
八
代
集
の
「
そ
ら
な
り
」
に
つ
い
て

―
―
形
容
動
詞
と
和
歌
（
３
）

謝

静

は
じ
め
に

ひ
め
ま
つ
の
会
編
『
八
代
集
総
索
引

和
歌
自
立
語
篇
』（
一
九
八
六
年
、

大
学
堂
書
店
。
以
下
「
自
立
語
篇
」
を
省
略
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
形
容
動
詞

「
そ
ら
な
り
」
は
八
代
集
に
五
十
三
首
の
使
用
例
が
見
い
だ
せ
る
（
金
葉
集

三
奏
本
を
除
く
）。
こ
の
数
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
若
干
の
修
正
は
必

要
で
あ
る
に
し
て
も
、
古
典
和
歌
に
形
容
動
詞
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
と

い
う
傾
向
の
中
で
、
相
当
に
多
い
数
で
あ
る
。

「
そ
ら
」
は
、
も
と
も
と
は
空
間
を
意
味
す
る
名
詞
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

「
漠
然
と
し
た
場
所
」「
心
も
と
な
い
心
境
」
な
ど
、
抽
象
的
な
意
味
が
派

生
し
、
さ
ら
に
「
そ
ら
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
と
し
て
の
用
法
も
派
生
し

た
と
さ
れ
る
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』（
以
下
「
第
二

版
」
を
省
略
す
る
）
に
お
け
る
、「
そ
ら
」
の
語
義
解
説
の
う
ち
、
形
容
動

詞
に
関
す
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〇
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
不
安
定
で
あ
る
さ
ま
。

①
正
常
な
思
考
力
や
判
断
力
を
失
っ
て
い
る
さ
ま
。
上
の
空
で
あ
る

さ
ま
。

②
こ
れ
と
い
っ
た
根
拠
の
な
い
さ
ま
。
は
っ
き
り
し
た
理
由
の
な
い

さ
ま
。
何
と
な
し
に
そ
う
思
う
さ
ま
。

③
書
い
た
も
の
や
道
具
に
頼
ら
ず
、
記
憶
や
頭
脳
の
動
き
だ
け
に
基

づ
い
て
発
表
す
る
さ
ま
。
暗
誦
や
暗
算
を
す
る
場
合
に
い
う
。
連

用
形
「
そ
ら
に
」
の
形
が
普
通
。

④
足
も
と
が
お
ぼ
つ
か
な
い
さ
ま
。
あ
わ
て
た
り
、
忙
し
が
っ
た
り

し
て
走
り
回
る
さ
ま
を
い
う
。

〇
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

比
喩
的
に
、
精
神
状
態
な
ど
に
つ
い
て
用
い
る
。

１
（
形
動
）
心
が
空
虚
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
魂
が
抜

け
た
よ
う
で
、
し
っ
か
り
し
た
意
識
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

さ
ま
。
う
つ
ろ
。
う
わ
の
そ
ら
。

２
（
形
動
）
明
確
な
基
準
・
根
拠
・
原
因
・
理
由
な
ど
が
な
い
こ
と
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を
あ
ら
わ
す
。
多
く
、
助
詞
「
に
」
を
伴
っ
て
、
副
詞
的
に
用
い

る
。イ

は
っ
き
り
し
た
原
因
や
意
図
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

さ
ま
。
偶
然
。
自
然
。

ロ

こ
れ
と
い
う
理
由
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

ハ

根
拠
が
不
確
実
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

ニ

足
も
と
が
お
ぼ
つ
か
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

ホ

特
に
、「
知
る
」
な
ど
を
修
飾
し
て
、
と
り
た
て
て
意
図

し
た
り
教
え
ら
れ
た
り
せ
ず
、
自
然
に
推
量
し
て
知
る
こ
と

を
い
う
。
↓
そ
ら
に
知
る
。

ヘ

助
詞
「
に
」（
後
に
は
「
で
」）
を
伴
い
、「
読
む
」「
覚
え

る
」
な
ど
の
語
を
修
飾
し
て
、
文
字
を
見
る
こ
と
な
く
記
憶

に
頼
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

本
研
究
で
は
、
辞
書
に
記
述
さ
れ
た
語
義
を
踏
ま
え
つ
つ
、
八
代
集
に
お

け
る
「
そ
ら
な
り
」
の
用
例
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

一

『
八
代
集
総
索
引
』
は
、「
そ
ら
な
り
」
の
項
に
掲
出
し
た
五
十
三
例
の

う
ち
四
十
四
例
を
、「
そ
ら
」
の
項
に
も
掲
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
書

の
凡
例
に
、「
懸
詞
は
、
出
来
る
限
り
そ
の
二
つ
の
意
味
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項

に
重
出
さ
せ
る
よ
う
に
つ
と
め
た
。」
と
記
さ
れ
た
方
針
に
基
づ
き
、
掛
詞

（
さ
ら
に
そ
れ
に
関
わ
る
序
詞
・
縁
語
な
ど
）
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
配
慮
し
た
、

判
断
・
処
理
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

・
朝
な
朝
な
立
つ
河
霧
の
空
に
の
み
浮
き
て
思
ひ
の
あ
る
世
な
り
け
り

（
古
今
集
・
恋
一
・
五
一
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

・
五
月
山
こ
ず
ゑ
を
高
み
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
音
そ
ら
な
る
恋
も
す
る
哉

（
古
今
集
・
恋
二
・
五
七
九
・
貫
之
・「
題
し
ら
ず
」）

「
朝
な
朝
な
…
」
詠
の
初
・
二
句
は
序
詞
で
、
自
分
の
恋
愛
関
係
が
不
安

定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
、
河
霧
が
大
空
に
立
つ
様
子
に
喩
え
て
い
る
歌
で

あ
る
。「
浮
き
」
は
掛
詞
的
な
用
い
ら
れ
方
を
さ
れ
て
い
て
、「
河
霧
」
が
「
空

に
…
…
浮
き
て
」
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、「
空
に
の
み
浮
き
て
思
ひ
の
あ

る
」
と
い
う
つ
な
が
り
で
、
心
が
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。「
空
に
」
は
河
霧
に
つ
い
て
は
名
詞
＋
格
助
詞
と
し
て
機
能
し
、
歌
の

主
意
に
お
い
て
は
「
上
の
空
で
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。

「
五
月
山
…
」
詠
は
、「
五
月
山
こ
ず
ゑ
を
高
み
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
音
」

が
序
詞
で
、「
そ
ら
な
る
」
は
、
郭
公
の
鳴
き
声
が
「
大
空
高
く
聞
こ
え
る
」

意
を
表
す
と
き
に
は
、
名
詞
＋
助
動
詞
と
し
て
機
能
し
、
歌
の
主
意
と
し
て

は
、
形
容
動
詞
と
し
て
「
上
の
空
の
（
恋
）」
の
意
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
二
首
で
は
、「
空
に
」「
空
な
る
」
の
「
空
」
が
、
空
間
と
し
て
の

「
空
」
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
心
や
恋
の
不
安
定
な
状
態
を
意
味
し
て
い

て
、
掛
詞
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歌
人
た
ち
が
名
詞
「
そ
ら
」

と
形
容
動
詞
「
そ
ら
な
り
」
の
差
異
を
、
品
詞
と
い
う
概
念
で
は
な
い
に
し

て
も
、
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

初
雁
の
我
も
そ
ら
な
る
ほ
ど
な
れ
ば
君
も
物
う
き
旅
に
や
あ
る
ら
ん

（
後
撰
集
・
離
別

羈
旅
・
一
三
一
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「「
こ
の
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た
び
の
出
で
立
ち
な
ん
物
う
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
言
ひ
け
れ
ば
」）

こ
の
歌
の
「
我
も
」
は
、「
初
雁
に
対
し
て
自
分
も
」
の
意
で
、
空
を
飛

ぶ
初
雁
を
前
提
と
し
て
自
分
も
心
が
「
そ
ら
な
る
」
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。「
我
も
そ
ら
な
る
」
の
「
そ
ら
な
る
」
自
体
は
、
心
の
状
態
を

示
す
形
容
動
詞
で
あ
る
が
、「
我
も
」
が
暗
示
す
る
初
雁
に
つ
い
て
の
「
そ

ら
な
る
」
は
、
名
詞
＋
助
動
詞
で
あ
る
。『
八
代
集
総
索
引
』
が
、
こ
の
歌

を
、「
そ
ら
」「
そ
ら
な
り
」
の
両
方
に
掲
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
暗
示
さ

れ
た
意
味
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

名
詞
「
そ
ら
」
と
形
容
動
詞
「
そ
ら
な
り
」
の
識
別
は
、
か
な
り
困
難
な

こ
と
も
あ
る
。
次
の
四
首
に
用
い
ら
れ
た
「
そ
ら
に
」「
そ
ら
」
は
、『
八
代

集
総
索
引
』
で
は
「
そ
ら
な
り
」
の
用
例
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
形

容
動
詞
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

・
ふ
る
さ
と
に
帰
る
と
見
て
や
龍
田
姫
紅
葉
の
錦
空
に
着
す
ら
ん

（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
一
二
九
・
大
中
臣
能
宣
・「
旅
人
の
紅
葉
の
も

と
行
く
方
描
け
る
屏
風
に
」）

・
春
が
す
み
た
ち
帰
る
べ
き
空
ぞ
な
き
花
の
匂
ひ
に
こ
こ
ろ
と
ま
り
て

（
金
葉
集
・
春
・
三
五
・
院
御
製
・「
宇
治
前
太
政
大
臣
京
極
の
家
の

御
幸
」）

・
ふ
く
風
に
つ
け
て
も
問
は
ん
さ
さ
が
に
の
か
よ
ひ
し
道
は
空
に
た
ゆ
と

も
（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
四
二
・
右
大
将
道
綱
母
・「
題
し
ら
ず
」）

・
歎
く
ら
ん
心
を
空
に
見
て
し
か
な
た
つ
朝
霧
に
身
を
や
な
さ
ま
し

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
一
二
・
女
御
徽
子
女
王
・「
御
返
し
」）

「
ふ
る
さ
と
に
…
」
詠
の
「
空
に
着
す
」
は
、「
空
か
ら
着
せ
る
」（
大
系
）

を
表
し
て
い
て
、「
空
に
」
を
形
容
動
詞
と
し
て
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

点
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
空
に
」
は
名
詞
＋
格
助
詞
と
し
て
扱

う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
春
が
す
み
…
」
詠
の
「
空
」
は
「
出
発
す
る
方
角
や
場
所
を
表
す
」

（
新
大
系
）
名
詞
と
し
て
解
せ
ば
よ
く
、
形
容
動
詞
の
語
幹
と
し
て
扱
う
必

要
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

「
ふ
く
風
に
…
」
詠
の
「
空
に
」
は
、
三
句
「
さ
さ
が
に
」
の
縁
語
と
し

て
用
い
ら
れ
た
名
詞
で
あ
り
、
形
容
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
は
い
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

「
歎
く
ら
ん
…
」
詠
の
「
空
」
は
、
村
上
天
皇
か
ら
の
贈
歌
に
「
大
空
」

と
あ
っ
た
の
を
受
け
た
も
の
で
、空
間
と
し
て
の
「
空
」
を
意
味
し
て
お
り
、

「
な
ん
と
な
く
・
自
然
に
」
と
い
う
形
容
動
詞
と
し
て
の
意
味
は
汲
み
取
れ

な
い
の
で
、
や
は
り
名
詞
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、右
の
四
首
を
除
い
た
四
十
九
首
の
八
代
集
所
収
歌
を
対
象
と
し
て
、

形
容
動
詞
「
そ
ら
な
り
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
た

い
。
そ
の
際
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
わ
り
で
浮
か
び
あ
が
る
名
詞
「
そ
ら
」

の
意
味
は
捨
象
し
、
も
っ
ぱ
ら
形
容
動
詞
の
側
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す

る
。「

そ
ら
な
り
」
は
、
人
の
心
の
状
態
に
関
す
る
用
法
と
、「
知
る
」
な
ど

と
共
起
し
て
「
何
と
な
し
に
」（
角
川
古
語
大
辞
典
）「
自
然
に
」（
日
本
国

語
大
辞
典
）
の
意
を
表
す
副
詞
的
用
法
と
に
大
別
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
人
の
心
の
状
態
に
関
す
る
用
法
を
検
討
し
、
つ
い
で
副
詞

的
用
法
を
検
討
す
る
。
前
者
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
順
で
取
り
上
げ

る
こ
と
と
す
る
。
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〇
「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
表
現
。

〇
「
心
」
と
共
起
す
る
表
現
の
う
ち
右
を
除
く
。

〇
「
心
」
を
含
ま
な
い
が
、
人
の
心
の
状
態
を
表
す
表
現
。

二

人
の
心
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
「
そ
ら
な
り
」
の
語
義
は
、「
正
常
な
思

考
力
や
判
断
力
を
失
っ
て
い
る
さ
ま
。
上
の
空
で
あ
る
さ
ま
。」（
角
川
古
語

大
辞
典
）、「
心
が
空
虚
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
魂
が
抜
け
た
よ

う
で
、
し
っ
か
り
し
た
意
識
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
う
つ
ろ
。

う
わ
の
そ
ら
。」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
和
歌
十
二
首

に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
い
。
十
二
首
の
う
ち
、
人
事
詠
が
十
首
。
そ
の
内

訳
は
恋
歌
六
首
、
別
歌
二
首
、
雑
歌
が
二
首
。
こ
れ
に
四
季
詠
二
首
（
と
も

に
春
の
歌
）
が
加
わ
る
。

・
秋
風
は
身
を
わ
け
て
し
も
吹
か
な
く
に
人
の
心
の
そ
ら
に
な
る
覧

（
古
今
集
・
恋
五
・
七
八
七
・
と
も
の
り
・「
題
し
ら
ず
」）

・
時
の
間
も
心
は
空
に
な
る
物
を
い
か
で
過
ぐ
し
し
昔
な
る
ら
む

（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
五
〇
・
藤
原
実
方
朝
臣
・「
元
輔
が
婿
に
な
り

て
朝
に
」）

・
雲
井
な
る
人
を
遙
に
思
ふ
に
は
我
が
心
さ
へ
空
に
こ
そ
な
れ

（
拾
遺
集
・
恋
四
・
九
〇
九
・
源
経
基
・「
遠
き
所
に
思
ふ
人
を
置
き

侍
て
」）

・
君
を
の
み
思
ひ
や
り
つ
つ
神
よ
り
も
心
の
空
に
な
り
し
宵
哉

（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
四
一
・
天
暦
御
製
・「
神
い
た
く
鳴
り
侍
け

る
あ
し
た
に
、
宣
耀
殿
の
女
御
の
も
と
に
遣
は
し
け
る
」）

・
白
雲
の
か
か
る
山
路
を
ふ
み
み
て
ぞ
い
と
ど
心
は
空
に
な
り
け
る

（
金
葉
集
・
恋
上
・
三
六
六
・
中
納
言
顕
隆
・「
題
不
知
」）

・
心
の
み
空
に
な
り
つ
つ
郭
公
人
だ
の
め
な
る
ね
こ
そ
鳴
か
る
れ

（
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
四
七
・
馬
内
侍
・「
郭
公
の
鳴
き
つ
る
は

聞
き
つ
や
と
申
け
る
人
に
」）

右
の
六
首
の
恋
歌
に
お
け
る
「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
は
、
心
が
上
の

空
に
な
る
、
心
が
う
つ
ろ
に
な
る
、
の
意
を
表
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の

内
実
は
、
同
じ
恋
歌
で
あ
っ
て
も
一
様
で
は
な
い
。

「
秋
風
は
…
」
詠
は
、
男
に
見
限
ら
れ
た
女
の
つ
ら
い
境
遇
と
の
関
わ
り

で
、「
人
の
心
の
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
心
理
を
歌
っ
て
い
る
。「
時
の
間
も

…
」
詠
は
、
後
朝
の
別
れ
の
後
の
男
の
「
心
が
上
の
空
に
な
っ
て
、
恋
し
く

て
た
ま
ら
な
い
」（
新
大
系
）
思
い
を
、「
雲
井
な
る
…
」
詠
は
、「
遠
く
に

離
れ
て
居
る
人
へ
の
思
慕
」
で
「
上
の
空
に
な
っ
て
し
ま
う
」
思
い
（
と
も

に
新
大
系
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
詠
ん
で
い
る
。「
君
を
の
み
…
」
詠
は
雷
見
舞

い
の
歌
で
、恋
し
い
人
を
「
気
遣
っ
て
、心
が
上
の
空
に
な
る
」
気
持
ち
（
新

大
系
）
を
詠
み
、「
白
雲
の
…
」
詠
は
、
相
手
か
ら
の
手
紙
を
見
て
心
が
「
ま

す
ま
す
う
わ
の
空
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
さ
ま
（
新
大
系
）
を
詠
じ
て
い

る
。「
心
の
み
…
」
詠
は
、
不
実
な
男
に
対
す
る
嘆
き
に
よ
っ
て
「
気
も
そ

ぞ
ろ
」（
新
大
系
）
に
な
る
心
情
を
詠
ん
で
い
る
。

個
々
の
和
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
た
感
情
を
表
現
し
て
お
り
、

そ
の
感
情
が
高
ま
っ
た
あ
げ
く
「
魂
が
抜
け
た
よ
う
で
、
し
っ
か
り
し
た
意

識
の
な
い
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
状
態
に
な
っ
た
と
詠
じ
て
い
る
。「
心
」
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が
「
そ
ら
に
な
る
」
は
、
一
種
の
強
調
表
現
と
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
至
る

感
情
か
ら
連
続
し
、
融
合
し
て
い
る
。

・
別
ゆ
く
道
の
雲
ゐ
に
な
り
ゆ
け
ば
と
ま
る
心
も
そ
ら
に
こ
そ
な
れ

（
後
撰
集
・
離
別

羈
旅
・
一
三
二
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
み
ち
の

く
に
へ
ま
か
り
け
る
人
に
、
あ
ふ
ぎ
て
う
じ
て
う
た
ゑ
に
か
か
せ
侍

り
け
る
」）

・
春
霞
た
つ
あ
か
月
を
見
る
か
ら
に
心
ぞ
空
に
な
り
ぬ
べ
ら
な
る

（
拾
遺
集
・
別
・
三
〇
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
春
も
の
へ
ま
か
り
け

る
人
の
、
あ
か
月
に
出
で
立
ち
け
る
所
に
て
、
留
ま
り
侍
け
る
人
の

詠
み
侍
け
る
」）

右
の
離
別
詠
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
別
れ
の
つ
ら
さ
を
前
提
と
し
て
、
後
に

残
さ
れ
る
人
の
「
う
つ
ろ
な
状
態
」
に
な
る
気
持
ち
、「
悲
し
く
て
、
心
も

上
の
空
に
」
な
り
そ
う
な
気
持
ち
（
と
も
に
新
大
系
）
を
表
現
し
て
い
る
。

・
天
雲
の
う
き
た
る
こ
と
と
聞
き
し
か
ど
猶
ぞ
心
は
空
に
な
り
に
し

（
後
撰
集
・
雑
二
・
一
一
四
二
・
女
の
は
は
・「
返
し
」）

・
見
も
は
て
で
行
く
と
思
へ
ば
散
る
花
に
つ
け
て
心
の
空
に
な
る
哉

（
拾
遺
集
・
春
・
六
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
知
ら
ず
」）

・
山
ざ
く
ら
白
雲
に
の
み
ま
が
へ
ば
や
春
の
心
の
そ
ら
に
な
る
覧

（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
一
一
二
・
源
縁
法
師
・「
通
宗
朝
臣
能
登
守
に

て
侍
り
け
る
時
、
国
に
て
歌
合
し
侍
け
る
に
よ
め
る
」）

・
そ
ら
に
な
る
人
の
心
に
さ
さ
が
に
の
い
か
で
け
ふ
ま
た
か
く
て
く
ら
さ

ん

（
後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
二
六
・
和
泉
式
部
・「
人
の
も
と
に
文
や
る

男
を
恨
み
や
り
て
侍
け
る
返
り
事
に
あ
ら
が
ひ
侍
け
れ
ば
よ
め
る
」）

「
天
雲
の
…
」
詠
で
は
、
婿
と
と
も
に
地
方
に
下
っ
た
娘
の
こ
と
が
心
配

で
、「（
心
が
）
う
つ
ろ
に
な
っ
た
」（
新
大
系
）
こ
と
を
意
味
し
、「
見
も
は

て
で
…
」
詠
で
は
、
散
る
花
を
哀
惜
し
て
の
虚
脱
状
態
を
表
現
し
て
い
る
。

「
山
ざ
く
ら
…
」
詠
で
は
、
遠
く
に
咲
く
桜
を
見
て
、「
落
ち
着
か
ず
う
わ

の
空
に
な
る
」
気
持
ち
（
新
大
系
）
を
表
現
し
、「
そ
ら
に
な
る
…
」
詠
で

は
、
男
の
浮
気
心
を
、「
上
の
空
に
」
な
る
心
（
新
大
系
）
と
表
現
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
表
現
自
体
は
一
定

の
状
態
を
表
現
す
る
に
し
て
も
、そ
こ
に
至
る
心
情
は
や
は
り
多
様
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
表
現
は
、
い
ろ
い

ろ
な
感
情
を
そ
の
極
限
に
お
い
て
示
す
側
面
を
有
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、

こ
れ
を
単
に
「
上
の
空
」
な
気
持
ち
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
抽
象
的
で
不
十

分
な
理
解
に
終
わ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三

次
に
、「
心
が
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
以
外
で
、「
心
」
と
「
そ

ら
な
り
」
を
と
も
に
用
い
た
心
情
表
現
を
概
観
す
る
。

・
秋
風
の
う
ち
吹
そ
む
る
夕
暮
は
そ
ら
に
心
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る

（
後
撰
集
・
秋
上
・
二
二
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

・
あ
ら
た
ま
の

年
の
は
た
ち
に

足
ら
ざ
り
し

時
は
の
山
の

山
寒

み

風
も
さ
は
ら
ぬ

藤
衣

二
度
た
ち
し

朝
霧
に

心
も
空
に
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ま
ど
ひ
初
め

み
な
し
ご
草
に

な
り
し
よ
り

…
…

（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
七
一
・
源
順
・「
身
の
沈
み
け
る
こ
と
を
嘆
き

て
、
勘
解
由
判
官
に
て
」）

・
い
つ
と
な
く
心
そ
ら
な
る
わ
が
恋
や
富
士
の
高
嶺
に
か
か
る
白
雲

（
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
二
五
・
相
模
・「
永
承
四
年
内
裏
歌
合
に
よ

め
る
」）

・
春
ご
と
に
こ
こ
ろ
を
そ
ら
に
な
す
も
の
は
雲
ゐ
に
み
ゆ
る
さ
く
ら
な
り

け
り

（
詞
花
集
・
春
・
二
五
・
戒
秀
法
師
・「
題
不
知
」）

・
道
す
が
ら
心
も
空
に
な
が
め
や
る
み
や
こ
の
山
の
雲
が
く
れ
ぬ
る

（
千
載
集
・
羈
旅
・
五
一
三
・
待
賢
門
院
堀
川
・「（
百
首
歌
め
し
け

る
時
、
旅
の
歌
と
て
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る
）」）

・
宮
こ
を
ば
心
を
そ
ら
に
い
で
ぬ
と
も
月
み
ん
た
び
に
思
を
こ
せ
よ

（
新
古
今
集
・
離
別
歌
・
八
九
三
・
読
人
し
ら
ず
・「
筑
紫
に
ま
か
り

け
る
女
に
、
月
い
だ
し
た
る
扇
を
つ
か
は
す
と
て
」）

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

（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
四
一
四
・
兵
部
卿
致
平
親
王
・「
女
の
ほ
か

へ
ま
か
る
を
聞
き
て
」）

右
の
歌
に
は
、「
心
」
と
「
そ
ら
な
り
」
の
組
み
合
わ
せ
方
は
異
な
る
も

の
の
、
す
べ
て
「
心
」「
空
な
る
」
状
態
を
表
現
し
て
い
る
。

「
秋
風
の
…
」
詠
は
、
秋
の
悲
し
み
に
よ
っ
て
心
が
「
う
つ
ろ
に
」（
新

大
系
）
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、「
あ
ら
た
ま
の
…
」
詠
は
、
孤
児
と
な
っ
て

孤
独
と
不
安
で
「
心
も
ぼ
ん
や
り
」（
新
大
系
）
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
。「
い
つ
と
な
く
…
」
詠
は
、
恋
の
た
め
に
い
つ
も
上
の
空
の
状
態

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
春
ご
と
に
…
」
詠
は
、遠
く
に
咲
く
桜
を
見
て
、「
心

こ
こ
に
あ
ら
ず
の
状
態
」（
新
大
系
）
を
表
現
し
て
い
る
。「
道
す
が
ら
…
」

詠
は
、
都
を
旅
立
つ
人
の
悲
し
く
て
「
心
も
う
わ
の
空
」（
新
大
系
）
の
心

境
を
、「
宮
こ
を
ば
…
」
詠
は
、「
都
を
出
る
の
が
悲
し
く
て
不
安
で
落
ち
着

か
な
い
さ
ま
」（
新
大
系
）
を
、「
思
ひ
や
る
…
」
詠
は
、旅
に
出
る
女
を
思
っ

て
の
「
気
も
そ
ぞ
ろ
」（
新
大
系
）
な
気
持
ち
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、「
心
」
と
「
そ
ら
な
り
」
を
組
み
合
わ
せ
た
表
現
が
示
す

具
体
的
な
心
情
は
、「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
の
用
例
で
確
認
し
た
の
と

同
様
に
、
そ
の
和
歌
の
主
題
に
応
じ
て
多
様
で
あ
る
。

・
い
か
が
せ
ん
山
の
は
に
だ
に
と
ど
ま
ら
で
心
の
空
に
出
づ
る
月
を
ば

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
六
九
・
大
納
言
道
綱
母
・「
入
道
摂
政
物
語

な
ど
し
て
、
寝
待
の
月
の
出
づ
る
ほ
ど
に
、
と
ま
り
ぬ
べ
き
こ
と
な

ど
言
ひ
た
ら
ば
と
ま
ら
む
と
言
ひ
侍
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
」）

・
時
鳥
こ
こ
ろ
も
空
に
あ
く
が
れ
て
夜
が
れ
が
ち
な
る
み
山
辺
の
里

（
金
葉
集
・
夏
部
・
一
一
一
・
藤
原
顕
輔
朝
臣
・「
郭
公
を
よ
め
る
」）

・
さ
し
て
ゆ
く
山
の
は
も
み
な
か
き
曇
り
心
の
空
に
き
え
し
月
か
げ

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
六
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
返
し
」）

右
の
三
首
は
、「
心
」「
そ
ら
な
り
」
に
加
え
、「
出
づ
」「
あ
く
が
る
」「
消

ゆ
」
と
い
う
動
詞
を
伴
う
用
例
で
あ
る
。

「
い
か
が
せ
ん
…
」
詠
は
、
夫
が
他
の
女
の
も
と
に
「
心
も
上
の
空
に

な
っ
て
出
て
行
く
」（
新
大
系
）
こ
と
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
。「
心
が
上
の
空

だ
」
と
い
う
状
態
と
、家
を
出
て
行
く
こ
と
と
を
複
合
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
。

「
時
鳥
…
」
詠
は
、
訪
れ
て
こ
な
い
郭
公
の
心
を
「
こ
こ
ろ
も
空
に
あ
く
が
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れ
て
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
分
別
を
失
い
、
う
わ
の
空
に
な
る
意
と
、
空

に
心
が
惹
か
れ
る
意
を
懸
け
」（
新
大
系
）
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
、

ふ
わ
ふ
わ
出
て
行
く
夫
の
心
、
空
に
ば
か
り
い
て
訪
ね
て
来
な
い
郭
公
の
心

を
そ
の
行
動
と
と
も
に
表
現
し
て
い
る
点
で
、
共
通
点
が
あ
る
。

「
さ
し
て
ゆ
く
…
」
詠
は
、
女
の
家
を
目
指
し
て
い
た
が
、
恋
し
さ
の
あ

ま
り
「
心
が
上
の
空
に
消
え
」（
新
大
系
）
た
思
い
を
詠
じ
て
い
る
。

四

次
に
、「
心
」
と
い
う
語
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、「
そ
ら
な
り
」
に
よ
っ

て
心
情
を
表
現
し
て
い
る
例
を
概
観
す
る
。

・
朝
な
朝
な
立
つ
河
霧
の
空
に
の
み
う
き
て
思
ひ
の
あ
る
世
な
り
け
り

（
古
今
集
・
恋
一
・
五
一
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

・
五
月
山
こ
ず
ゑ
を
高
み
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
ね
そ
ら
な
る
恋
も
す
る
哉

（
古
今
集
・
恋
二
・
五
七
九
・
貫
之
・「
題
し
ら
ず
」）

・
人
を
見
て
思
ふ
思
ひ
も
あ
る
物
を
空
に
恋
ふ
る
ぞ
は
か
な
か
り
け
る

（
後
撰
集
・
恋
二
・
六
〇
一
・
藤
原
忠
房
朝
臣
・「
女
の
も
と
に
、
は

じ
め
て
つ
か
は
し
け
る
」）

・
我
が
恋
し
君
が
あ
た
り
を
離
れ
ね
ば
降
る
白
雪
も
空
に
消
ゆ
ら
ん

（
後
撰
集
・
恋
六
・
一
〇
七
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
心
ざ
し
侍
女
、

宮
仕
へ
し
侍
け
れ
ば
、
逢
ふ
こ
と
難
く
て
侍
け
る
に
、
雪
の
降
る
に
、

つ
か
は
し
け
る
」）

右
の
四
首
の
恋
歌
の
う
ち
、「
朝
な
朝
な
…
」「
五
月
山
…
」「
人
を
見
て

…
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
思
ひ
」「
恋
」「
恋
ふ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
て
、

恋
に
伴
う
上
の
空
の
状
態
を
表
現
し
て
い
る
。「
朝
な
朝
な
…
」
で
は
、
さ

ら
に
「
気
持
が
落
ち
着
か
な
い
、
不
安
定
で
あ
る
状
態
」（
日
本
国
語
大
辞

典
）
を
表
す
「
う
き
」（
浮
き
）
を
添
え
て
い
る
。

「
我
が
恋
し
…
」
詠
で
は
、「
空
に
」
に
つ
い
て
品
詞
の
認
定
が
揺
れ
て

い
る
。『
八
代
集
総
索
引
』
は
、「
そ
ら
」「
そ
ら
な
り
」
の
両
方
に
立
項
。

新
大
系
、『
後
撰
和
歌
集
全（
２
）釈』
は
、
形
容
動
詞
の
意
味
合
い
を
認
め
て
い

な
い
。
け
れ
ど
も
、
和
泉
古
典
叢（
３
）書が
「
五
句
に
自
分
も
消
え
入
る
思
い
で

あ
る
こ
と
を
添
え
る
」
と
注
記
す
る
よ
う
に
、「
白
雪
も
」
の
「
も
」
は
、

詠
者
の
「
心
が
空
に
消
え
る
」
思
い
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
前
提
と
し
て
暗
示
さ
れ
る
意
味
・
表
現
に
お
い
て
、「
空

に
」
は
形
容
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

・
初
雁
の
我
も
そ
ら
な
る
ほ
ど
な
れ
ば
君
も
物
う
き
旅
に
や
あ
る
ら
ん

（
後
撰
集
・
離
別

羈
旅
・
一
三
一
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「「
こ
の

た
び
の
出
で
立
ち
な
ん
物
う
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
言
ひ
け
れ
ば
」）

・
あ
ま
の
河
そ
ら
に
き
え
に
し
舟
出
に
は
わ
れ
ぞ
ま
さ
り
て
今
朝
は
か
な

し
き（

新
古
今
集
・
離
別
歌
・
八
七
三
・
加
賀
左
衛
門
・「
老
い
た
る
親
の
、

七
月
七
日
筑
紫
へ
下
り
け
る
に
、は
る
か
に
離
れ
ぬ
こ
と
を
思
ひ
て
、

八
日
あ
か
月
、
を
ひ
て
舟
に
乗
る
所
に
つ
か
は
し
け
る
」）

「
初
雁
の
…
」
詠
の
「
我
も
」
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
初
雁
に

対
し
て
自
分
も
」
の
意
で
、「
あ
の
空
を
飛
ん
で
い
る
初
雁
と
同
様
に
、
私
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も
空
中
に
い
る
よ
う
な
心
も
と
な
い
状
態
に
あ
り
ま
す
…
」（
新
大
系
）
の

意
を
表
し
て
い
る
。

「
あ
ま
の
河
…
」
詠
の
「
そ
ら
に
き
え
」
は
、『
新
古
今
集
』
の
諸
注
釈

で
は
「
空
に
聞
こ
え
」
と
い
う
本
文
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
新
大
系
は

「
そ
ら
に
き
え
」
で
あ
る
が
、「
牽
牛
の
姿
が
天
の
川
の
空
に
消
え
て
し
ま
っ

た
舟
出
の
」
と
い
う
よ
う
に
、「
そ
ら
に
」
を
形
容
動
詞
と
認
定
し
て
は
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
そ
ら
に
き
え
」
は
、
下
の
句

の
「
わ
れ
ぞ
ま
さ
り
て
今
朝
は
か
な
し
き
」
と
縁
語
の
関
係
に
あ
っ
て
、
牽

牛
が
去
っ
て
い
く
こ
と
に
詠
者
の
心
を
重
ね
て
、「
心
が
空
に
き
え
る
」
こ

と
を
響
か
せ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
暗
示
さ
れ
る

内
容
・
表
現
に
お
い
て
、「
空
に
」
は
形
容
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。

・
天
つ
星
道
も
宿
も
有
な
が
ら
空
に
浮
き
て
も
お
も
ほ
ゆ
る
哉

（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
七
九
・
贈
太
政
大
臣
・「
流
さ
れ
侍
け
る
道
に

て
詠
み
侍
け
る
」）

・
か
き
く
も
れ
し
ぐ
る
と
な
ら
ば
神
無
月
け
し
き
そ
ら
な
る
人
や
と
ま
る

と（
後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
三
八
・
馬
内
侍
・「
十
月
許
に
ま
う
で
き
た

り
け
る
人
の
、し
ぐ
れ
の
し
侍
り
け
れ
ば
、た
た
ず
み
侍
り
け
る
に
」）

・
恋
ひ
つ
つ
や
妹
が
う
つ
ら
ん
か
ら
ご
ろ
も
き
ぬ
た
の
音
の
そ
ら
に
な
る

ま
で（

千
載
集
・
秋
下
・
三
三
九
・
大
納
言
公
実
・「
堀
川
院
御
時
、
百
首

歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
擣
衣
の
心
を
よ
み
侍
け
る
」）

・
神
無
月
し
ぐ
る
る
こ
ろ
も
い
か
な
れ
や
そ
ら
に
す
ぎ
に
し
秋
の
宮
人

（
新
古
今
集
・
哀
傷
歌
・
八
〇
四
・
相
模
・「
枇
杷
皇
太
后
宮
か
く
れ

て
の
ち
、
十
月
許
、
か
の
家
の
人
々
の
中
に
、
た
れ
と
も
な
く
て
さ

し
を
か
せ
け
る
」）

「
天
つ
空
…
」
詠
は
、
流
罪
の
道
中
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
歌
で
、「
空
に

浮
き
て
」
は
不
安
定
で
上
の
空
の
心
境
を
詠
ん
で
い
る
。「
か
き
く
も
れ
…
」

詠
は
、「
帰
ろ
う
と
す
る
恋
人
を
遠
ま
わ
し
な
言
い
方
で
引
き
留
め
る
女
の

歌
」（
新
大
系
）
で
、「
け
し
き
そ
ら
な
る
」
は
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
男
の
、

上
の
空
な
思
い
を
意
味
し
て
い
る
。「
恋
ひ
つ
つ
や
…
」
詠
は
、
衣
を
打
つ

女
の
心
境
を
「
心
が
虚
し
く
う
わ
の
空
」（
新
大
系
）
な
も
の
と
推
測
し
た

作
。「
神
無
月
…
」
詠
は
、
宮
の
死
の
「
悲
し
み
で
心
も
う
わ
の
空
に
な
っ

て
」
い
る
心
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
、「
そ
ら
に
」
自
体
は
「
上
の
空
」

と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
が
、そ
の
具
体
的
な
心
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

五

次
に
、
副
詞
的
用
法
と
し
て
、「
空
に
知
る
」
の
用
例
十
二
首
、
な
ら
び

に
「
空
に
見
ゆ
」
の
用
例
二
首
を
概
観
す
る
。

こ
の
用
法
は
、「
こ
れ
と
い
っ
た
根
拠
の
な
い
さ
ま
。
は
っ
き
り
し
た
理

由
の
な
い
さ
ま
。何
と
な
し
に
そ
う
思
う
さ
ま
。」（
角
川
古
語
大
辞
典
）、「
特

に
、「
知
る
」
な
ど
を
修
飾
し
て
、
と
り
た
て
て
意
図
し
た
り
教
え
ら
れ
た

り
せ
ず
、
自
然
に
推
量
し
て
知
る
こ
と
を
い
う
。」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と

辞
書
に
記
述
さ
れ
る
用
法
で
あ
る
。

・
君
を
思
ふ
心
長
さ
は
秋
の
夜
に
い
づ
れ
ま
さ
る
と
そ
ら
に
知
ら
な
ん
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（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
四
二
・
源
是
茂
朝
臣
・「
返
し
」）

・
怨
む
と
も
恋
ふ
と
も
い
か
が
雲
井
よ
り
遥
け
き
人
を
そ
ら
に
知
る
べ
き

（
後
撰
集
・
恋
六
・
九
九
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
返
し
」）

右
の
二
首
は
、
と
も
に
恋
歌
で
、「
そ
ら
に
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
何
も
な
く

て
も
」「
あ
て
推
量
で
」（
と
も
に
新
大
系
）
の
意
を
表
し
て
い
る
。

離
れ
て
い
る
相
手
の
思
い
は
、
直
接
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、「
そ
ら
に
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
そ
ら
に
…

知
る
」
と
い
う
表
現
は
、「
不
確
か
に
知
る
・
い
い
加
減
に
知
る
」
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。

・
霞
さ
へ
た
な
び
く
野
辺
の
松
な
れ
ば
空
に
ぞ
君
が
千
代
は
知
ら
る
る

（
後
拾
遺
集
・
賀
・
四
二
八
・
源
兼
澄
・「
東
三
条
院
卌
賀
し
侍
り
け

る
に
、
屏
風
に
子
日
し
て
男
女
、
車
よ
り
お
り
て
小
松
引
く
所
を
よ

め
る
」）

・
く
も
り
な
き
鏡
の
山
の
月
を
み
て
あ
き
ら
け
き
代
を
そ
ら
に
し
る
哉

（
新
古
今
集
・
賀
歌
・
七
五
一
・
宮
内
卿
永
範
・「
久
寿
二
年
大
嘗
会

悠
紀
屏
風
に
、
近
江
国
鏡
山
を
よ
め
る
」）

・
白
雲
に
ま
が
ふ
桜
の
こ
ず
ゑ
に
て
千
年
の
春
を
そ
ら
に
し
る
か
な

（
金
葉
集
・
春
・
四
〇
・
待
賢
門
院
中
納
言
・「
新
院
御
方
に
て
花
契

遐
年
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る
」）

・
さ
き
に
ほ
ふ
花
の
け
し
き
を
見
る
か
ら
に
神
の
心
ぞ
そ
ら
に
し
ら
る
る

（
新
古
今
集
・
神
祇
歌
・
一
九
〇
六
・
白
河
院
御
歌
・「
熊
野
へ
詣
で

給
ひ
け
る
時
、
道
に
花
の
盛
り
な
り
け
る
を
御
覧
じ
て
」）

右
の
四
首
は
、
穏
や
か
で
美
し
い
情
景
か
ら
「
君
が
千
代
」「
あ
き
ら
け

き
代
」「
千
年
の
春
」「
神
の
心
」
が
「
そ
ら
に
知
ら
れ
る
」
と
い
う
、
共
通

の
発
想
の
も
と
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
知
る
」
と
は
、
い
い
加
減
に

知
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
真
実
を
そ
の
通
り
に
知
る
と
い
う
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
そ
ら
に
」
は
特
定
の
根
拠
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

だ
け
で
、「
知
る
」
は
あ
く
ま
で
も
確
か
な
認
識
を
意
味
し
て
い（
４
）る。

・
我
が
祈
る
事
は
一
つ
ぞ
天
河
空
に
し
り
て
も
違
へ
ざ
ら
な
む

（
拾
遺
集
・
秋
・
一
五
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

・
た
な
ば
た
は
空
に
知
る
ら
ん
さ
さ
が
に
の
い
と
か
く
許
祭
る
心
を

（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
〇
八
二
・
源
順
・「
屏
風
に
、
七
月
七
日
」）

こ
の
二
首
は
、
七
夕
に
祈
願
す
る
心
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う

に
、「
空
に
知
る
」
に
つ
い
て
異
な
る
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

〇
「
我
が
祈
る
…
」
詠
に
つ
い
て

＊
空
に

天
空
に
と
上
の
空
に
と
両
意
を
掛
け
る
。

（
新
大
系
）

＊
空
に
し
り
て
も

「
天
上
で
知
っ
て
」
と
、「
う
わ
の
そ
ら
で
聞
い

て
」
の
意
を
か
け
る
。

（
和
泉
古
典
叢
書
）

〇
「
た
な
ば
た
は
…
」
詠
に
つ
い
て

＊
空
に
知
る

暗
に
理
解
す
る
。

（
新
大
系
）

＊
空
に
し
る
ら
ん

天
空
に
あ
っ
て
、（
見
な
く
て
も
、
地
上
の
人
の

心
を
）
判
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
和
泉
古
典
叢
書
）
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け
れ
ど
も
、「
我
が
祈
る
…
」
詠
の
「
空
に
し
り
て
も
」
の
「
も
」
は
、「
形

容
詞
の
連
用
形
・
副
詞
・
数
詞
・
接
続
助
詞
「
て
」
な
ど
を
受
け
、
ま
た
複

合
動
詞
の
中
間
に
介
入
し
て
詠
嘆
的
強
調
を
表
わ
す
。」（
日
本
国
語
大
辞

典
）
用
法
で
あ
り
、「
そ
ら
に
し
り
て
違
へ
ざ
ら
な
む
」（＝

自
ず
か
ら
知
っ

て
た
が
え
な
い
で
ほ
し
い
）
と
い
う
行
為
全
体
を
強
調
し
た
も
の
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
、
二
首
の
「
そ
ら
に
」
は
と
も
に
「
暗
に
・
自
ず
か

ら
」
の
意
を
表
し
て
お
り
、
前
者
の
「
空
に
」
か
ら
「
上
の
空
に
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
。

・
な
が
む
ら
む
明
石
の
浦
の
け
し
き
に
て
都
の
月
は
空
に
知
ら
な
ん

（
後
拾
遺
集
・
羈
旅
・
五
二
四
・
絵
式
部
・「
返
し
」）

・
白
河
の
流
れ
を
た
の
む
こ
こ
ろ
を
ば
誰
か
は
そ
ら
に
く
み
て
し
る
べ
き

（
詞
花
集
・
雑
下
・
三
七
七
・
大
納
言
成
通
・「
新
院
位
に
お
は
し
ま

し
し
時
、
上
の
を
の
こ
ど
も
を
召
し
て
、
述
懐
の
歌
よ
ま
せ
さ
せ
給

け
る
に
、
白
河
院
の
御
こ
と
を
忘
る
る
時
な
く
お
ぼ
え
侍
け
れ
ば
」）

・
さ
え
わ
た
る
夜
半
の
け
し
き
に
み
山
べ
の
雪
の
ふ
か
さ
を
そ
ら
に
知
る

か
な（

千
載
集
・
冬
歌
・
四
四
七
・
藤
原
季
通
朝
臣
・「（
百
首
歌
中
に
、

雪
の
歌
と
て
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る
）」）

・
山
里
の
柴
を
り
を
り
に
立
つ
煙
人
ま
れ
な
り
と
空
に
し
る
か
な

（
千
載
集
・
雑
歌
中
・
一
〇
九
二
・
二
条
太
皇
太
后
宮
肥
後
・「
堀
河

院
御
時
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
山
家
の
心
を
よ
め
る
」）

・
恨
み
け
る
け
し
き
や
空
に
見
え
つ
ら
ん
姨
捨
山
を
照
す
月
か
げ

（
千
載
集
・
釈
教
歌
・
一
二
四
四
・
藤
原
敦
仲
・「
勧
持
品
を
よ
め
る
」）

・
た
ち
い
ら
で
雲
ま
を
わ
け
し
月
か
げ
は
待
た
ぬ
け
し
き
や
そ
ら
に
見
え

け
ん

（
新
古
今
集
・
釈
教
歌
・
一
九
七
六
・
西
行
法
師
・「
返
し
」）

こ
れ
ら
の
「
空
に
知
る
」「
空
に
見
ゆ
」
も
、
こ
れ
ま
で
の
歌
と
同
様
に
、

直
接
確
か
め
よ
う
が
な
い
な
が
ら
も
、
推
し
量
っ
て
事
実
を
そ
れ
と
知
る
・

そ
れ
と
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

最
後
に
、
連
用
形
「
そ
ら
に
」
の
用
例
三
首
を
検
討
し
た
い
。

・
知
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
寝
し
も
の
を
塵
な
ら
ぬ
名
の
そ
ら
に
立
つ

ら
ん

（
古
今
集
・
恋
三
・
六
七
六
・
伊
勢
・「
題
し
ら
ず
」）

・
ま
こ
と
に
や
そ
ら
に
な
き
名
の
ふ
り
ぬ
ら
ん
天
照
る
神
の
く
も
り
な
き

世
に（

後
拾
遺
集
・
雑
二
・
九
三
〇
・
相
模
・「
大
弐
資
通
む
つ
ま
し
き
さ

ま
に
な
む
い
ふ
と
聞
き
て
つ
か
は
し
け
る
」）

こ
の
二
首
で
は
、「
名
が
…
空
に
立
つ
」
と
い
う
形
で
、
事
実
無
根
の
噂

が
広
ま
る
こ
と
を
表
現
し
て
お
り
、「
空
に
」
は
「
根
拠
が
不
確
実
で
あ
る

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
の
意
を
表
し
て
い
る
。

さ
夜
ふ
け
て
風
や
ふ
く
ら
ん
花
の
香
の
に
ほ
ふ
心
地
の
空
に
す
る
か
な

（
千
載
集
・
春
上
・
二
三
・
藤
原
道
信
朝
臣
・「
題
不
知
」）

こ
の
歌
の
「
空
に
」
は
、「
な
ん
と
な
く
」（
新
大
系
）
の
意
を
表
し
て
い

る
。
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お
わ
り
に

以
上
、
八
代
集
か
ら
形
容
動
詞
「
そ
ら
な
り
」
を
用
い
た
歌
を
抽
出
し
、

様
々
な
場
面
で
の
「
そ
ら
」
の
意
味
用
法
を
考
察
し
た
。

人
の
心
の
状
態
を
表
す
用
法
で
は
、「
心
」
が
「
そ
ら
に
な
る
」
と
い
う

形
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
て
、「
上
の
空
に
な
る
」「
う
つ
ろ
に
な
る
」
と
い

う
意
味
を
表
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
心
情
と
し
て
は
、
恋
し
さ
、
切
な
さ
、

不
安
、
つ
ら
さ
、
悲
し
み
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
の
結
果
と
し
て
の
「
上

の
空
」「
う
つ
ろ
」
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
そ
の
傾
向
は
、「
心
」

と
「
そ
ら
な
り
」
を
組
み
合
わ
せ
た
多
様
な
用
例
、
ま
た
「
心
」
を
用
い
な

い
「
そ
ら
な
り
」
の
用
例
に
も
当
て
は
ま
る
。

連
用
形
「
そ
ら
に
」
の
副
詞
的
用
法
と
し
て
は
、「
そ
ら
に
知
る
」「
そ
ら

に
見
ゆ
」
の
用
例
を
中
心
に
検
討
し
た
。こ
の
場
合
「
そ
ら
に
」
は
「
暗
に
」

「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
意
味
を
表
す
が
、
そ
の
「
根
拠
が
な
い
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
別
に
、
そ
れ
が
か
か
る
「
知
る
」「
見
ゆ
」
に
は
不
確
か

と
い
う
意
味
合
い
は
な
く
、
真
実
を
確
か
に
知
る
、
真
実
が
確
か
に
見
え
る
、

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

注

（
１
）
八
代
集
か
ら
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
に
よ
り
、
適

宜
表
記
を
改
め
た
。
文
中
で
同
叢
書
に
言
及
す
る
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

集
名
を
省
き
、「
新
大
系
」
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。

（
２
）
木
船
重
昭
『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』（
一
九
八
八
年
、
笠
間
書
院
）。

（
３
）
工
藤
重
矩
『
後
撰
和
歌
集
』（
一
九
九
二
年
、
和
泉
書
院
）。

（
４
）
「
霞
さ
へ
…
」
詠
に
つ
い
て
、
新
大
系
・『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
』（
犬

養
廉
・
平
野
由
紀
子
・
い
さ
ら
会
著
、
一
九
九
六
年
、
笠
間
書
院
）
は
、

「
空
に
」
を
名
詞
＋
格
助
詞
と
し
て
解
す
る
が
、
発
想
を
共
有
す
る
他
の

三
首
と
同
様
、
形
容
動
詞
と
し
て
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。『
後
拾
遺

和
歌
集
全
釈
』（
藤
本
一
惠
著
、
一
九
九
三
年
、
風
間
書
房
）、
和
泉
古
典

叢
書
（
川
村
晃
生
著
、
一
九
九
一
年
、
和
泉
書
院
）
は
、
形
容
動
詞
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
。

（
し
え

じ
ん

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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