
八
代
集
の
「
あ
は
れ
な
り
」
に
つ
い
て

―
―
形
容
動
詞
と
和
歌
（
１
）

謝

静

は
じ
め
に

古
典
和
歌
で
は
、
形
容
動
詞
を
使
用
す
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
平
安
時
代
の
和
歌
を
中
心
と
し
て
、
す
で
に
複
数
の
指
摘
が
あ

る
。山

口
仲
美
氏
は
、
平
安
時
代
の
散
文
作
品
と
歌
集
（
万
葉
集
・
古
今
集
・

後
撰
集
）
に
含
ま
れ
た
和
歌
に
お
け
る
形
容
動
詞
の
使
用
（
形
容
動
詞
の
異

な
り
語
数
に
お
け
る
比
率
）
に
つ
い
て
比
較
さ
れ
、
さ
ら
に
新
古
今
集
の
和

歌
も
対
象
に
加
え
て
、

こ
う
し
て
、
歌
集
、
つ
ま
り
韻
文
学
は
、
奈
良
時
代
の
み
な
ら
ず
平
安

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
と
、
一
貫
し
て
、
散
文
学
よ
り
も
、
形
容
動
詞
の

比
率
が
低
か
っ
た
と
い
う
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ（
１
）る。
ま
た
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

歌
の
世
界
は
、
随
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
を
重
ん
じ
る

世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
も
考
え
や
す
い
の
は
、
形
容
動
詞
の
未
発

達
な
奈
良
時
代
に
成
立
し
た
万
葉
集
の
傾
向
を
、
古
今
集
以
後
の
歌
集

も
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
た
め
だ
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

漆
谷
広
樹
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
「
〜
ゲ
型
形
容
動
詞
」
に
つ
い
て
研
究
さ
れ

た
論
考
の
中
で
、「
中
古
初
期
で
も
目
立
っ
て
「
〜
ゲ
型
形
容
動
詞
」
の
少

な
い
の
は
『
古
今
集
』
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
、
古
今
集
に
見
え
る
「
〜

ゲ
型
形
容
動
詞
」
の
用
例
が
、

を
り
と
ら
ば
を
し
げ
に
も
あ
る
か
桜
花
い
ざ
や
ど
か
り
て
ち
る
ま
で
は

見
む
（
古
今
集
・
春
上
・
六
五
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「（
題
し
ら
ず
）」）

の
一
首
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ（
２
）た。
さ
ら
に
古
今
集
に
お
け
る
形
容
動

詞
全
体
を
含
め
た
使
用
の
少
な
さ
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
氏
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

『
古
今
集
』
で
は
接
辞
を
伴
い
「
形
容
動
詞
」
化
し
て
い
る
語
も
「
形

容
動
詞
」
全
体
の
数
も
少
な
い
。
こ
れ
は
和
歌
の
性
格
を
考
え
れ
ば
い

わ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
和
歌
で
は
好
ん
で
古

い
語
を
使
う
傾
向
が
あ
り
、
中
古
に
入
っ
て
発
達
を
と
げ
る
比
較
的
新

し
い
語
で
あ
る
「
形
容
動
詞
」
は
和
歌
に
と
っ
て
好
ま
し
い
語
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に
『
古
典
対
照
語
い
表
』
に
よ
る
と
『
後
撰
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集
』
に
お
い
て
も
「
形
容
動
詞
」
の
語
は
少
な
く
、
異
な
り
語
数
で
４０

語
、そ
の
う
ち
「
〜
ゲ
型
形
容
動
詞
」
は
（
中
略
）
３
語
の
み
で
あ
る
。

両
氏
の
研
究
で
は
、
平
安
時
代
の
歌
集
と
し
て
古
今
集
・
後
撰
集
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
山
口
氏
は
、
新
古
今
集
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ

れ
た
、和
歌
に
お
い
て
形
容
動
詞
が
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

調
査
対
象
を
八
代
集
に
広
げ
た
場
合
に
も
、
基
本
的
に
同
様
の
傾
向
が
確
認

で
き
る
。

そ
の
一
方
で
、
個
別
の
語
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
数
の
用

例
が
あ
る
形
容
動
詞
も
見
出
さ
れ
る
。
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
）
に
よ
っ
て
、「
〜
な
り
」

と
い
う
形
で
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
調
べ
る
と
、
用
例
数
が
二
十

よ
り
多
い
形
容
動
詞
と
し
て
、
次
の
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
疑
問
を
意
味
す

る
「
い
か
な
り
」「
な
に
な
り
」
を
除
く
。）

そ
ら
な
り

５１

は
る
か
な
り

４１

あ
は
れ
な
り

４０

あ
だ
な
り

３９

つ
ね
な
り

２９

と
き
は
な
り

２２

こ
と
な
り

２１

さ
ら
に
十
以
上
の
用
例
が
見
つ
か
る
形
容
動
詞
は
左
記
の
よ
う
で
あ
る
。

か
ず
な
り

１６

さ
や
か
な
り

１５

た
だ
な
り

１２

は
つ
か
な
り

１２

ま
こ
と
な
り

１２

さ
か
り
な
り

１０

先
行
研
究
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
古
典
和
歌
に
形

容
動
詞
が
用
い
ら
れ
な
い
中
で
、
こ
れ
ら
の
語
の
用
例
が
、
ど
う
し
て
相
対

的
に
多
い
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
容
動
詞
に

つ
い
て
、
個
別
に
そ
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
調
査
、
確
認
し
て
み
る
こ
と
が

必
要
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
そ
の
手
始
め
と
し
て
、「
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞

を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

１

使
用
の
概
観

八
代（
３
）集の
そ
れ
ぞ
れ
の
勅
撰
集
に
お
い
て
「
あ
は
れ
な
り
」
は
ど
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。

次
に
示
す
の
は
、
歌
集
ご
と
の
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
た
歌
の
数
／

そ
の
歌
集
の
総
歌
数
、
そ
の
比
（
％
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

古
今
集

０

／

１
１
１
１

０
（
％
）

後
撰
集

２

／

１
４
２
５

０
・
１
（
％
）

拾
遺
集

３

／

１
３
６
０

０
・
２
（
％
）

後
拾
遺
集

７

／

１
２
２
９

０
・
６
（
％
）

金
葉
集

２

／

７
１
７

０
・
３
（
％
）

詞
花
集

３

／

４
２
０

０
・
７
（
％
）

千
載
集

１２

／

１
２
９
０

０
・
９
（
％
）

新
古
今
集

１１

／

２
０
０
５

０
・
６
（
％
）

全
体
と
し
て
使
用
数
が
少
な
い
の
で
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
三
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代
集
の
歌
に
は
「
あ
は
れ
な
り
」
は
と
て
も
少
な
く
、
そ
れ
に
比
べ
、
後
拾

遺
集
・
詞
花
集
・
千
載
集
・
新
古
今
集
の
和
歌
に
は
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
千
載
集
・
新
古
今
集
で
歌
数
そ
の
も
の
が

多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

次
に
、
部
立
ご
と
の
歌
の
数
を
整
理
し
て
み
る
と
、
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

春

０

夏

３

秋

３

冬

５

恋

８

雑

１４
（
う
ち
、
拾
遺
集
と
詞
花
集
に
一
首
重
複
）

雑
春

１

別

１

旅

３

哀
傷

１

物
名

１

右
の
う
ち
、
雑
春
の
一
首
と
物
名
の
一
首
は
、
ど
ち
ら
も
四
季
の
歌
に
近

い
詠
み
方
の
和
歌
で
あ
る
の
で
、
四
季
歌
と
し
て
数
え
、「
別
」「
旅
」「
哀

傷
」
を
「
そ
の
他
」
と
し
て
雑
歌
と
合
わ
せ
て
数
え
る
と
、

四
季
の
歌

１３

恋
の
歌

８

雑
そ
の
他
の
歌

１９
（
一
首
重
複
、
以
下
十
八
首
と
し
て
扱
う
）

と
な
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
ま
と
め
て
四
季
の
歌
と
人
事
の
歌
に
分
け
る
と
、

前
者
は
十
三
首
、
後
者
は
二
十
六
首
と
な
っ
て
、
四
季
の
歌
よ
り
も
人
事
の

歌
の
ほ
う
に
、「
あ
は
れ
な
り
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
は
、
形
容
動
詞
「
あ
は
れ
な
り
」
の
語

義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

〘
名
〙（
形
動
）
と
し
て
。

心
の
底
か
ら
の
し
み
じ
み
と
し
た
感
動
や
感
情
、
ま
た
、
そ
う
い
う
感
情
を

起
こ
さ
せ
る
状
況
を
い
う
。
親
愛
、
情
趣
、
感
激
、
哀
憐
、
悲
哀
な
ど
の
詠

嘆
的
感
情
を
広
く
表
わ
す
が
、
近
世
以
降
は
主
と
し
て
哀
憐
、
悲
哀
の
意
に

用
い
ら
れ
る
。

（
１
）心
に
愛
着
を
感
じ
る
さ
ま
。
い
と
し
く
思
う
さ
ま
。
ま
た
、
親
愛
の

気
持
。

（
２
）し
み
じ
み
と
し
た
風
情
の
あ
る
さ
ま
。
情
趣
の
深
い
さ
ま
。
嘆
賞
す

べ
き
さ
ま
。

（
３
）し
み
じ
み
と
感
慨
深
い
さ
ま
。
感
無
量
の
さ
ま
。

（
４
）気
の
毒
な
さ
ま
。
同
情
す
べ
き
さ
ま
。
哀
憐
。
ま
た
、
思
い
や
り
の

あ
る
さ
ま
。
思
い
や
り
の
心
。

（
５
）も
の
悲
し
い
さ
ま
。
さ
び
し
い
さ
ま
。
ま
た
、
悲
し
い
気
持
。
悲
哀
。

（
６
）は
か
な
く
無
常
な
さ
ま
。
無
常
の
こ
と
わ
り
。

（
７
）（
神
仏
な
ど
の
）
貴
い
さ
ま
。
あ
り
が
た
い
さ
ま
。

（
８
）殊
勝
な
さ
ま
。
感
心
な
さ
ま
。→

あ
っ
ぱ
れ
。

右
の
よ
う
な
語
義
の
中
に
は
、（
２
）（
５
）
の
よ
う
に
四
季
の
景
物
（
特

に
秋
・
冬
）
に
当
て
は
ま
る
も
の
も
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
人
事
の
歌
に

当
て
は
ま
る
も
の
の
ほ
う
が
多
い
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
概
観
を
踏
ま
え
、「
あ
は
れ
な
り
」
が
和
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
先
に
示
し
た
数
の
多
い

順
か
ら
、
ま
ず
、
雑
歌
そ
の
他
（
離
別
・
羇
旅
・
哀
傷
）
に
分
類
さ
れ
た
歌

を
概
観
し
、
次
に
、
同
じ
人
事
の
歌
で
あ
る
恋
歌
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
四
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季
の
歌
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

２

雑
歌
そ
の
他
に
お
け
る
「
あ
は
れ
な
り
」

雑
歌
そ
の
他
の
歌
で
使
わ
れ
た
「
あ
は
れ
な
り
」
の
意
味
は
、『
日
本
国

語
大
辞
典

第
二
版
』
に
示
さ
れ
た
語
義
の
う
ち
、（
２
）（
３
）（
５
）（
６
）

（
８
）
に
あ
た
る
。
そ
の
中
で
も
（
５
）
の
「
も
の
悲
し
い
さ
ま
。
さ
び
し

い
さ
ま
。
ま
た
、
悲
し
い
気
持
。
悲
哀
。」
と
、（
６
）
の
「
は
か
な
く
無
常

な
さ
ま
。
無
常
の
こ
と
わ
り
。」
の
用
例
が
多
い
の
で
、
そ
の
用
例
か
ら
概

観
す
る
。

◇
も
の
悲
し
い
さ
ま
。
さ
び
し
い
さ
ま
。
ま
た
、
悲
し
い
気
持
。
悲
哀
。

・
思
ひ
い
で
も
な
き
ふ
る
さ
と
の
山
な
れ
ど
か
く
れ
ゆ
く
は
た
あ
は
れ
な

り
け
り（

拾
遺
集
・
別
・
三
五
〇
・
ゆ
げ
の
よ
し
と
き
・「
帥
伊
周
つ
く
し

へ
ま
か
り
け
る
に
、
か
は
じ
り
は
な
れ
侍
り
け
る
に
よ
み
侍
り
け

る
」）

こ
の
歌
で
は
、
都
の
山
が
「
船
が
港
か
ら
離
れ
て
行
く
に
従
っ
て
、
遠
ざ

か
り
隠
れ
て
ゆ
く
」（
新
大（
４
）系）
の
を
見
て
、
山
（
都
）
と
の
別
れ
を
悲
し

む
気
持
ち
を
「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し
て
い
る
。

・
か
く
ば
か
り
あ
は
れ
な
ら
じ
を
し
ぐ
る
と
も
磯
の
松
が
ね
ま
く
ら
な
ら

ず
は（

千
載
集
・
羇
旅
・
五
二
〇
・
読
人
不
知
・「
海
辺
時
雨
と
い
へ
る

こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」）

・
あ
は
れ
な
る
野
じ
ま
が
さ
き
の
い
ほ
り
か
な
露
お
く
袖
に
浪
も
か
け
け

り
（
千
載
集
・
羈
旅
歌
・
五
三
一
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
・「（
家
に

百
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
時
、
た
び
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
）」

こ
の
二
首
は
と
も
に
旅
の
歌
で
あ
り
、「
磯
の
松
が
ね
」
を
枕
と
す
る
「
あ

わ
れ
に
心
細
い
思
い
」（
新
大
系
）
と
、「
野
じ
ま
が
さ
き
の
い
ほ
り
」
で
の

旅
泊
の
「
し
み
じ
み
と
も
の
悲
し
い
」（
同
）
様
子
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し

て
い
る
。

・
か
く
て
だ
に
な
ほ
あ
は
れ
な
る
お
く
山
に
君
こ
ぬ
よ
よ
を
お
も
ひ
し
ら

な
ん（

千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
六
二
・
道
命
法
師
・「
山
寺
に
こ
も
り
ゐ

て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
雨
ふ
り
て
心
ぼ
そ
か
り
け
る
に
、
人
の
ま
う

で
き
て
歌
な
ど
よ
み
侍
り
け
る
つ
い
で
に
よ
め
る
」）

こ
の
歌
で
は
、
山
寺
に
住
む
作
者
が
、
そ
の
奥
山
の
寂
し
さ
、
心
細
さ
を
、

「
あ
は
れ
な
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。

・
い
に
し
へ
に
ふ
り
ゆ
く
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
む
か
し
な
が
ら
の
は
し
を

み
る
に
も

（
後
拾
遺
集
・
雑
四
・
一
〇
七
四
・
伊
勢
大
輔
・「
上
東
門
院
住
吉

に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
か
へ
さ
に
人
人
う
た
よ
み
侍
け
る
に
」）

・
す
ぎ
き
け
る
月
日
の
ほ
ど
も
し
ら
れ
つ
つ
こ
の
み
を
見
る
も
あ
は
れ
な

る
か
な

（
金
葉
集
・
雑
上
・
五
六
三
・
上
東
門
院
・「
御
返
し
」）

こ
の
二
首
は
、
と
も
に
、
作
者
自
身
（
身
）
の
老
い
を
主
題
と
し
て
、
そ

れ
に
対
す
る
寂
し
さ
や
悲
し
み
を
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
て
表
現
し
て

い
る
。

・
わ
け
わ
び
て
い
と
ひ
し
庭
の
よ
も
ぎ
ふ
も
か
れ
ぬ
と
お
も
ふ
は
あ
は
れ
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な
り
け
り
（
千
載
集
・
雑
中
・
一
一
四
五
・
法
眼
兼
覚
・「
題
し
ら
ず
」）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
新
大
系
は
、「
踏
み
分
け
わ
ず
ら
っ
て
厭
っ
て
い
た

庭
の
雑
草
も
、
枯
れ
た
と
思
う
の
は
哀
れ
に
感
じ
る
も
の
だ
。」
と
解
釈
し

て
い
る
。
ど
ん
な
も
の
で
も
そ
れ
が
失
わ
れ
る
の
は
悲
し
い
と
い
う
こ
と
を

「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し
て
い
る
。

◇
は
か
な
く
無
常
な
さ
ま
。
無
常
の
こ
と
わ
り
。

・
さ
だ
め
な
き
よ
を
う
き
く
も
ぞ
あ
は
れ
な
る
た
の
み
し
君
が
け
ぶ
り
と

お
も
へ
ば

（
金
葉
集
・
雑
下
・
六
二
二
・
藤
原
資
信
・「
や
う
め
い
門
院
か
く

れ
お
は
し
ま
し
て
お
ほ
ん
わ
ざ
の
こ
と
も
は
て
て
又
の
日
、
く
も

の
た
な
び
け
る
を
み
て
よ
め
る
」）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
新
大
系
は
、「
無
常
な
世
を
憂
く
思
っ
て
眺
め
や
る

と
、
空
の
浮
雲
が
し
み
じ
み
と
哀
れ
を
さ
そ
う
こ
と
だ
。
頼
り
に
思
っ
て
い

た
方
の
火
葬
の
煙
と
思
う
と
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。
陽
明
門
院
の
死
を
嘆

く
歌
で
あ
る
と
と
も
に
、
世
の
無
常
を
「
あ
は
れ
な
る
」
と
感
じ
て
い
る
。

・
人
を
と
ふ
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
い
つ
か
わ
が
み
に
な
ら
む
と

す
ら
ん（

詞
花
集
・
雑
下
・
四
〇
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
人
の
四
十
九
日

の
誦
経
文
に
か
き
つ
け
け
る
」）

・
あ
は
れ
な
り
我
が
身
の
は
て
や
あ
さ
み
ど
り
つ
ひ
に
は
野
辺
の
霞
と
お

も
へ
ば
（
新
古
今
集
・
哀
傷
歌
・
七
五
八
・
小
野
小
町
・「
題
し
ら
ず
」）

「
人
を
と
ふ
…
」
の
歌
で
は
、「
他
人
を
弔
う
鐘
の
音
」（
新
大
系
）
を
聞

く
悲
し
み
と
と
も
に
、「
い
つ
そ
れ
が
我
身
の
こ
と
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
、
も
う
今
す
ぐ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
よ
う
に
、
世
の

無
常
を
思
う
気
持
ち
を
、「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、「
あ

は
れ
な
り
…
」
の
歌
で
も
、
作
者
は
、
他
人
の
葬
送
か
ら
、「
わ
が
身
の
最

後
も
、
荼
毘
の
煙
、
つ
い
に
は
春
の
野
辺
に
た
な
び
く
浅
緑
色
の
霞
と
な
っ

て
し
ま
う
の
か
と
」（
新
大
系
）
想
像
し
て
、
そ
の
よ
う
に
世
の
無
常
を
思

う
気
持
ち
を
、
や
は
り
「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し
て
い
る
。

・
あ
れ
わ
た
る
秋
の
庭
こ
そ
哀
な
れ
ま
し
て
消
え
な
ん
露
の
夕
ぐ
れ

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
六
一
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
・「
千
五

百
番
歌
合
に
」）

こ
こ
で
は
、
秋
の
庭
の
荒
れ
た
様
子
か
ら
、
自
分
が
世
を
去
る
時
の
庭
の

様
子
を
想
像
し
て
、
そ
の
無
常
へ
の
感
慨
を
「
あ
は
れ
な
り
」
に
よ
っ
て
表

し
て
い
る
。

・
あ
は
れ
な
り
昔
の
人
を
お
も
ふ
に
は
昨
日
の
野
辺
に
御
ゆ
き
せ
ま
し
や

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
三
八
・
一
条
左
大
臣
・「
円
融
院
、
く

ら
ゐ
さ
り
給
ひ
て
の
ち
、
ふ
な
岡
に
子
日
し
た
ま
ひ
け
る
に
、
ま

ゐ
り
て
、
朝
に
た
て
ま
つ
り
け
る
」）

こ
の
歌
を
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
新
古
今
和
歌
集
』
は
、「
千
代
を

祝
う
は
ず
の
子
の
日
に
、
昔
、
行
を
共
に
し
た
人
を
し
の
ぶ
御
幸
に
な
っ
た

こ
と
か
と
、
退
位
し
た
円
融
院
の
心
情
に
同
情
し
た
贈
歌
と
い
う
よ
う
に
解

さ
れ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。世
の
変
化
の
大
き
さ
に
無
常
を
感
じ
て
「
あ

は
れ
な
り
」
と
表
現
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
雑
そ
の
他
の
歌
十
八
首
の
う
ち
、
悲
し
さ
・
寂
し
さ
を

「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し
た
も
の
が
七
首
、
無
常
の
思
い
を
「
あ
は
れ
な

り
」
で
表
現
し
た
も
の
が
五
首
見
つ
け
ら
れ
た
。
後
者
は
前
者
に
含
ま
れ
る
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も
の
と
も
言
え
、
八
代
集
の
雑
そ
の
他
の
歌
の
「
あ
は
れ
な
り
」
が
、
主
と

し
て
悲
し
く
寂
し
い
思
い
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。以

下
、
残
り
六
首
の
歌
で
、「
あ
は
れ
な
り
」
が
ど
う
い
う
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
用
例
を
確
認
す
る
。

・
つ
ね
よ
り
も
け
ふ
の
か
す
み
ぞ
あ
は
れ
な
る
た
き
ぎ
つ
き
に
し
け
ぶ
り

と
お
も
へ
ば

（
後
拾
遺
集
・
雑
六
（
釈
教
）・
一
一
八
〇
・
前
律
師
慶
暹
・「（
山

階
寺
の
涅
槃
会
に
ま
う
で
て
よ
み
侍
け
る
）」）

・
暁
の
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
ぞ
あ
は
れ
な
る
な
が
き
ね
ぶ
り
を
お
も
ふ
枕
に

（
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
八
一
〇
・
式
子
内
親
王
・「
百
首
歌
に
」）

こ
の
二
首
で
は
、「
か
す
み
」「
暁
の
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
」
と
い
う
、
そ
れ
自

体
は
日
常
的
な
も
の
に
対
し
て
、「
た
き
ぎ
つ
き
に
し
け
ぶ
り
と
お
も
」
い
、

「
な
が
き
ね
ぶ
り
を
お
も
ふ
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「（
２
）
し
み
じ
み
と
感
慨

深
い
さ
ま
。
感
無
量
の
さ
ま
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
を
感
じ
、

そ
の
特
別
な
感
慨
を
「
あ
は
れ
な
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。

・
な
ほ
ざ
り
の
そ
ら
だ
の
め
せ
で
あ
は
れ
に
も
ま
つ
に
か
な
ら
ず
い
づ
る

月
か
な（

後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
六
二
・
小
弁
・「
こ
む
と
い
ひ
つ
つ
こ
ざ

り
け
る
人
の
も
と
に
つ
き
の
あ
か
か
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
」）

こ
の
歌
は
、「
そ
ら
だ
の
め
」
す
る
男
と
、「
ま
つ
に
か
な
ら
ず
い
づ
る
月
」

を
対
比
し
、
後
者
に
つ
い
て
、「（
８
）
殊
勝
な
さ
ま
。
感
心
な
さ
ま
。」（
日

本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
を
感
じ
取
っ
て
「
あ
は
れ
に
」
と
表
現
し
て
い

る
。・

ひ
と
り
の
み
あ
は
れ
な
る
か
と
我
な
ら
ぬ
人
に
こ
よ
ひ
の
月
を
み
せ
ば

や

（
千
載
集
・
雑
上
・
九
八
六
・
和
泉
式
部
・「（
題
不
知
」）

・
夏
か
り
の
あ
し
の
か
り
ね
も
あ
は
れ
な
り
た
ま
え
の
月
の
明
が
た
の
空

（
新
古
今
集
・
羇
旅
・
九
三
二
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
・「
守
覚
法

親
王
家
に
、
五
十
首
歌
よ
ま
せ
侍
り
け
る
旅
歌
」）

・
を
り
に
あ
へ
ば
こ
れ
も
さ
す
が
に
あ
は
れ
な
り
小
田
の
か
は
づ
の
夕
暮

の
声（

新
古
今
集
・
雑
上
・
一
四
七
七
・
前
大
納
言
忠
良
・「
百
首
歌
た

て
ま
つ
り
し
時
」）

こ
の
三
首
に
用
い
ら
れ
た
「
あ
は
れ
な
り
」
は
、「
し
み
じ
み
と
し
た
風

情
の
あ
る
さ
ま
。
情
趣
の
深
い
さ
ま
。
嘆
賞
す
べ
き
さ
ま
。」（
日
本
国
語
大

辞
典

第
二
版
）
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
嘆

賞
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
人
で
眺
め
た
秋
の
月
、
夏
刈
り
の
蘆
を
敷
い
て
の

旅
寝
、
夕
暮
れ
に
田
で
鳴
く
蛙
の
声
で
あ
り
、
寂
し
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
る

こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。

３

恋
の
歌
の
「
あ
は
れ
な
り
」

八
代
集
の
恋
部
に
お
い
て
、「
あ
は
れ
な
り
」
は
八
首
の
歌
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。

そ
の
中
で
、「
あ
は
れ
な
り
」
が
、
恋
に
直
接
関
係
の
あ
る
思
い
を
表
現

し
て
い
る
も
の
は
、
次
の
二
首
で
あ
る
。

・
な
が
ら
へ
て
あ
ら
ぬ
ま
で
に
も
事
の
は
の
ふ
か
き
は
い
か
に
あ
は
れ
な

り
け
り（

後
撰
集
・
恋
一
・
六
〇
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
を
と
こ
に
つ
か

は
し
け
る
」）
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・
す
ぎ
て
ゆ
く
月
を
も
な
に
か
う
ら
む
べ
き
ま
つ
わ
が
身
こ
そ
あ
は
れ
な

り
け
れ（

後
拾
遺
集
・
恋
二
・
六
八
九
・
読
人
不
知
・「
大
弐
高
遠
も
の
い

ひ
は
べ
り
け
る
を
ん
な
の
い
へ
の
か
た
は
ら
に
ま
た
し
の
び
て
も

の
い
ふ
を
ん
な
の
い
へ
は
べ
り
け
り
、
か
ど
の
ま
へ
よ
り
し
の
び

て
わ
た
り
は
べ
り
け
る
を
い
か
で
か
き
き
け
ん
を
む
な
の
も
と
よ

り
つ
か
は
し
け
る
」）

「
な
が
ら
へ
て
…
」
詠
で
は
、
愛
情
深
い
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
時
の
し
み

じ
み
と
う
れ
し
い
気
持
ち
を
、「
す
ぎ
て
ゆ
く
…
」
詠
で
は
、
別
の
女
に
通

う
男
を
待
つ
み
じ
め
な
思
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
他
の
六
首
で
は
、
恋
の
苦
し
み
な
ど
に
限
定
さ
れ
な
い
、

も
っ
と
一
般
的
な
心
情
を
「
あ
は
れ
な
り
」
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。

・
わ
れ
ゆ
ゑ
の
涙
と
こ
れ
を
よ
そ
に
み
ば
あ
は
れ
な
る
べ
き
袖
の
う
へ
か

な
（
千
載
集
・
恋
二
・
七
五
七
・
藤
原
隆
信
朝
臣
・「（
題
し
ら
ず
）」）

・
あ
は
れ
に
も
た
れ
か
は
つ
ゆ
も
お
も
は
ま
し
き
え
の
こ
る
べ
き
わ
が
身

な
ら
ね
ば（

新
古
今
集
・
恋
三
・
一
二
二
六
・
久
我
内
大
臣
・「
返
し
」）

右
の
二
首
で
は
、「
あ
は
れ
な
り
」
は
と
も
に
、「（
４
）
気
の
毒
な
さ
ま
。

同
情
す
べ
き
さ
ま
。
哀
憐
。
ま
た
、
思
い
や
り
の
あ
る
さ
ま
。
思
い
や
り
の

心
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
に
当
た
る
気
持
ち
を
表
現
し
て
い

る
。「
わ
れ
ゆ
ゑ
の
…
」
詠
で
は
、
自
分
に
つ
れ
な
く
さ
れ
て
男
が
流
す
涙

を
見
て
、
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
気
持
ち
を
、「
あ
は
れ
に
も
…
」
詠
で
は
、

相
手
が
患
っ
て
死
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
、そ
れ
を
哀
れ
だ
と
思
う
気
持
ち
を
、

そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
。

・
人
は
こ
で
風
の
け
し
き
も
ふ
け
ぬ
る
に
あ
は
れ
に
か
り
の
お
と
づ
れ
て

ゆ
く

（
新
古
今
集
・
恋
三
・
一
二
〇
〇
・
西
行
法
師
・「
題
し
ら
ず
」）

右
の
歌
の
、「
か
り
の
お
と
づ
れ
て
」
は
、
新
大
系
が
「「
人
は
こ
で
」
の

対
。
音
を
立
て
る
意
と
訪
れ
る
意
と
を
兼
ね
る
。」
と
注
に
記
す
よ
う
に
、

男
が
訪
ね
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
訪
れ
る
雁
を
対
比
さ
せ
て
、
そ
の
雁

の
「
い
じ
ら
し
く
、
心
に
し
み
る
さ
ま
。」（
新
大
系
）
を
、「
あ
は
れ
に
」

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
あ
は
れ
な
り
」
は
、
先
に
見
た
、

・
な
ほ
ざ
り
の
そ
ら
だ
の
め
せ
で
あ
は
れ
に
も
ま
つ
に
か
な
ら
ず
い
づ
る

月
か
な

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
六
二
・
小
弁
）

と
い
う
雑
歌
と
同
様
に
、「（
８
）
殊
勝
な
さ
ま
。
感
心
な
さ
ま
。」（
日
本
国

語
大
辞
典

第
二
版
）
と
い
う
語
義
に
当
て
は
ま
る
。

・
と
し
ふ
れ
ど
あ
は
れ
に
た
え
ぬ
涙
か
な
恋
し
き
人
の
か
か
ら
ま
し
か
ば

（
千
載
集
・
恋
五
・
九
三
九
・
左
京
大
夫
顕
輔
・「（
百
首
歌
め
し

け
る
時
、
恋
歌
と
て
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る
）」）

こ
の
歌
の
「
あ
は
れ
に
」
は
、「
し
み
じ
み
と
悲
し
く
」（
新
大
系
）、「
逢

え
な
い
悲
し
さ
に
」（『
久
安
百
首
全
釈
』）
と
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
、
長
い
年
月
が
経
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
涙
が
「
た
え
ぬ
」

こ
と
に
、「（
８
）
殊
勝
な
さ
ま
。
感
心
な
さ
ま
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第

二
版
）
を
感
じ
て
そ
の
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ（
５
）る。

・
物
お
も
へ
ど
も
か
か
ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
あ
は
れ
な
り
け
る
身
の
ち

ぎ
り
か
な（

千
載
集
・
恋
五
・
九
二
八
・
円
位
法
師
・「（
題
し
ら
ず
）」）

・
あ
は
れ
な
り
う
た
た
ね
に
の
み
み
し
夢
の
な
が
き
お
も
ひ
に
む
す
ぼ
ほ

れ
な
ん
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（
新
古
今
集
・
恋
五
・
一
三
八
九
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
・「
千
五

百
番
歌
合
に
」）

こ
の
二
首
で
は
、
我
が
身
の
「
ち
ぎ
り
」
や
不
合
理
な
苦
し
み
に
対
す
る

嘆
き
が
、「
あ
は
れ
な
り
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
物
お
も
へ
ど
も

…
」
詠
で
は
、「
苦
し
い
恋
の
体
験
に
わ
が
身
の
因
果
を
嘆
く
」（
新
大
系
）

気
持
ち
を
表
現
し
、「
あ
は
れ
な
り
…
」
詠
で
は
、
女
と
の
逢
瀬
が
短
い
夢

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
こ
と
で
こ
れ
か
ら
と
て
も
長
く
苦
し
む

の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
不
合
理
さ
を
想
像
し
て
嘆
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
あ

は
れ
な
り
」
は
、「（
５
）
も
の
悲
し
い
さ
ま
。
さ
び
し
い
さ
ま
。
ま
た
、
悲

し
い
気
持
。
悲
哀
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
に
当
て
は
ま
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
恋
歌
に
お
い
て
、「
あ
は
れ
な
り
」
は
恋
に
直
接
結
び

つ
く
心
情
を
表
現
し
た
例
は
少
な
く
、
多
く
の
歌
で
も
っ
と
一
般
的
な
心
情

を
表
現
し
て
い
る
。
後
者
の
例
で
は
、
雑
歌
そ
の
他
の
歌
に
お
け
る
「
あ
は

れ
な
り
」
の
使
い
方
と
の
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
。

４

四
季
の
歌
の
「
あ
は
れ
な
り
」

八
代
集
の
四
季
の
部
に
お
い
て
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
含
む
歌
は
、
十
一

首
。
こ
れ
に
、
先
に
も
述
べ
た
、
四
季
歌
の
要
素
の
強
い
、
拾
遺
集
・
雑
春

の
一
首
と
、
同
じ
く
拾
遺
集
の
物
名
歌
を
一
首
加
え
て
、
概
観
す
る
こ
と
に

す
る
。

「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
た
四
季
の
歌
に
は
、
純
粋
に
自
然
に
つ
い
て
の

感
慨
を
表
現
し
た
用
例
は
少
な
く
、
人
事
の
要
素
を
含
ん
だ
歌
や
、
対
象
を

擬
人
化
し
た
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。

・
な
で
し
こ
は
い
づ
れ
と
も
な
く
に
ほ
へ
ど
も
お
く
れ
て
さ
く
は
あ
は
れ

な
り
け
り

（
後
撰
集
・
夏
・
二
〇
三
・
太
政
大
臣
・「
師
尹
朝
臣
の
ま
だ
わ
ら

は
に
て
侍
り
け
る
、と
こ
夏
の
花
を
を
り
て
も
ち
て
侍
り
け
れ
ば
、

こ
の
花
に
つ
け
て
内
侍
の
か
み
の
方
に
お
く
り
侍
り
け
る
」）

た
と
え
ば
、
右
の
歌
で
は
、
年
少
の
わ
が
子
を
遅
れ
て
咲
く
な
で
し
こ
に

な
ぞ
ら
え
て
、
そ
の
子
を
愛
す
る
気
持
ち
を
「
あ
は
れ
な
り
け
り
」
と
詠
ん

で
い
る
。
こ
の
「
あ
は
れ
な
り
」
は
、「（
１
）
心
に
愛
着
を
感
じ
る
さ
ま
。

い
と
し
く
思
う
さ
ま
。
ま
た
、
親
愛
の
気
持
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二

版
）
に
当
て
は
ま
る
。

・
し
ら
ぎ
く
の
う
つ
ろ
ひ
ゆ
く
ぞ
あ
は
れ
な
る
か
く
し
つ
つ
こ
そ
人
も
か

れ
し
か（

後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
五
五
・
良
暹
法
師
・「
い
も
う
と
に
は
べ

り
け
る
人
の
も
と
に
を
と
こ
こ
ず
な
り
に
け
れ
ば
九
月
ば
か
り
に

き
く
の
う
つ
ろ
ひ
て
侍
け
る
を
み
て
よ
め
る
」）

こ
の
歌
で
は
、
色
が
移
ろ
っ
た
白
菊
の
花
を
見
て
、
そ
れ
を
来
な
く
な
っ

た
男
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
そ
の
悲
し
み
を
「
あ
は
れ
な
る
」
と
表
現
し
て
い

る
。・

ふ
け
に
け
る
わ
が
よ
の
秋
ぞ
あ
は
れ
な
る
か
た
ぶ
く
月
は
又
も
い
で
な

ん

（
千
載
集
・
秋
上
・
二
九
七
・
藤
原
清
輔
朝
臣
・「
題
し
ら
ず
」）

・
い
そ
が
れ
ぬ
年
の
く
れ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
昔
は
よ
そ
に
き
き
し
春
か
は

（
新
古
今
集
・
冬
・
七
〇
一
・
入
道
左
大
臣
・「
百
首
歌
た
て
ま
つ

り
し
時
」）

・
お
い
の
な
み
こ
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
今
は
末
の
松
山

（
新
古
今
集
・
冬
・
七
〇
五
・
寂
蓮
法
師
・「（
土
御
門
内
大
臣
家

に
て
、
海
辺
歳
暮
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
）」）

― 103 ―



こ
の
三
首
で
は
、自
分
自
身
の
老
い
を
、「
ふ
け
に
け
る
わ
が
よ
の
秋
」「
い

そ
が
れ
ぬ
年
の
く
れ
」「
お
い
の
な
み
こ
え
け
る
身
」
と
表
現
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
感
慨
を
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。

以
上
の
四
首
に
使
わ
れ
た
「
あ
は
れ
な
り
」
は
、「（
５
）
も
の
悲
し
い
さ

ま
。
さ
び
し
い
さ
ま
。
ま
た
、
悲
し
い
気
持
。
悲
哀
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
に
当
て
は
ま
る
。

人
事
の
歌
（
述
懐
歌
・
恋
歌
）
の
要
素
を
含
む
、
以
上
の
よ
う
な
歌
以
外

に
も
、
四
季
の
景
物
な
ど
を
擬
人
化
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
感
慨
を
「
あ
は

れ
な
り
」
と
表
現
し
た
歌
も
目
立
つ
。

・
お
と
も
せ
で
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
ほ
た
る
こ
そ
な
く
む
し
よ
り
も
あ
は
れ

な
り
け
れ

（
後
拾
遺
集
・
夏
・
二
一
六
・
源
重
之
・「
ほ
た
る
を
よ
み
は
べ
り

け
る
」）

・
あ
は
れ
に
も
み
さ
を
に
も
ゆ
る
蛍
か
な
こ
ゑ
た
て
つ
べ
き
こ
の
世
と
お

も
ふ
に

（
千
載
集
・
夏
・
二
〇
二
・
源
俊
頼
朝
臣
・「
題
し
ら
ず
」）

・
あ
は
れ
に
も
た
え
ず
お
と
す
る
し
ぐ
れ
か
な
と
ふ
べ
き
人
も
と
は
ぬ
す

み
か
に（

後
拾
遺
集
・
冬
・
三
八
〇
・
藤
原
兼
房
朝
臣
・「
か
つ
ら
の
山
庄

に
て
し
ぐ
れ
の
い
た
う
ふ
り
侍
け
れ
ば
よ
め
る
」）

右
の
三
首
で
は
、
蛍
を
、「
お
と
も
せ
で
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
ほ
た
る
」「
み

さ
を
に
も
ゆ
る
蛍
」
と
擬
人
化
し
、
時
雨
を
、「
と
ふ
べ
き
人
も
と
は
ぬ
」

こ
と
と
の
対
比
で
、「
た
え
ず
お
と
す
る
し
ぐ
れ
」
と
表
現
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
擬
人
化
さ
れ
た
景
物
へ
の
同
情
や
共
感
を
詠
ん
で
い
る
。

・
年
ご
と
に
さ
き
は
か
は
れ
ど
梅
の
花
あ
は
れ
な
る
か
は
う
せ
ず
ぞ
あ
り

け
る

（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
一
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

右
の
歌
で
は
、
毎
年
よ
い
香
り
を
漂
わ
せ
る
「
梅
の
花
」
に
つ
い
て
、
先

の
「
あ
は
れ
に
も
た
え
ず
…
」
の
歌
の
「
た
え
ず
お
と
す
る
し
ぐ
れ
」
と
同

様
に
、
そ
の
「（
８
）
殊
勝
な
さ
ま
。
感
心
な
さ
ま
。」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）
を
賞
美
し
て
い
る
。

・
あ
し
ひ
き
の
山
の
こ
の
は
の
お
ち
く
ち
ば
い
ろ
の
を
し
き
ぞ
あ
は
れ
な

り
け
る（

拾
遺
集
・
物
名
・
四
一
七
・
輔
相
・「
く
ち
ば
い
ろ
の
を
し
き
」）

・
あ
は
れ
に
も
く
れ
ゆ
く
と
し
の
ひ
か
ず
か
な
か
へ
ら
む
こ
と
は
夜
の
ま

と
お
も
ふ
に

（
千
載
集
・
冬
・
四
七
一
・
相
模
・「
と
し
の
く
れ
の
心
を
よ
め
る
」）

こ
の
二
首
で
は
、
朽
ち
て
い
く
落
ち
葉
や
、
暮
れ
て
い
く
年
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
と
の
別
れ
を
悲
し
む
思
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し

て
い（
６
）る。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
た
四
季
歌
は
、

人
事
の
要
素
を
含
ん
だ
り
、
対
象
を
擬
人
化
し
た
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ

の
中
で
、
四
季
の
景
物
そ
の
も
の
へ
の
感
慨
を
「
あ
は
れ
な
り
」
と
表
現
し

た
の
は
、
次
の
二
首
だ
け
で
あ
る
。

・
あ
き
ふ
く
は
い
か
な
る
い
ろ
の
か
ぜ
な
れ
ば
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は
れ

な
る
ら
ん
（
詞
花
集
・
秋
・
一
〇
九
・
和
泉
式
部
・「（
題
知
ら
ず
）」）

・
こ
の
ご
ろ
の
を
し
の
う
き
ね
ぞ
あ
は
れ
な
る
う
は
げ
の
霜
よ
下
の
こ
ほ

り
よ（

千
載
集
・
冬
・
四
三
二
・
崇
徳
院
御
製
・「
百
首
歌
め
し
け
る
時
、

よ
ま
せ
給
う
け
る
」）

こ
の
二
首
の
場
合
、「
秋
風
」
は
身
に
し
み
る
ほ
ど
悲
し
い
も
の
と
し
て
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詠
ま
れ
、冬
の
「
鴛
の
浮
き
寝
」
は
と
て
も
寒
く
て
気
の
毒
な
も
の
と
し
て
、

詠
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
四
季
の
景
物
で
も
「
あ
は
れ
な
り
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の

は
あ
る
が
、
形
容
動
詞
「
あ
は
れ
な
り
」
が
表
す
感
情
と
し
て
辞
書
に
示
さ

れ
た
、「
心
の
底
か
ら
の
し
み
じ
み
と
し
た
感
動
や
感
情
」「
親
愛
、
情
趣
、

感
激
、
哀
憐
、
悲
哀
な
ど
の
詠
嘆
的
感
情
」（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
）

は
、
や
は
り
四
季
歌
の
景
物
そ
の
も
の
よ
り
も
、
人
事
の
歌
あ
る
い
は
人
事

の
要
素
を
含
む
四
季
の
歌
に
詠
ま
れ
る
事
柄
や
状
況
の
ほ
う
に
、
よ
り
な
じ

み
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

５

係
助
詞
「
は
」「
ぞ
」「
こ
そ
」
と
の
共
起

次
に
、八
代
集
の
和
歌
に
お
け
る
「
あ
は
れ
な
り
」
の
用
い
方
に
関
し
て
、

助
詞
と
の
共
起
で
目
立
つ
傾
向
に
二
つ
触
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
助
詞
「
は
」「
ぞ
」「
こ
そ
」
と
と
も
に
用
い
ら

れ
た
例
の
う
ち
、「
〜
は
（
ぞ
・
こ
そ
）
あ
は
れ
な
り
（
あ
は
れ
な
る
・
あ

は
れ
な
れ
）」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
の
例

は
、「
〜
は
あ
は
れ
な
り
」
が
三
首
、「
〜
ぞ
あ
は
れ
な
る
」
が
七
首
、「
〜

こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
が
七
首
の
、
合
計
十
七
首
が
見
出
さ
れ
る
。

・
な
で
し
こ
は
い
づ
れ
と
も
な
く
に
ほ
へ
ど
も
お
く
れ
て
さ
く
は
あ
は
れ

な
り
け
り

（
後
撰
集
・
夏
・
二
〇
三
・
太
政
大
臣
）

・
な
が
ら
へ
て
あ
ら
ぬ
ま
で
に
も
事
の
は
の
ふ
か
き
は
い
か
に
あ
は
れ
な

り
け
り

（
後
撰
集
・
恋
一
・
六
〇
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

・
わ
け
わ
び
て
い
と
ひ
し
庭
の
よ
も
ぎ
ふ
も
か
れ
ぬ
と
お
も
ふ
は
あ
は
れ

な
り
け
り

（
千
載
集
・
雑
中
・
一
一
四
五
・
法
眼
兼
覚
）

右
の
三
例
は
、「
〜
は
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
形
を
用
い
た
用
例
で
あ
る
。

係
助
詞
「
は
」
の
語
義
は
、「
あ
る
事
柄
を
特
に
取
り
立
て
て
教
示
す
る
意

を
表
す
。そ
こ
に
他
と
区
別
し
、他
の
事
柄
を
排
斥
す
る
気
持
ち
が
こ
も
る
。」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
古
語
大
辞
典
）。

こ
の
三
首
の
歌
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
遅
れ
て
咲
く
撫
子
の
花
（＝

遅
く
生

ま
れ
た
わ
が
子
）、愛
情
の
深
い
言
葉
、枯
れ
た
庭
の
蓬
が
、そ
れ
ぞ
れ
「
は
」

を
伴
っ
て
、
特
に
取
り
立
て
て
示
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
感
情
が
「
あ
は
れ

な
り
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
表
現
に
つ
い
て
は
、「
い
づ
れ
と
も
な
く
に
ほ
へ
ど
も
」
と
い

う
逆
接
、「
い
か
に
」
と
い
う
強
調
の
副
詞
、
繁
茂
し
て
「
わ
け
わ
び
て
い

と
ひ
し
」
状
態
だ
っ
た
こ
と
と
の
対
比
な
ど
を
伴
っ
て
、
対
象
を
取
り
立
て

る
機
能
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

・
あ
し
ひ
き
の
山
の
こ
の
は
の
お
ち
く
ち
ば
い
ろ
の
を
し
き
ぞ
あ
は
れ
な

り
け
る

（
拾
遺
集
・
物
名
・
四
一
七
・
輔
相
）

・
し
ら
ぎ
く
の
う
つ
ろ
ひ
ゆ
く
ぞ
あ
は
れ
な
る
か
く
し
つ
つ
こ
そ
人
も
か

れ
し
か

（
後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
五
五
・
良
暹
法
師
）

・
つ
ね
よ
り
も
け
ふ
の
か
す
み
ぞ
あ
は
れ
な
る
た
き
ぎ
つ
き
に
し
け
ぶ
り

と
お
も
へ
ば（

後
拾
遺
集
・
雑
六
（
釈
教
）・
一
一
八
〇
・
前
律
師
慶
暹
）

・
さ
だ
め
な
き
よ
を
う
き
く
も
ぞ
あ
は
れ
な
る
た
の
み
し
君
が
け
ぶ
り
と

お
も
へ
ば

（
金
葉
集
・
雑
下
・
六
二
二
・
藤
原
資
信
）

・
ふ
け
に
け
る
わ
が
よ
の
秋
ぞ
あ
は
れ
な
る
か
た
ぶ
く
月
は
又
も
い
で
な

ん

（
千
載
集
・
秋
上
・
二
九
七
・
藤
原
清
輔
朝
臣
）

・
こ
の
ご
ろ
の
を
し
の
う
き
ね
ぞ
あ
は
れ
な
る
う
は
げ
の
霜
よ
下
の
こ
ほ

り
よ

（
千
載
集
・
冬
・
四
三
二
・
崇
徳
院
御
製
）
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・
暁
の
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
ぞ
あ
は
れ
な
る
な
が
き
ね
ぶ
り
を
お
も
ふ
枕
に

（
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
八
一
〇
・
式
子
内
親
王
）

右
の
七
首
は
、「
〜
ぞ
あ
は
れ
な
る
」
の
用
例
で
あ
る
。
係
助
詞
「
ぞ
」

の
語
義
は
、「「
ぞ
」
の
付
い
た
語
や
句
を
特
に
取
り
立
て
て
強
調
す
る
意
を

表
す
。」（
古
語
大
辞
典
）
と
い
う
よ
う
に
、「
は
」
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
七
首
の
歌
で
も
、
特
定
の
対
象
、
状
態
な
ど
を
「
ぞ
」
で
取
り
立
て
、

そ
れ
に
対
す
る
感
慨
を
「
あ
は
れ
な
り
」
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

人
の
訪
れ
の
途
絶
え
と
の
重
ね
合
わ
せ
、「
つ
ね
よ
り
も
」
と
い
う
比
較
、「
か

た
ぶ
く
月
」
と
の
対
比
な
ど
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
取
り
立
て
て
「
あ
は
れ
な

り
」
と
感
じ
ら
れ
る
根
拠
と
し
て
、「
た
き
ぎ
つ
き
に
し
け
ぶ
り
と
お
も
へ

ば
」「
た
の
み
し
君
が
け
ぶ
り
と
お
も
へ
ば
」「
う
は
げ
の
霜
よ
下
の
こ
ほ
り

よ
」「
な
が
き
ね
ぶ
り
を
お
も
ふ
枕
に
」
と
い
っ
た
表
現
が
添
え
ら
れ
て
い

る
。・

お
と
も
せ
で
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
ほ
た
る
こ
そ
な
く
む
し
よ
り
も
あ
は
れ

な
り
け
れ

（
後
拾
遺
集
・
夏
・
二
一
六
・
源
重
之
）

・
す
ぎ
て
ゆ
く
月
を
も
な
に
か
う
ら
む
べ
き
ま
つ
わ
が
身
こ
そ
あ
は
れ
な

り
け
れ

（
後
拾
遺
集
・
恋
二
・
六
八
九
・
読
人
不
知
）

・
い
に
し
へ
に
ふ
り
ゆ
く
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
む
か
し
な
が
ら
の
は
し
を

み
る
に
も

（
後
拾
遺
集
・
雑
四
・
一
〇
七
四
・
伊
勢
大
輔
）

・
人
を
と
ふ
か
ね
の
こ
ゑ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
い
つ
か
わ
が
み
に
な
ら
む
と

す
ら
ん

（
詞
花
集
・
雑
下
・
四
〇
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

・
い
そ
が
れ
ぬ
年
の
く
れ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
昔
は
よ
そ
に
き
き
し
春
か
は

（
新
古
今
集
・
冬
・
七
〇
一
・
入
道
左
大
臣
）

・
お
い
の
な
み
こ
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
今
は
末
の
松
山

（
新
古
今
集
・
冬
・
七
〇
五
・
寂
蓮
法
師
）

・
あ
れ
わ
た
る
秋
の
庭
こ
そ
哀
な
れ
ま
し
て
消
え
な
ん
露
の
夕
ぐ
れ

（
新
古
今
集
・
雑
上
・
一
五
六
一
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

こ
の
七
首
は
、「
〜
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
の
用
例
で
あ
る
。「
こ
そ
」
は
、

「
そ
の
受
け
る
語
や
句
を
取
り
立
て
て
強
調
す
る
。」（
古
語
大
辞
典
）
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
〜
こ
そ
」
の
使
い
方
も
、
そ
の
取
り
立
て
て
強
調
す
る
点
に

お
い
て
、
基
本
的
に
「
〜
は
」「
〜
ぞ
」
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、「
な
く
む

し
よ
り
も
」
と
い
う
比
較
、「
む
か
し
な
が
ら
の
は
し
」「
昔
」
と
の
対
比
な

ど
を
伴
っ
て
い
る
点
で
も
、「
〜
は
」「
〜
ぞ
」
と
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、係
助
詞
と
の
共
起
が
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、和
歌
に
「
あ

は
れ
な
り
」
を
用
い
る
際
に
、
あ
る
事
柄
や
状
態
を
取
り
立
て
て
、
そ
れ
へ

の
特
別
な
感
慨
を
詠
も
う
と
す
る
歌
人
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ

る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
傾
向
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
撰
者
の
見
方
が
あ
っ
た

こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

６

終
助
詞
「
か
な
」
と
の
共
起

八
代
集
の
和
歌
に
お
い
て
「
あ
は
れ
な
り
」
と
の
共
起
が
み
ら
れ
る
言
葉

と
し
て
は
、
係
助
詞
と
と
も
に
、
終
助
詞
「
か
な
」
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

「
あ
は
れ
な
り
」
と
「
か
な
」
が
共
に
用
い
ら
れ
た
和
歌
は
、
次
の
九
首

で
あ
る
。

・
あ
は
れ
に
も
た
え
ず
お
と
す
る
し
ぐ
れ
か
な
と
ふ
べ
き
人
も
と
は
ぬ
す

み
か
に

（
後
拾
遺
集
・
冬
・
三
八
〇
・
藤
原
兼
房
朝
臣
）

・
な
ほ
ざ
り
の
そ
ら
だ
の
め
せ
で
あ
は
れ
に
も
ま
つ
に
か
な
ら
ず
い
づ
る
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月
か
な

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
六
二
・
小
弁
）

・
す
ぎ
き
け
る
月
日
の
ほ
ど
も
し
ら
れ
つ
つ
こ
の
み
を
見
る
も
あ
は
れ
な

る
か
な

（
金
葉
集
・
雑
上
・
五
六
三
・
上
東
門
院
）

・
あ
は
れ
に
も
み
さ
を
に
も
ゆ
る
蛍
か
な
こ
ゑ
た
て
つ
べ
き
こ
の
世
と
お

も
ふ
に

（
千
載
集
・
夏
・
二
〇
二
・
源
俊
頼
朝
臣
）

・
あ
は
れ
に
も
く
れ
ゆ
く
と
し
の
ひ
か
ず
か
な
か
へ
ら
む
こ
と
は
夜
の
ま

と
お
も
ふ
に

（
千
載
集
・
冬
・
四
七
一
・
相
模
）

・
あ
は
れ
な
る
野
じ
ま
が
さ
き
の
い
ほ
り
か
な
露
お
く
袖
に
浪
も
か
け
け

り

（
千
載
集
・
羇
旅
・
五
三
一
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）

・
わ
れ
ゆ
ゑ
の
涙
と
こ
れ
を
よ
そ
に
み
ば
あ
は
れ
な
る
べ
き
袖
の
う
へ
か

な

（
千
載
集
・
恋
二
・
七
五
七
・
藤
原
隆
信
朝
臣
）

・
物
お
も
へ
ど
も
か
か
ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
あ
は
れ
な
り
け
る
身
の
ち

ぎ
り
か
な

（
千
載
集
・
恋
五
・
九
二
八
・
円
位
法
師
）

・
と
し
ふ
れ
ど
あ
は
れ
に
た
え
ぬ
涙
か
な
恋
し
き
人
の
か
か
ら
ま
し
か
ば

（
千
載
集
・
恋
五
・
九
三
九
・
左
京
大
夫
顕
輔
）

終
助
詞
「
か
な
」
は
、
詠
嘆
の
意
を
表
し
、「
…
だ
な
あ
。
…
な
あ
」
の

意
を
表
す
。（『
古
語
大
辞
典
』）

も
と
も
と
、「
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
は
、「
心
の
底
か
ら
の
し

み
じ
み
と
し
た
感
動
や
感
情
、
ま
た
、
そ
う
い
う
感
情
を
起
こ
さ
せ
る
状
況

を
」
を
表
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
（『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』）、
詠
嘆

を
表
す
「
か
な
」
は
、「
あ
は
れ
な
り
」
の
表
す
感
動
や
感
情
を
い
っ
そ
う

強
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

次
に
形
式
的
な
点
で
は
、「
あ
は
れ
に
も
…
か
な
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ

が
五
例
を
数
え
、
定
型
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。
そ
れ
と

と
も
に
、「
あ
は
れ
な
り
」
の
連
体
形
、
あ
る
い
は
「
あ
は
れ
な
り
」
＋
助

動
詞
「
べ
き
」「
け
る
」
が
名
詞
を
修
飾
し
、
そ
の
名
詞
に
「
か
な
」
が
接

続
す
る
形
、
す
な
わ
ち
、「
あ
は
れ
な
る
（
あ
は
れ
な
る
べ
き
・
あ
は
れ
な

り
け
る
）
…
か
な
」
と
い
う
形
も
三
例
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
先
に
概
観
し
た

よ
う
な
、「
…
は
（
ぞ
・
こ
そ
）
あ
は
れ
な
り
（
あ
は
れ
な
る
・
あ
は
れ
な

れ
）」
と
い
う
単
刀
直
入
な
表
現
よ
り
も
、
よ
り
複
合
的
な
内
容
の
表
現
を

目
指
し
た
形
式
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
歌
集
に
つ
い
て
は
、
九
首
の
用
例
中
六
例
が
、
千
載
集
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
千
載
集
は
、「
あ
は
れ
な
り
」
の
使
用
数
、

使
用
率
と
も
、
一
位
の
歌
集
で
あ
り
、「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
た
和
歌
を

比
較
的
高
く
評
価
し
た
歌
集
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
千
載
集
に
「
あ
は
れ

な
り
」
と
「
か
な
」
が
共
起
し
た
歌
が
多
い
こ
と
は
、
千
載
集
の
撰
者
が
、

も
と
も
と
好
ん
だ
「
あ
は
れ
な
り
」
の
感
慨
を
さ
ら
に
「
か
な
」
で
強
調
し

た
表
現
を
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
千
載
集
の
次
の
新
古
今
集
で
は
、「
あ
は
れ
な
り
」
と
「
か

な
」
が
共
起
し
た
例
は
一
首
も
存
在
し
な
い
。「
か
な
」
の
用
例
自
体
は
、

新
古
今
集
に
も
多
数
存
在
す
る
の
で
、
新
古
今
集
の
撰
者
た
ち
が
、「
あ
は

れ
な
り
」
の
心
情
を
「
か
な
」
で
強
め
た
歌
を
、
消
極
的
に
評
価
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

注

（
１
）
山
口
仲
美
『
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
』（
明
治
書
院
）

第
二
章

「
仮
名
文
学
と
形
容
詞
・
形
容
動
詞
」

（
２
）
漆
谷
広
樹
「「
形
容
動
詞
」
語
幹
構
成
要
素
の
「
ゲ
」
に
関
す
る
一
考

察
」（『
専
修
国
文
』
四
二
号
、
一
九
八
八
年
二
月
）

（
３
）
八
代
集
の
和
歌
の
引
用
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
な
お
、
二
度
目
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の
引
用
を
行
う
際
は
、
詞
書
の
情
報
を
省
略
す
る
。

（
４
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
八
代
集
に
言
及
す
る
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

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

（
５
）
こ
の
歌
は
、
新
編
国
歌
大
観
で
は
、
二
句
を
「
あ
は
れ
に
た
へ
ぬ
」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
堪
へ
ぬ
」
の
意
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、「
絶
え
ぬ
」
の
意
が
妥
当
だ
ろ
う
と
考
え
、「
新

大
系
、
岩
波
文
庫
『
千
載
和
歌
集
』
等
の
本
文
に
従
っ
て
改
め
た
。

な
お
、
下
の
句
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、「
恋
し
い
人
が
こ
の

よ
う
に
涙
を
流
す
の
で
あ
っ
た
ら
よ
い
の
に
。」（
新
大
系
）
と
い
う
よ
う

に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、『
八
代
集
抄
』
が
「
恋
し
き
人
の
か
く
絶
ぬ
中

な
ら
ま
し
か
ば
嬉
し
か
ら
ん
物
を
と
也
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、「（
こ
の

涙
と
同
じ
く
あ
の
人
の
訪
れ
も
）
途
絶
え
な
い
で
い
て
く
れ
た
ら
よ
い
の

に
」
と
解
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

（
６
）
「
あ
は
れ
に
も
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
新
大
系
は
、「
し
み
じ
み
と
心
に

し
み
て
暮
れ
て
ゆ
く
年
の
終
り
の
日
数
で
あ
る
よ
、
年
が
改
ま
る
の
は

た
っ
た
一
夜
の
う
ち
と
思
う
と
。」
と
解
す
る
が
、
下
の
句
は
、「
年
が
改

ま
る
の
は
た
っ
た
一
夜
の
う
ち
と
思
う
け
れ
ど
。」
の
意
だ
ろ
う
。

（
し
え

じ
ん

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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