擬
人
的
に
表
現
し
て
い

る
の
で
、
五
例
中
四
例
が
、
郭
公
の
鳴
く
さ
ま
を
「
ほ
の
か
に
」
と
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
。

残
り
の
一
例
は
、
鵜
船
の
篝
火
の
光
が
、
船
が
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
「
ほ
の

か
に
」「
な
る
」
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
ほ
の
か
に
」
が
修
飾
す
る
語
な
ら
び
に
そ
の
意
味
内
容
を
、

視
覚
・
聴
覚
の
別
か
ら
見
る
と
、
視
覚
的
な
も
の
が
一
例
、
聴
覚
的
な
も
の
が

四
例
で
、『
万
葉
集
』
の
用
例
で
見
ら
れ
た
傾
向
と
は
対
照
的
に
、
聴
覚
的
な

用
法
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
方
で
、
②
の
歌
で
は
、「
月
前
郭
公
」
と
い
う
題
の
も
と
で
、
雲
の

絶
え
間
に
漏
れ
る
月
影
に
つ
い
て
も
、「
ほ
の
か
に
」
と
表
現
し
て
い
て
、「
月

光
と
時
鳥
の
声
の
重
な
り
を
繊
細
な
感
覚
で
詠
」
ん
で
お
り
（
新
大
系
）、
視

覚
と
聴
覚
に
ま
た
が
る
二
義
的
な
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
⑤
の
歌
で
も
、「
上
句
は
夕
景
の
薄
暗
さ
、
視
覚
的
な
「
ほ
の
か
さ
」

を
序
詞
的
に
叙
し
、
転
じ
て
聴
覚
の
「
ほ
の
か
さ
」
に
接
続
し
て
い
る
」（
新

大
系
）
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
視
覚
と
聴
覚
と
を
重
ね
合
せ
よ
う
と
す
る
工
夫

が
見
ら
れ
る
。

次
に
、
助
詞
と
の
共
起
か
ら
見
る
と
、「
髣
髴
に
ぞ
鳴
き
渡
な
る
」「
ほ
の
か

表
一

合
計

５

５

１５

２

１

１

２９

新
古
今
集

２

５

１

８

千
載
集

２

１

２

５

詞
花
集

１

１

金
葉
集

２

１

１

４

後
拾
遺
集

１

１

２

拾
遺
集

１

５

６

後
撰
集

１

１

２

古
今
集

１

１

夏
歌

秋
歌

恋
歌

雑
歌

釈
教
歌
補
遺
歌

合
計
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に
ぞ
す
る
」
と
、
係
助
詞
「
ぞ
」
で
「
ほ
の
か
に
」
を
強
調
し
て
い
た
り
、「
ほ

の
か
に
も
鳴
き
わ
た
る
か
な
」「
ほ
の
か
に
な
の
る
ほ
と
と
ぎ
す
か
な
」
と
い

う
よ
う
に
、「
か
な
」
と
共
起
し
て
、
ほ
の
か
な
さ
ま
に
つ
い
て
の
詠
嘆
を
示

す
な
ど
、「
ほ
の
か
な
り
」
が
示
す
状
態
・
情
景
に
対
す
る
好
尚
が
看
取
さ
れ

る
。

〈
秋
歌
〉

①

秋
風
の
草
葉
そ
よ
ぎ
て
吹
く
な
べ
に
ほ
の
か
に
し
つ
る
ひ
ぐ
ら
し
の
声

（
後
撰
集
・
秋
上
・
二
五
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

②

山
城
の
鳥
羽
田
の
面
を
み
わ
た
せ
ば
ほ
の
か
に
け
さ
ぞ
秋
風
は
ふ
く

（
詞
花
集
・
秋
・
八
二
・
曾
禰
好
忠
・「
題
不
知
」）

③

秋
の
夜
の
心
を
つ
く
す
は
じ
め
と
て
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
夕
月
夜
か
な

（
千
載
集
・
秋
上
・
二
七
四
・
権
大
納
言
実
家
・「
月
の
歌
あ
ま
た
よ

み
侍
け
る
時
よ
み
侍
け
る
」）

④

小
倉
山
ふ
も
と
の
野
辺
の
花
す
す
き
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
秋
の
夕
暮

（
新
古
今
集
・
秋
上
・
三
四
七
・
読
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

⑤

ほ
の
か
に
も
風
は
吹
か
な
ん
花
す
す
き
む
す
ぼ
ほ
れ
つ
つ
露
に
ぬ
る
と

も

（
新
古
今
集
・
秋
上
・
三
四
八
・
女
御
徽
子
女
王
・「
題
し
ら
ず
」）

こ
の
五
首
で
も
、「
ほ
の
か
な
り
」
は
、
す
べ
て
連
用
形
で
用
い
ら
れ
、
動

詞
に
か
か
っ
て
い
る
。

ど
の
動
詞
に
か
か
っ
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、「（
風
が
）吹
く
」

が
二
例
、「
見
ゆ
」
が
二
例
、「（
声
が
）
す
」
が
一
例
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

を
、
視
覚
・
聴
覚
の
別
か
ら
見
る
と
、
視
覚
的
な
も
の
が
四
例
、
聴
覚
的
な
も

の
が
一
例
で
、
夏
歌
で
見
ら
れ
た
傾
向
と
は
異
な
っ
て
、
視
覚
的
な
用
法
が
優

勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

助
詞
と
の
共
起
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
「
ぞ
」「
か
な
」
と
の
共
起
が
注
目

さ
れ
る
。「
ほ
の
か
に
け
さ
ぞ
秋
風
は
ふ
く
」「
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
夕
月
夜
か
な
」

と
、
夏
歌
と
同
様
に
、
強
意
の
「
ぞ
」、
詠
嘆
の
「
か
な
」
と
共
に
用
い
ら
れ

る
用
例
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
共
起
関
係
に
加
え
、「
ほ
の
か
に
し
つ
る
ひ
ぐ
ら
し
の
声
」「
花
す

す
き
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
秋
の
夕
暮
」「
ほ
の
か
に
も
風
は
吹
か
な
ん
」
と
い
う

よ
う
に
、
一
首
の
主
題
に
関
わ
る
部
分
に
「
ほ
の
か
に
」
を
含
む
情
景
が
位
置

し
て
お
り
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え
る
も
の
、
ほ
の
か
に
見
え
る
も
の
に
対
す
る
好

尚
が
、
や
は
り
夏
歌
と
同
様
に
看
取
さ
れ
る
。

『
万
葉
集
』
で
は
、「
ほ
の
か
な
り
」
は
専
ら
人
事
詠
に
お
い
て
用
い
ら
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
八
代
集
の
四
季
部
で
は
、
自
然
の
描
写
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
ほ
の
か
な
も
の
へ
の
好
尚
や
美
意
識
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�

恋
の
歌

八
代
集
の
恋
部
に
お
い
て
、「
ほ
の
か
な
り
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
部
立
は
、
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次
の
通
り
で
あ
る
。

『
古
今
集
』
恋
一
（
一
首
）

『
後
撰
集
』
恋
二
（
一
首
）

『
拾
遺
集
』
恋
二
（
三
首
）
と
恋
五
（
二
首
）

『
後
拾
遺
集
』
恋
一
（
一
首
）

『
千
載
集
』
恋
一
（
二
首
）

『
新
古
今
集
』
恋
一
（
三
首
）
と
恋
五
（
二
首
）

全
十
五
首
の
う
ち
、
恋
一
が
七
首
、
恋
二
が
四
首
と
、
恋
の
前
半
に
あ
た
る

部
分
に
収
め
ら
れ
た
用
例
が
顕
著
に
多
い
。
残
り
の
用
例
四
首
は
、
す
べ
て
恋

五
で
、
こ
れ
は
恋
の
終
末
に
あ
た
る
。

で
は
、
そ
れ
ら
の
恋
歌
で
「
ほ
の
か
な
り
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
、
新
大
系
所
収
の『
金

葉
集
』
補
遺
歌
は
、
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』
本
等
で
は
恋
上
に
収
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

恋
歌
に
お
け
る
「
ほ
の
か
な
り
」
は
、
そ
の
多
く
が
序
詞
あ
る
い
は
比
喩
と

関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

山
ざ
く
ら
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
七
九
・
貫
之
・「
人
の
花
摘
み
し
け
る
所
に
ま

か
り
て
、そ
こ
な
り
け
る
人
の
も
と
に
、後
に
、よ
み
て
、遣
は
し
け
る
」）

と
い
う
用
例
で
は
、「
ほ
の
か
に
も
」
と
い
う
句
は
、「
山
ざ
く
ら
霞
の
間
よ
り

ほ
の
か
に
も
見
て
」
と
い
う
つ
な
が
り
に
お
い
て
、「
山
桜
を
霞
の
間
よ
り
ほ

の
か
に
見
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
一
方
で
、「
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ

…
」
と
い
う
つ
な
が
り
に
お
い
て
は
、
花
摘
み
を
し
て
い
た
女
性
の
姿
を
「
ほ

の
か
に
見
た
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
前
者
は
序
詞
と
い
う
修
辞
に
お

け
る
意
味
で
あ
り
、
後
者
は
恋
歌
の
主
題
に
関
わ
る
意
味
で
あ
る
。

「
ほ
の
か
な
り
」
が
恋
の
歌
に
お
い
て
右
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
以
下
の
検
討
に
お
い
て
は
、
ま
ず
恋
の
主
題
に
関
わ
る
「
ほ
の
か
な

り
」
の
意
味
・
用
法
を
確
認
・
概
観
し
、
つ
い
で
序
詞
・
比
喩
等
の
修
辞
技
法

に
お
け
る
「
ほ
の
か
な
り
」
の
意
味
・
用
法
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

〈
恋
の
主
題
に
関
わ
る
「
ほ
の
か
な
り
」〉

○
「
見
る
」
に
か
か
る
用
例

「
ほ
の
か
に
…
見
る
」
と
い
う
用
例
は
、
次
の
五
例
。
そ
の
表
す
意
味
は
、

女
の
姿
を
ほ
の
か
に
見
る
意
と
、
男
女
の
ほ
の
か
な
逢
瀬
の
意
と
に
大
別
さ
れ

る
。①

山
ざ
く
ら
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
七
九
・
貫
之
・「
人
の
花
摘
み
し
け
る
所
に
ま

か
り
て
、そ
こ
な
り
け
る
人
の
も
と
に
、後
に
、よ
み
て
、遣
は
し
け
る
」）

②

よ
そ
に
て
も
有
に
し
物
を
花
薄
ほ
の
か
に
見
て
ぞ
人
は
恋
し
き

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
三
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
女
に
遣
は
し
け
る
」）

③

志
賀
の
海
人
の
釣
に
と
も
せ
る
漁
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
る
よ
し
も
哉
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（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
五
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

④

志
賀
の
海
人
の
釣
に
と
も
せ
る
漁
火
の
ほ
の
か
に
人
を
見
る
よ
し
も
哉

（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
六
八
・
坂
上
郎
女
・「
題
し
ら
ず
」）

⑤

片
岡
の
雪
ま
に
ね
ざ
す
若
草
の
ほ
の
か
に
見
て
し
人
ぞ
こ
ひ
し
き

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
二
二
・
曾
禰
好
忠
・「
題
し
ら
ず
」）

右
の
う
ち
、
①
⑤
は
、
女
の
姿
を
ほ
の
か
に
見
た
こ
と
を
詠
ず
る
。

こ
れ
に
対
し
、
②
③
④
は
、
男
女
の
逢
瀬
を
意
味
す
る
。
そ
の
う
ち
、
②
③

は
、
男
が
女
と
の
逢
瀬
を
遂
げ
る
意
。
④
は
男
の
来
訪
を
表
し
て
い
る
。

④
の
歌
に
つ
い
て
、
新
大
系
は
、
③
の
重
出
歌
と
し
て
扱
っ
て
い
て
、
③
と

の
歌
意
の
差
異
に
特
に
注
目
し
て
は
い
な
（
３
）

い
が
、
③
は
恋
二
に
収
め
ら
れ
て
い

て
、「
ほ
の
か
に
妹
を
見
る
よ
し
も
が
な
」
と
い
う
本
文
で
男
の
立
場
か
ら
女

と
の
逢
瀬
を
希
求
し
て
い
る
の
に
対
し
、
④
は
恋
五
に
収
め
ら
れ
、「
ほ
の
か

に
人
を
見
る
よ
し
も
が
な
」
と
い
う
本
文
で
、
女
の
立
場
か
ら
男
の
来
訪
を
希

求
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
（
４
）

あ
る
の
で
、
一
応
別
の
歌
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

⑥

ほ
の
か
に
も
我
を
三
島
の
芥
火
の
あ
く
と
や
人
の
訪
れ
も
せ
ぬ

（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
七
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

⑦

宵
の
ま
に
ほ
の
か
に
人
を
三
日
月
の
飽
か
で
入
に
し
影
ぞ
恋
し
き

（
金
葉
集
・
補
遺
歌
・
六
九
二
・
藤
原
為
忠
・「
寄
三
日
月
恋
を
よ
め
る
」）

こ
の
二
首
は
、「
三
島
」「
三
日
月
」
に
「
見
（
る
）」
を
掛
け
て
い
る
。
⑥

の
「
見
る
」
は
逢
瀬
を
示
す
用
法
で
、
男
が
自
分
に
逢
っ
た
意
を
表
し
て
い
る
。

⑦
は
新
大
系
の
底
本
に
は
な
く
、『
八
代
集
抄
』
に
見
え
る
歌
で
、「
見
る
」
の

意
味
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
が
分
か
れ
る
。

新
大
系
は
、

宵
の
う
ち
に
ち
ら
っ
と
あ
な
た
に
会
い
は
し
た
も
の
の
、
ち
ょ
う
ど
三
日

月
が
す
ぐ
に
入
っ
て
惜
し
ま
れ
る
よ
う
に
、
も
の
足
り
な
い
う
ち
に
別
れ

て
し
ま
っ
た
あ
な
た
の
姿
が
恋
し
い
の
で
す
よ
。

と
解
釈
し
、
短
い
逢
瀬
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

一
方
、『
八
代
集
抄
』
は
、

宵
の
ま
ぎ
れ
に
ほ
の
見
え
て
、
あ
か
で
入
か
く
れ
た
る
人
を
、
三
日
月
に

そ
へ
て
よ
め
り
し
心
也
。

と
し
て
、
垣
間
見
説
に
立
っ
て
い
る
。
⑦
歌
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
八
代
集

抄
』
で
は
恋
上
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
配
列
か
ら
は
ど
ち
ら
の
説
が

正
し
い
と
判
断
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
宵
の
ま
」
と
い
う
時
間
帯
を
踏
ま

え
る
と
、
垣
間
見
の
歌
と
し
て
解
す
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。

次
に
「
見
る
」
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
に
準
ず
る
意
味
を
表
し
て
い

る
と
判
断
さ
れ
る
「
ほ
の
か
な
り
」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑧

追
風
に
八
重
の
潮
路
を
ゆ
く
舟
の
ほ
の
か
に
だ
に
も
逢
ひ
見
て
し
か
な

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
七
二
・
権
中
納
言
師
時
・「
鳥
羽
院
御
時
、

上
の
を
の
こ
ど
も
、
風
に
寄
す
る
恋
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
け
る
に
」）
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⑨

濁
り
江
の
す
ま
ん
こ
と
こ
そ
か
た
か
ら
め
い
か
で
ほ
の
か
に
影
を
見
せ

ま
し
（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
五
三
・
読
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

⑩

は
か
な
し
や
枕
さ
だ
め
ぬ
う
た
た
寝
に
ほ
の
か
に
ま
よ
ふ
夢
の
通
ひ
道

（
千
載
集
・
恋
一
・
六
七
七
・
式
子
内
親
王
・「
百
首
歌
よ
み
給
け
る

時
、
恋
歌
」）

こ
の
三
首
の
傍
線
部
は
、
す
べ
て
男
女
の
ほ
の
か
な
逢
瀬
を
意
味
し
て
い
る
。

⑧
は
せ
め
て
も
ほ
の
か
な
逢
瀬
を
遂
げ
た
い
と
い
う
願
望
を
詠
じ
、
⑨
も
ま
た

何
と
か
し
て
相
手
に
逢
い
た
い
と
い
う
願
望
を
表
現
し
て
い
る
。
⑩
は
、
夢
の

中
で
の
、
逢
え
る
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
逢
瀬
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
⑨
に
つ
い
て
は
、
窪
田
空
穂
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
』、

久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』
の
よ
う
に
、「
見
せ
」
の
主
語
を
女
と

と
り
、

・
ど
う
か
し
て
水
に
映
る
影
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
姿
を
見
せ
て
も
ら
い
た

い
こ
と
だ
。（
完
本
評
釈
）

・
何
と
か
し
て
ち
ら
り
と
姿
を
見
せ
て
ほ
し
い
。（
全
注
釈
）

と
解
す
る
説
が
あ
る
が
、「
ま
し
」
の
意
味
を
踏
ま
え
れ
ば
、
新
大
系
が
、

あ
な
た
と
住
む
こ
と
は
む
つ
か
し
い
と
し
て
も
、
ち
ょ
っ
と
で
よ
い
逢
い

た
い
も
の
だ
。

と
、
詠
作
主
体
で
あ
る
男
を
主
語
と
し
て
読
解
す
る
の
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。

○
「
見
ゆ
」
に
か
か
る
用
例

こ
の
用
例
は
次
の
二
首
。
①
は
、
男
の
立
場
か
ら
、
女
と
の
ほ
の
か
な
逢
瀬

を
表
現
し
、
②
は
、
女
の
立
場
か
ら
男
と
の
ほ
の
か
な
逢
瀬
を
意
味
し
て
い
る
。

①

夢
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
は
陽
炎
の
ほ
の
か
に
見
え
し
影
に
ぞ
あ
り
け

る（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
三
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
女
に
遣
は
し
け
る
」）

②

稲
妻
は
照
ら
さ
ぬ
よ
ゐ
も
な
か
り
け
り
い
づ
ら
ほ
の
か
に
見
え
し
か
げ

ろ
ふ

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
五
四
・
相
模
・「
題
し
ら
ず
」）

先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、「
ほ
の
か
に
…
見
る
」
に
は
、
女
の
姿
を
ほ
の
か

に
見
る
意
の
用
例
と
、
男
女
の
ほ
の
か
な
逢
瀬
を
意
味
す
る
用
例
が
あ
っ
た
が
、

右
の
二
首
の
「
ほ
の
か
に
…
見
ゆ
」
の
用
例
は
、「
ほ
の
か
に
…
見
る
」
の
後

者
の
用
例
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

③

藻
屑
火
の
磯
間
を
分
く
る
い
さ
り
舟
ほ
の
か
な
り
し
に
思
ひ
そ
め
て
き

（
千
載
集
・
恋
一
・
六
四
五
・
藤
原
長
能
・「
女
に
つ
か
は
し
け
る
」）

こ
の
歌
に
は
、「
見
ゆ
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
ほ
の
か
な
り
し
」
は

「
ほ
の
か
に
見
え
し
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
判
断
さ
れ
る
。
新
大
系
が
、「
初
め

て
か
い
ま
見
た
人
へ
の
ほ
の
か
な
慕
情
」
と
解
説
す
る
よ
う
に
、
女
の
姿
が
ほ

の
か
に
見
え
た
意
を
表
し
て
い
る
。
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○
「
知
ら
す
」
に
か
か
る
用
例

・
ほ
の
か
に
も
知
ら
せ
て
し
が
な
春
霞
か
す
み
の
う
ち
に
思
ふ
心
を

（
後
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
〇
四
・
後
朱
雀
院
御
製
・「
東
宮
と
ま
う
し

け
る
時
、
故
内
侍
の
督
の
も
と
に
は
じ
め
て
つ
か
は
し
け
る
」）

自
分
の
恋
の
思
い
を
相
手
に
「
ほ
の
か
に
」
知
ら
せ
る
意
を
表
し
て
い
る
。

「
十
三
歳
の
東
宮
が
二
歳
年
上
の
妃
に
贈
っ
た
う
い
う
い
し
い
恋
歌
」（
新
大

系
）
で
あ
る
。

○
「
隠
す
」
に
か
か
る
用
例

・
漁
火
の
夜
は
ほ
の
か
に
か
く
し
つ
つ
有
へ
ば
恋
の
下
に
消
ぬ
べ
し

（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
八
一
・
藤
原
忠
国
・「
し
の
び
て
逢
ひ
わ
た
り

侍
け
る
人
に
」）

詞
書
に
事
情
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
し
の
び
て
逢
ひ
わ
た
」る
さ
ま
を
、「
ほ

の
か
に
隠
し
つ
つ
」
と
表
現
し
て
い
る
。
忍
ぶ
る
恋
の
歌
で
あ
る
。

○
「
声
」
の
述
語
と
な
る
用
例

・
雲
井
よ
り
と
を
山
鳥
の
な
き
て
ゆ
く
声
ほ
の
か
な
る
恋
も
す
る
か
な

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
一
五
・
躬
恒
・「
題
し
ら
ず
」）

「
声
ほ
の
か
な
る
恋
」
と
は
、
相
手
の
声
が
「
ほ
の
か
に
」
聞
こ
え
る
よ
う

な
恋
の
意
を
表
す
。

新
大
系
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

題
で
い
え
ば
「
聞
く
恋
」
で
、
声
を
聞
い
て
慕
っ
て
い
る
ば
か
り
の
と
り

と
め
の
な
い
恋
。

こ
の
解
説
は
、
こ
の
「
雲
井
よ
り
…
」
の
歌
を
、
女
の
声
を
聞
く
ば
か
り
で

逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
男
の
立
場
の
歌
と
み
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』
が
、「
恋
愛
と
し
て
は
初
期
の
段
階
で
あ
る
か

ら
、
恋
一
あ
た
り
に
入
れ
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
歌
で
あ
る
」
と
述
べ
、『
完
本

新
古
今
和
歌
集
評
釈
』
が
、「
恋
も
す
る
か
な
」
の
語
釈
と
し
て
、「
進
展
し
な

い
恋
を
し
て
い
る
こ
と
よ
」
と
記
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
理
解
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
の
直
前
に
は
、

・
逢
は
ず
し
て
ふ
る
比
ほ
ひ
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
遥
け
き
空
に
な
が
め
を
ぞ
す

る
（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
一
三
・
光
孝
天
皇
御
歌
・「
題
し
ら
ず
」）

・
思
ひ
や
る
心
も
空
に
白
雲
の
出
で
立
つ
か
た
を
知
ら
せ
や
は
せ
ぬ

（
同
・
一
四
一
四
・
兵
部
卿
到
平
親
王
・「
女
の
ほ
か
へ
ま
か
る
を
聞

き
て
」）

と
い
う
よ
う
に
、
男
の
立
場
か
ら
、
交
際
し
て
い
る
女
と
の
疎
遠
を
嘆
く
歌
が

並
び
、
直
後
に
も
、
同
様
の
主
題
の
歌
が
、
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・
雲
居
な
る
雁
だ
に
な
き
て
来
る
秋
に
な
ど
か
は
人
の
を
と
づ
れ
も
せ
ぬ

（
同
・
一
四
一
六
・
延
喜
御
歌
・「
弁
更
衣
久
し
く
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
る

に
、
賜
は
せ
け
る
」）

・
春
ゆ
き
て
秋
ま
で
と
や
は
思
ひ
け
ん
か
り
に
は
あ
ら
ず
契
し
物
を

（
同
・
一
四
一
七
・
天
暦
御
歌
・「
斎
宮
女
御
、
春
ご
ろ
ま
か
り
出
で

て
、
久
し
う
ま
ゐ
り
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
」）

・
初
雁
の
は
つ
か
に
聞
き
し
こ
と
つ
て
も
雲
路
に
絶
え
て
わ
ぶ
る
比
か
な

（
同
・
一
四
一
八
・
西
宮
前
左
大
臣
・「
題
し
ら
ず
」）

と
い
う
よ
う
に
続
い
て
い
る
の
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
該
歌
も
ま
た
、
一
度
は
親

し
く
し
て
い
た
女
が
、
何
か
の
事
情
で
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く

男
の
歌
と
し
て
解
す
る
の
が
、
前
後
の
配
列
か
ら
見
て
も
、「
な
き
て
ゆ
く
」

の
示
す
方
向
か
ら
も
妥
当
だ
ろ
う
。

「
ほ
の
か
な
り
」
は
、
こ
の
歌
に
お
い
て
、
相
手
の
女
の
声
が
ほ
の
か
に
聞

こ
え
る
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
に
留
ま
ら
ず
、
相
手
と
の
心
理
的
な
距
離
を

暗
示
し
て
い
る
。

〈
修
辞
技
法
に
お
け
る
「
ほ
の
か
な
り
」〉

次
に
序
詞
な
ど
の
修
辞
技
法
に
、「
ほ
の
か
な
り
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
て
い
る
か
を
概
観
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
作
者
名
と
詞
書
を
省
略
す
る
こ
と

と
す
る
。

①

山
ざ
く
ら
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ

（
古
今
集
・
恋
一
・
四
七
九
）

②

漁
火
の
夜
は
ほ
の
か
に
か
く
し
つ
つ
有
へ
ば
恋
の
下
に
消
ぬ
べ
し

（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
八
一
）

③

志
賀
の
海
人
の
釣
に
と
も
せ
る
漁
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
る
よ
し
も
哉

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
五
二
）

④

夢
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
は
陽
炎
の
ほ
の
か
に
見
え
し
影
に
ぞ
あ
り
け

る

（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
三
三
）

⑤

志
賀
の
海
人
の
釣
に
と
も
せ
る
漁
火
の
ほ
の
か
に
人
を
見
る
よ
し
も
哉

（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
六
八
）

⑥

藻
屑
火
の
磯
間
を
分
く
る
い
さ
り
舟
ほ
の
か
な
り
し
に
思
ひ
そ
め
て
き

（
千
載
集
・
恋
一
・
六
四
五
）

⑦

片
岡
の
雪
ま
に
ね
ざ
す
若
草
の
ほ
の
か
に
見
て
し
人
ぞ
こ
ひ
し
き

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
二
二
）

⑧

追
風
に
八
重
の
潮
路
を
ゆ
く
舟
の
ほ
の
か
に
だ
に
も
逢
ひ
見
て
し
か
な

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
七
二
）

⑨

雲
井
よ
り
と
を
山
鳥
の
な
き
て
ゆ
く
声
ほ
の
か
な
る
恋
も
す
る
か
な

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
一
五
）

右
の
九
首
の
和
歌
で
は
、
序
詞
に
よ
っ
て
「
ほ
の
か
な
り
」
を
導
く
技
法
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
序
詞
と
の
つ
な
が
り
の
文
脈
で
、「
ほ
の
か
な
り
」

は
、
⑨
を
例
外
と
し
て
、
専
ら
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
用
い
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ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、「
見
る
」「
隠
す
」「
見
ゆ
」
と
い
う
視

覚
に
関
わ
る
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
歌
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。こ

れ
ら
の
歌
は
、
総
じ
て
『
万
葉
集
』
の
、

志
賀
の
海
人
の
釣
し
灯
せ
る
い
ざ
り
火
の
ほ
の
か
に
妹
を
見
む
よ
し
も
が

な

（
巻
第
十
二
・
三
一
七
〇
）

の
系
譜
を
引
い
た
歌
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
視
覚
的
に
も
聴

覚
的
に
も
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
や
、
動
き
を
伴
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
な
ど
、

四
季
歌
の
用
例
に
看
取
さ
れ
た
、
ほ
の
か
に
見
え
る
も
の
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え

る
も
の
に
対
す
る
好
尚
や
美
意
識
が
、
こ
う
し
た
修
辞
的
表
現
に
も
反
映
し
て

い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

⑩

ほ
の
か
に
も
知
ら
せ
て
し
が
な
春
霞
か
す
み
の
う
ち
に
思
ふ
心
を

（
後
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
〇
四
）

⑪

宵
の
ま
に
ほ
の
か
に
人
を
三
日
月
の
飽
か
で
入
に
し
影
ぞ
恋
し
き

（
金
葉
集
・
補
遺
歌
・
六
九
二
）

⑫

濁
り
江
の
す
ま
ん
こ
と
こ
そ
か
た
か
ら
め
い
か
で
ほ
の
か
に
影
を
見
せ

ま
し

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
五
三
）

⑬

稲
妻
は
照
ら
さ
ぬ
よ
ゐ
も
な
か
り
け
り
い
づ
ら
ほ
の
か
に
見
え
し
か
げ

ろ
ふ

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
五
四
）

こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
序
詞
の
よ
う
に
比
喩
的
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、
視

覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
「
ほ
の
か
な
り
」
が
、
縁
語
の
よ
う
に
響
き
合
っ
て
、
一
首

を
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
ほ
の
か
な
り
」
が
一
首
の
核
と
な
っ
て
機

能
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

�

そ
の
他
の
歌

①

世
の
中
を
何
に
た
と
へ
む
秋
の
田
を
ほ
の
か
に
照
ら
す
よ
ひ
の
い
な
づ

ま
（
後
拾
遺
集
・
雑
三
・
一
〇
一
三
・
源
順
・「
世
の
中
を
何
に
た
と
へ

む
と
い
ふ
古
言
を
上
に
置
き
て
あ
ま
た
よ
み
侍
り
け
る
に
」）

②

木
の
間
も
る
片
割
れ
月
の
ほ
の
か
に
も
た
れ
か
我
身
を
思
ひ
い
づ
べ
き

（
金
葉
集
・
雑
上
・
五
三
六
・
僧
正
行
尊
・「
山
家
に
て
有
明
の
月
を

見
て
よ
め
る
」）

③

わ
が
心
な
を
は
れ
や
ら
ぬ
秋
ぎ
り
に
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
在
曙
の
月

（
新
古
今
集
・
釈
教
歌
・
一
九
三
四
・
権
僧
正
公
胤
・「
観
心
如
月
輪

若
在
軽
霧
中
の
心
を
」）

①
歌
は
、「
こ
の
世
の
無
常
を
電
光
に
譬
え
た
歌
」（
新
大
系
）
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、「
ほ
の
か
に
」
に
稲
の
「
穂
」
を
掛
け
な
が
ら
、
単
な
る
稲
妻
へ
の

た
と
え
で
は
な
く
、
字
数
を
費
や
し
て
秋
の
田
の
情
景
と
し
て
比
喩
を
組
み
立

て
て
い
る
。「
ほ
の
か
に
」
は
、
こ
こ
で
は
わ
ず
か
な
間
と
い
う
意
味
を
表
し

て
い
て
、
無
常
の
比
喩
の
核
と
な
っ
て
い
る
。
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②
歌
は
、「
木
の
間
も
る
片
割
れ
月
の
」
が
「
ほ
の
か
に
」
を
導
く
序
詞
で

あ
る
が
、「
山
家
に
て
有
明
の
月
を
見
て
」
と
い
う
嘱
目
の
景
と
も
一
致
し
て

い
て
、
四
季
の
歌
に
通
い
合
う
好
尚
が
看
取
さ
れ
る
。

③
歌
は
、
詠
作
主
体
が
、
自
分
の
悟
り
切
れ
な
い
心
を
具
体
化
し
、
晴
れ
き

ら
な
い
秋
霧
の
中
に
ほ
の
か
に
見
え
る
有
明
の
月
の
よ
う
だ
と
、
視
覚
イ
メ
ー

ジ
に
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
こ
こ
で
も
「
ほ
の
か
な
り
」
は
一
首
の
比
喩
の

核
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

上
代
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
の
中
に
用
い
ら
れ
た
「
ほ
の
か
（
な
り
）」
は
、

雑
歌
、
挽
歌
、
相
聞
往
来
歌
に
用
例
が
見
ら
れ
、
視
覚
的
な
意
味
に
お
い
て
多

く
用
い
ら
れ
、
切
な
い
心
情
を
表
す
こ
と
が
多
い
。

平
安
時
代
の
八
代
集
に
お
い
て
「
ほ
の
か
な
り
」
は
、
四
季
の
歌
に
お
い
て

は
、
夏
・
秋
に
限
っ
て
用
例
が
見
ら
れ
、「
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
」、「
ひ
ぐ
ら
し

の
声
」「
夕
月
」、「
秋
風
」
の
よ
う
に
、
季
節
を
代
表
す
る
景
物
を
、
聴
覚
的
・

視
覚
的
に
表
現
し
て
い
て
、
ほ
の
か
な
情
景
に
対
す
る
好
尚
や
美
意
識
が
看
取

で
き
る
。
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、「
ぞ
」「
か
な
」
と
い
っ
た
助
詞
と
の
共

起
も
注
目
さ
れ
る
。

同
じ
八
代
集
の
恋
の
歌
で
は
、
序
詞
な
ど
の
比
喩
表
現
を
中
心
に
、
ほ
の
か

に
見
る
（
見
え
る
）
情
景
と
、
ほ
の
か
に
女
を
見
る
、
ほ
の
か
に
逢
瀬
を
遂
げ

る
、
と
い
っ
た
恋
の
主
題
と
を
結
び
つ
け
る
用
例
が
多
い
。
そ
こ
で
は
、「
ほ

の
か
な
り
」
が
一
首
の
発
想
・
表
現
の
核
と
な
っ
て
い
る
様
子
が
看
取
さ
れ
る
。

雑
の
歌
な
ど
、
そ
の
他
の
歌
に
お
い
て
も
、
恋
の
歌
と
同
様
の
傾
向
が
指
摘
で

き
る
。注（

１
）
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
以
下
、

同
叢
書
に
言
及
す
る
際
は
、「
新
編
全
集
」
と
略
す
。

（
２
）
八
代
集
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
以
下
、
同
叢

書
に
言
及
す
る
際
は
、「
新
大
系
」
と
略
す
。

（
３
）
和
歌
文
学
大
系
『
金
葉
和
歌
集

詞
花
和
歌
集
』、『
八
代
集
抄
』
も

同
様
に
扱
っ
て
い
る
。

（
４
）
④
歌
の
、
直
前
・
直
後
の
歌
か
ら
見
て
も
、
④
は
、
男
の
来
訪
の
な

さ
を
嘆
き
男
の
訪
れ
を
希
求
す
る
歌
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

・
潮
満
て
ば
入
ぬ
る
磯
の
草
な
れ
や
見
ら
く
少
な
く
恋
ふ
ら
く
の
多
き

（
拾
遺
集
・
恋
五
・
九
六
七
・
坂
上
郎
女
・「
題
知
ら
ず
」）

・
岩
根
踏
み
重
な
る
山
は
な
け
れ
ど
も
逢
は
ぬ
日
数
を
恋
ひ
や
わ
た
ら

ん

（
同
・
九
六
九
・
坂
上
郎
女
・「
題
知
ら
ず
」）

（
し
え

じ
ん

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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