
八
代
集
の
「
さ
や
か
な
り
」
に
つ
い
て

―
―
形
容
動
詞
と
和
歌
（
４
）

謝

静

は
じ
め
に

形
容
動
詞
「
さ
や
か
な
り
」
は
、
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
「
和
歌
自
立
語
篇
」

を
省
略
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
八
代
集
に
十
五
首
の
使
用
例
が
見
出
せ
る
。
こ

れ
は
、
古
典
和
歌
に
形
容
動
詞
の
使
用
例
が
少
な
い
と
い
う
全
般
的
傾
向
の

中
で
は
、
多
く
は
な
い
に
し
て
も
、
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
数
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
以
下
、「
第
二
版
」
を
省
略
す
る
）
は
、

こ
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

さ
や‐

か
【
明
―
・
清
―
】〔
形
動
〕（「
か
」
は
接
尾
語
）

⑴
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
さ
ま
。
明
る
く
清
ら
か
で
あ
る
さ
ま
。
明
白

に
、
よ
く
見
え
る
さ
ま
。
あ
き
ら
か
。
は
っ
き
り
。
明
瞭
（
め
い
り
ょ

う
）。
ま
さ
や
か
。

⑵
音
声
が
高
く
澄
ん
で
い
る
さ
ま
。
さ
え
て
よ
く
聞
こ
え
る
さ
ま
。

⑶
さ
わ
や
か
な
さ
ま
。
爽
快
で
あ
る
さ
ま
。《
季
・
秋
》

こ
の
形
容
動
詞
に
は
、
語
基
「
さ
や
」
を
共
有
し
、
よ
く
似
た
意
味
を
表

す
形
容
詞
「
さ
や
け
し
」
が
あ
る
。
そ
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
け
る

解
説
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

さ
や
け
し
【
明
―
・
清
―
・
爽
―
】〔
形
ク
〕

⑴
け
じ
め
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
て
明
ら
か
で
あ

る
。
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
見
た
目
に
分
明
で
あ
る
。

⑵
清
ら
か
で
あ
る
。
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
。
気
分
的
に
さ
わ
や
か
で
あ

る
。
す
が
す
が
し
い
。《
季
・
秋
》

⑶
音
、
声
な
ど
が
は
っ
き
り
と
し
て
さ
わ
や
か
で
あ
る
。
快
い
響
き
で

あ
る
。
耳
に
快
く
感
じ
ら
れ
る
。

「
さ
や
け
し
」
の
八
代
集
に
お
け
る
用
例
は
十
八
首
で
（『
八
代
集
総
索

引
』
に
よ
る
。
金
葉
集
三
奏
本
を
除
く
）、「
さ
や
か
な
り
」
と
ほ
ぼ
同
じ
く

ら
い
の
使
用
例
が
見
出
せ
る
。
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本
研
究
で
は
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
用
例
や
「
さ
や
け
し
」
と
の
差
異

に
注
意
し
な
が
ら
、
八
代
集
に
お
け
る
「
さ
や
か
な
り
」
の
用
例
を
概
観
す

る
こ
と
に
す
る
。

一

古
典
索
引
刊
行
会
編
『
万
葉
集
索
引
』（
二
〇
〇
三
年
、
塙
書
房
）
に
よ

る
と
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
さ
や
か
な
り
」
の
用
例
は
次
の
四
首
で

（
１
）

あ
る
。

・
大
君
の

命
恐
み

に
き
び
に
し

家
を
置
き

こ
も
り
く
の

泊
瀬

の
川
に

船
浮
け
て

我
が
行
く
川
の

川
隈
の

八
十
隈
落
ち
ず

万
度

か
へ
り
見
し
つ
つ

玉
桙
の

道
行
き
暮
ら
し

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
京
の

佐
保
川
に

い
行
き
至
り
て

我
が
寝
た
る

衣
の
上

ゆ

朝
月
夜

さ
や
か
に
見
れ
ば

た
へ
の
ほ
に

夜
の
霜
降
り

石

床
と

川
の
氷
凝
り

寒
き
夜
を

息
む
こ
と
な
く

通
ひ
つ
つ

造

れ
る
家
に

千
代
ま
で
に

い
ま
せ
大
君
よ

我
も
通
は
む

（
巻
第
一
・
七
九
）

・
我
が
背
子
が

か
ざ
し
の
萩
に

置
く
露
を

さ
や
か
に
見
よ
と

月

は
照
る
ら
し

（
巻
第
十
・
二
二
二
五
）

・
新
墾
の

今
作
る
道

さ
や
か
に
も

聞
き
て
け
る
か
も

妹
が
上
の

こ
と
を

（
巻
第
十
二
・
二
八
五
五
）

・
群
鳥
の

朝
立
ち
去
に
し

君
が
上
は

さ
や
か
に
聞
き
つ

思
ひ
し

ご
と
く

（
巻
第
二
十
・
四
四
七
四
）

『
万
葉
集
』
で
用
い
ら
れ
た
「
さ
や
か
な
り
」
は
、連
用
形
「
さ
や
か
に
」

だ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、連
用
修
飾
語
と
し
て
動
詞
「
見
る
」「
聞
く
」
に

か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

七
九
番
歌
で
「
さ
や
か
な
り
」
は
、
大
君
の
命
に
よ
っ
て
出
向
い
た
奈
良

の
新
都
の
佐
保
川
の
情
景
を
描
い
た
中
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、「
朝
月
の
光

で
は
っ
き
り
見
る
と
、
真
っ
白
に
夜
の
霜
は
降
り
、
岩
床
の
よ
う
に
厚
く
川

の
氷
は
張
り
詰
め
」（
新
編
全
集
）
と
い
う
よ
う
に
、
月
の
光
に
よ
っ
て
物

を
は
っ
き
り
見
る
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

二
二
二
五
番
歌
で
は
、
月
が
明
る
く
照
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
あ

な
た
が
髪
に
挿
し
て
い
る
萩
に
置
く
露
を
は
っ
き
り
見
よ
」（
新
編
全
集
）

と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

二
八
五
五
番
歌
は
、
道
に
寄
せ
る
恋
の
歌
で
あ
る
。
初
二
句
は
「
さ
や
か

に
」
を
引
き
出
す
序
詞
と
な
っ
て
い
て
、「
新
墾
の
今
作
る
道
さ
や
か
に
も
」

と
い
う
つ
な
が
り
で
、「
今
作
っ
た
ば
か
り
の
道
は
す
が
す
が
し
い
」
と
い

う
意
味
を
表
し
、「
さ
や
か
に
も
聞
き
て
け
る
か
も
」
で
「（
娘
の
こ
と
を
）

は
っ
き
り
聞
い
た
こ
と
だ
な
あ
」
の
意
味
を
表
し
て
い
る
。

四
四
七
四
番
歌
で
は
、「
あ
な
た
の
噂
は
は
っ
き
り
聞
き
ま
し
た
」
と
い

う
意
味
を
表
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
さ
や
か
な
り
」
は
、「
見
る
」

に
か
か
る
用
法
（
二
例
）
と
、「
聞
く
」
に
か
か
る
用
法
（
二
例
）
と
に
大

別
さ
れ
る
。「
見
る
」
に
か
か
る
場
合
は
、
月
の
光
に
よ
っ
て
何
か
を
「
は
っ

き
り
と
」
見
る
と
い
う
意
味
を
表
す
。「
聞
く
」
に
か
か
る
場
合
は
、
物
音

で
は
な
く
人
の
消
息
や
噂
を
「
は
っ
き
り
」
聞
く
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
序
詞
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
で
は
あ
る
が
、「
新
墾
の
今
作

る
道
」
を
受
け
る
述
語
と
し
て
、「（
新
し
い
道
は
）
す
が
す
が
し
い
」
の
意
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を
表
す
用
法
も
見
ら
れ
る
。

次
に
比
較
対
象
と
し
て
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
さ
や
け
し
」
の
用
例

を
概
観
し
て
お
く
。

『
万
葉
集
索
引
』
に
よ
る
と
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
さ
や
け
し
」
の

用
例
は
一
六
首
で
あ
り
、「
さ
や
か
な
り
」
よ
り
も
か
な
り
多
く
用
い
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
、「
川
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
例
が
最
も
多
く
て
十

首
。
つ
い
で
「
月
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
の
が
三
首
。
残
る
は
、
太
刀
、

浜
、
湖
の
景
観
に
つ
い
て
各
一
首
と
な
っ
て
い
る
。
今
、
川
と
月
の
用
例
を

取
り
上
げ
て
み
る
。

川
に
つ
い
て
「
さ
や
け
し
」
と
表
現
し
て
い
る
例
は
、
視
覚
的
に
と
ら
え

た
も
の
と
、
聴
覚
的
に
と
ら
え
た
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。

・
…
…
神
風
の

伊
勢
の
国
は

国
見
れ
ば
し
も

山
見
れ
ば

高
く
貴

し

川
見
れ
ば

さ
や
け
く
清
し
…
…

（
巻
第
十
三
・
三
二
三
四
）

・
…
…
う
ち
な
び
く

春
の
初
め
は

八
千
種
に

花
咲
き
に
ほ
ひ

山

見
れ
ば

見
の
と
も
し
く

川
見
れ
ば

見
の
さ
や
け
く
…
…

（
巻
第
二
十
・
四
三
六
〇
）

は
、
川
の
美
し
さ
、
す
が
す
が
し
さ
を
、
視
覚
的
に
「
さ
や
け
し
」
と
表
現

し
た
も
の
だ
。

・
…
…
春
の
日
は

山
し
見
が
欲
し

秋
の
夜
は

川
し
さ
や
け
し
…
…

（
巻
第
三
・
三
二
四
）

・
…
…
雲
居
な
す

心
も
し
の
に

立
つ
霧
の

思
ひ
過
ぐ
さ
ず

行
く

水
の

音
も
さ
や
け
く
…
…

（
巻
第
十
七
・
四
〇
〇
三
）

は
、
川
の
流
れ
る
水
の
音
の
す
が
す
が
し
い
さ
ま
を
、
聴
覚
的
に
「
さ
や
け

し
」
と
表
現
し
た
例
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
山
と
組
み
合
わ
せ
て
、

・
今
造
る

久
邇
の
都
は

山
川
の

さ
や
け
き
見
れ
ば

う
べ
知
ら
す

ら
し

（
巻
六
・
一
〇
三
七
）

・
う
つ
せ
み
は

数
な
き
身
な
り

山
川
の

さ
や
け
き
見
つ
つ

道
を

尋
ね
な

（
巻
二
十
・
四
四
六
八
）

と
い
う
よ
う
に
、
情
景
を
広
く
「
山
川
」
と
と
ら
え
て
、
そ
の
清
ら
か
さ
、

す
が
す
が
し
さ
を
、「
さ
や
け
し
」
と
表
現
し
た
例
も
あ
る
。

月
に
つ
い
て
の
用
例
は
、
次
の
三
首
で
あ
る
。

・
春
日
山

お
し
て
照
ら
せ
る

こ
の
月
は

妹
が
庭
に
も

さ
や
け
か

り
け
り

（
巻
第
七
・
一
〇
七
四
）

・
思
は
ぬ
に

し
ぐ
れ
の
雨
は

降
り
た
れ
ど

天
雲
は
れ
て

月
夜
さ

や
け
し

（
巻
第
十
・
二
二
二
七
）

・
ぬ
ば
た
ま
の

夜
渡
る
月
の

さ
や
け
く
は

よ
く
見
て
ま
し
を

君

が
姿
を

（
巻
第
十
二
・
三
〇
〇
七
）

一
〇
七
四
番
歌
は
、
空
高
く
照
ら
す
月
が
「
妹
が
庭
」
も
明
る
く
照
ら
し

て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
二
二
二
七
番
歌
で
は
、
雲
が
晴
れ
て
空
の

月
が
澄
ん
で
い
る
様
子
を
「
さ
や
け
し
」
で
表
し
て
い
る
。
三
〇
〇
七
番
歌

は
、
逢
瀬
の
夜
に
「
月
が
お
ぼ
ろ
で
あ
っ
た
た
め
、
相
手
の
顔
が
よ
く
見
え
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な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
」
う
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
（
新
編
全
集
）
で
あ

る
。
空
の
月
が
明
る
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
を
「
さ
や
け
し
」
を
用
い
て
表

現
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
「
さ
や
け
し
」
は
、
川
、
山
が
感
じ
さ

せ
る
、
清
ら
か
で
す
が
す
が
し
い
さ
ま
や
、
月
が
澄
ん
で
明
る
い
さ
ま
と
い

う
よ
う
に
、
景
物
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
か
を
示
す
の
が
主
な
用
法

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
さ
や
か
な
り
」
は
、
対
象
の
あ
り
よ
う
を
示
す
の
で

は
な
く
て
、
人
の
「
見
る
」「
聞
く
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
連
用
形
「
さ

や
か
な
り
」
の
形
で
「
は
っ
き
り
と
（
見
る
・
聞
く
）」
と
形
容
す
る
た
め

に
、
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・
我
が
背
子
が

か
ざ
し
の
萩
に

置
く
露
を

さ
や
か
に
見
よ
と

月

は
照
る
ら
し

（
巻
第
十
・
二
二
二
五
）

・
ぬ
ば
た
ま
の

夜
渡
る
月
の

さ
や
け
く
は

よ
く
見
て
ま
し
を

君

が
姿
を

（
巻
第
十
二
・
三
〇
〇
七
）

右
の
二
首
は
ど
ち
ら
も
月
の
明
る
さ
を
話
題
に
し
て
い
る
が
、「
さ
や
か

な
り
」
と
「
さ
や
け
し
」
の
用
い
ら
れ
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
さ

や
け
く
」
は
、
月
を
受
け
て
の
述
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
月
そ
の
も
の
の
清

ら
か
に
澄
ん
だ
さ
ま
を
叙
述
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
さ
や
か
に
」
は
「
見

る
」
の
連
用
修
飾
語
と
し
て
、
月
の
光
に
よ
っ
て
露
を
は
っ
き
り
見
る
意
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
神
事
語
辞
典
』（
國
學
院
大
學
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

は
、「
さ
や
け
し
」
に
つ
い
て
、
そ
の
語
義
を
、「
①
は
っ
き
り
し
て
い
て
明

ら
か
で
あ
る
。
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
②
明
る
く
清
ら
か
で
あ
る
。
気
分
的
に

さ
わ
や
か
で
あ
る
。
す
が
す
が
し
い
。」
と
記
し
た
後
に
、

月
明
か
り
や
景
色
を
視
覚
的
に
捉
え
た
用
例
と
川
や
波
の
音
、
鹿
の
鳴

き
声
な
ど
を
聴
覚
的
に
捉
え
た
用
例
に
大
き
く
二
分
で
き
る
。
万
葉
集

で
の
表
記
の
多
く
は
「
清
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
き
よ
し
」
と
も

「
さ
や
け
し
」
と
も
訓
ま
れ
て
い
る
。「
川
見
れ
ば

さ
や
け
く
清
し
」

（13-3234

）
や
「
山
川
を

清
み
さ
や
け
み
」（6-907

）
と
い
う
用
例

が
あ
る
よ
う
に
、「
さ
や
け
し
」
と
「
き
よ
し
」
は
根
本
的
に
同
対
象

の
描
写
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
違
い
を
は
っ
き
り
説
明
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、「
清
き
川
瀬
を

見
る
が
さ
や
け
さ
」

（9-1737

）
と
い
う
用
例
か
ら
考
え
る
と
、「
き
よ
し
」
が
対
象
の
汚
れ

な
き
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、「
さ
や
け
し
」
は

そ
の
対
象
か
ら
受
け
た
主
体
の
感
覚
・
心
情
に
つ
い
て
言
う
場
合
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
…
…
「
さ
や
け
し
」
と
い
う
語
は
、
古
代
の
人
々
の

独
特
な
美
意
識
を
反
映
し
た
語
だ
と
言
え
よ
う
。（
新
谷
秀
夫
氏
執
筆
）

と
解
説
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
さ
や
け
し
」
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
示
さ

れ
た
「
対
象
か
ら
受
け
た
主
体
の
感
覚
・
心
情
」「
独
特
な
美
意
識
」
は
、『
万

葉
集
』
に
用
い
ら
れ
た
「
さ
や
か
な
り
」
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
看
取
さ
れ
な

い
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
さ
や
か
な
り
」
と
「
さ
や
け
し
」

の
用
法
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
て
、
前
者
が
「
さ
や
か
に
」
と
い
う
形
で
専

ら
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
序
詞
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
で

は
あ
る
が
、
新
し
い
道
か
ら
受
け
る
印
象
を
、「
さ
や
か
に
」（
す
が
す
が
し
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く
）
と
表
現
し
た
例
が
一
例
見
ら
れ
た
こ
と
は
、「
さ
や
か
な
り
」
の
陳
述

性
、
叙
述
性
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

八
代
集
に
お
い
て
は
、「
さ
や
か
な
り
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
十
五
首
に

そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
歌
集
ご
と
の
分
布
は
、
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

古
今
集
…
３
首

後
撰
集

…
１
首

拾
遺
集
…
３
首

後
拾
遺
集
…
な
し

金
葉
集
…
な
し

詞
花
集

…
な
し

千
載
集
…
２
首

新
古
今
集
…
６
首

総
数
が
少
な
い
の
で
統
計
的
に
は
何
と
も
言
え
な
い
が
、
後
拾
遺
集
・
金

葉
集
・
詞
花
集
で
一
首
も
用
例
が
見
え
な
い
の
に
、
そ
の
後
復
活
し
て
新
古

今
集
に
用
例
が
多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

次
に
部
立
ご
と
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

四
季
の
歌
…
８
首
（
春
０

夏
２

秋
５

冬
１
）

恋
の
歌

…
３
首

そ
の
他

…
４
首
（
哀
傷
１

羇
旅
１

神
祇
２
）

こ
の
よ
う
に
「
さ
や
か
な
り
」
は
、
他
の
部
立
よ
り
四
季
の
歌
に
多
く
用

い
ら
れ
て
お
り
、
中
で
も
秋
の
歌
の
用
例
が
五
首
あ
る
こ
と
が
目
立
っ
て
い

る
。

以
下
、
四
季
の
歌
、
恋
の
歌
、
そ
の
他
の
歌
、
と
い
う
順
に
、「
さ
や
か

な
り
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
確
認
す
る
こ
と

と
（
２
）

す
る
。三

○
四
季
の
歌

四
季
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
さ
や
か
な
り
」
八
例
の
う
ち
、
七
例
は
連
用

形
「
さ
や
か
に
」
で
あ
り
、残
る
一
例
は
未
然
形
「
さ
や
か
な
ら
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
「
さ
や
か
に
」
の
用
例
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

・
秋
き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
を
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ

ぬ
る（

古
今
集
・
秋
上
・
一
六
九
・
藤
原
敏
行
朝
臣
・「
秋
立
日
、
よ
め
る
」）

・
浅
茅
生
の
露
け
く
も
あ
る
か
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
け
る
も

の
を（

千
載
集
・
秋
上
・
二
二
七
・
仁
和
寺
法
親
王
守
覚
・「（
秋
立
日
よ

み
侍
け
る
）」）

・
を
と
は
山
さ
や
か
に
見
ゆ
る
白
雪
を
あ
け
ぬ
と
つ
ぐ
る
鳥
の
声
か
な

（
新
古
今
集
・
冬
・
六
六
八
・
高
倉
院
御
歌
・「
上
の
を
の
こ
ど
も
、

暁
望
山
雪
と
い
へ
る
心
を
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
」）

右
の
三
首
で
は
、「
さ
や
か
に
」
は
動
詞
「
見
ゆ
」
の
連
用
修
飾
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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「
秋
き
ぬ
…
」
の
歌
は
、
立
秋
を
主
題
と
す
る
歌
で
あ
る
。
秋
が
来
て
も
、

木
の
葉
が
急
に
紅
葉
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
秋
の
草
花
が
咲
き
始
め
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
秋
が
来
た
と
目
に
は
「
さ
や
か
に
」（
は
っ
き

り
）
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
風
の
音
を
通
し
て
秋
が
来
た
こ
と
を
判
断
し
た

こ
と
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
上
の
句
の
「
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
…
」
は

視
覚
的
な
用
法
で
あ
り
、
下
の
句
の
「
風
の
を
と
に
ぞ
…
」
が
聴
覚
的
な
も

の
で
あ
る
の
と
対
照
に
な
っ
て
い
る
。

「
浅
茅
生
の
…
」
の
歌
は
、「
秋
来
ぬ
と
…
」
詠
を
本
歌
と
し
て
踏
ま
え
、

本
歌
の
「
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
」
を
「
さ
や
か
に
見
え
け
る
も
の
を
」
と

反
転
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
が
分
か
れ
て

い
る
。

・
浅
茅
原
は
一
面
の
露
。
涙
も
よ
お
し
て
霞
み
が
ち
に
な
る
こ
と
だ
。
折

角
秋
が
来
た
と
世
界
が
は
っ
き
り
見
え
て
い
た
こ
と
な
の
に
。（

新
大
系
）

・
浅
茅
生
が
露
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
よ
。
秋
が
や
っ
て
来
た
と
こ

の
よ
う
に
は
っ
き
り
見
え
る
の
に
ね
え
。

（
和
泉
古
典
（
３
）

叢
書
）

こ
の
浅
茅
生
は
立
秋
の
日
の
目
に
見
え
る
景
色
そ
の
も
の
と
考
え
れ
ば
よ

く
、
そ
こ
か
ら
詠
者
の
涙
を
連
想
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
和

泉
古
典
叢
書
の
解
釈
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
秋
来
ぬ
と
…
」
詠
で
は
、

秋
が
来
た
と
目
に
は
は
っ
き
り
見
え
な
い
と
詠
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ

の
歌
で
は
、
庭
の
浅
茅
生
に
露
が
置
く
景
色
を
見
て
、
秋
が
来
た
と
は
っ
き

り
見
え
る
の
に
、
と
古
今
集
歌
に
異
を
唱
え
て
い
る
。

「
を
と
は
山
…
」
の
歌
は
、
音
羽
山
に
積
も
っ
た
白
雪
の
明
る
さ
を
日
の

光
と
錯
覚
し
て
、
鳥
が
夜
明
け
を
告
げ
る
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
歌
の
上
の
句
は
、「
音
羽
山
が
そ
の
た
め
に
く
っ
き
り
と
見
え
る
明

け
方
の
白
雪
で
あ
る
の
に
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
さ
や
か

に
」
は
「
く
っ
き
り
と
・
は
っ
き
り
と
」
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
鳥
が

雪
を
夜
明
け
の
光
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、「
音
羽
山
の
明

る
く
見
え
る
雪
を
」
と
い
う
よ
う
に
素
朴
に
解
釈
す
る
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ

う
。以

上
の
三
首
に
見
え
る
、「
さ
や
か
に
」「
見
ゆ
」
の
意
味
は
、「
秋
来
ぬ

と
…
」
詠
、「
浅
茅
生
の
…
」
詠
で
は
、「
は
っ
き
り
と
見
え
る
」
意
で
、「
さ

や
か
に
」
は
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
を
と
は
山
…
」

詠
で
は
、
山
に
降
り
積
も
っ
た
雪
の
白
さ
を
「
明
る
く
見
え
る
」
と
表
現
し

て
い
て
、『
万
葉
集
』
の
用
例
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を

伴
う
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。

秋
の
夜
の
月
に
重
な
る
雲
晴
れ
て
光
さ
や
か
に
見
る
よ
し
も
哉

（
後
撰
集
・
秋
中
・
三
二
〇
・
読
人
し
ら
ず
・「（
秋
歌
と
て
よ
め
る
）」）

こ
れ
は
、
秋
の
月
に
雲
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
残
念
に
思
っ
て
、
雲
が
晴

れ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に
と
願
っ
た
歌
で
あ
る
。
下
の
句
の
「
さ
や
か
に
」

に
つ
い
て
は
、「
さ
わ
や
か
に
月
の
光
を
見
た
い
も
の
で
あ
る
よ
」（
新
大

系
）、「
月
の
光
を
く
っ
き
り
と
見
る
て
だ
て
が
有
っ
た
ら
よ
い
の
に
な
あ
」

（
和
泉
古
典
叢
書
）
と
い
う
よ
う
に
、
微
妙
に
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。

・
秋
の
月
光
さ
や
か
に
紅
葉
ば
の
お
つ
る
影
さ
へ
見
え
わ
た
る
か
な

（
古
今
六
帖
・
第
一
・
二
九
六
・「
秋
の
月
」）
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・
や
は
ら
ぐ
る
光
さ
や
か
に
て
ら
し
み
よ
た
の
む
日
吉
の
な
な
の
み
や
し
ろ

（
拾
遺
愚
草
・
七
九
〇
・「
神
祇
」）

・
あ
ま
く
だ
る
神
ぢ
の
山
の
木
間
よ
り
ひ
か
り
さ
や
か
に
出
づ
る
月
か
げ

（
宝
治
百
首
・
一
五
六
七
・
為
家
・「
山
月
」）

右
の
用
例
か
ら
見
て
、「
光
さ
や
か
に
」
と
い
う
表
現
は
、「
光
を
さ
や
か

に
」
の
意
を
表
す
の
で
は
な
く
、「
光
が
さ
や
か
な
状
態
で
」
の
意
を
表
す

も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
当
該
歌
「
秋
の
夜
の
…
」
の
「
さ
や
か
に
」
は
、「
秋

の
月
…
」
詠
の
そ
れ
と
同
様
、
秋
の
月
の
光
の
、「
明
る
く
清
ら
か
で
あ
る

さ
ま
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
⑴
）
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ

る
。・

秋
の
月
山
辺
さ
や
か
に
照
ら
せ
る
は
落
つ
る
も
み
ぢ
の
数
を
見
よ
と
か

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
八
九
・
読
人
し
ら
ず
・「（
題
し
ら
ず
）」）

・
底
清
み
流
る
る
河
の
さ
や
か
に
も
は
ら
ふ
る
こ
と
を
神
は
聞
か
南

（
拾
遺
集
・
夏
・
一
三
三
・
よ
み
人
知
ら
ず
・「
題
知
ら
ず
」）

・
一
声
は
さ
や
か
に
な
き
て
ほ
と
と
ぎ
す
雲
路
は
る
か
に
と
を
ざ
か
る
な
り

（
千
載
集
・
夏
・
一
五
九
・
前
右
京
権
大
夫
頼
政
・「（
時
鳥
の
歌
と

て
よ
め
る
）」）

右
の
三
首
で
「
さ
や
か
に
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
照
ら
す
」「
は
ら
ふ
（
祓

ふ
）」「
な
く
（
鳴
く
）」
を
連
用
修
飾
し
て
い
る
。

「
秋
の
月
…
」
詠
で
は
、
月
が
山
辺
を
「
さ
や
か
に
」
照
ら
す
さ
ま
を
見

て
、「
散
り
落
ち
る
も
み
じ
葉
の
数
を
見
な
さ
い
と
い
う
の
か
」
と
推
測
し

て
い
る
。
こ
の
「
さ
や
か
に
」
は
、
散
る
紅
葉
の
葉
の
数
が
数
え
ら
れ
る
ほ

ど
、
月
の
光
が
「
明
る
く
清
ら
か
で
あ
る
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
⑴
）
と

い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

「
底
清
み
」
詠
で
は
、「
底
清
み
流
る
る
河
の
」
が
、
序
詞
と
し
て
「
さ

や
か
」
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
序
詞
か
ら
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、「
さ
や

か
に
」
は
、
川
が
澄
み
切
っ
て
い
る
様
子
を
表
す
。
そ
の
一
方
、「
は
ら
ふ

る
」
へ
の
つ
な
が
り
で
は
、「
清
浄
な
心
で
祓
を
し
て
祈
願
し
た
」（
新
大
系
）

の
意
も
表
し
て
い
る
。「
さ
や
か
に
」
が
示
し
て
い
る
こ
の
二
つ
の
意
味
は
、

と
も
に
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
示
す
「
清
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
語
義

（
⑴
）
に
当
て
は
ま
る
。

「
一
声
は
…
」
詠
は
、
郭
公
が
一
声
「
さ
や
か
に
」
鳴
い
て
、
遠
く
に
飛

び
去
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
感
慨
を
詠
む
。「
さ
や
か
に
」
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
「
高
く
澄
ん
で
い
る
さ
ま
」「
さ
え
て
よ
く
聞
こ
え
る

さ
ま
」（
日
本
国
語
大
辞
典
⑵
）
を
表
し
て
い
る
。

・
薄
霧
の
た
ち
ま
ふ
山
の
も
み
ぢ
葉
は
さ
や
か
な
ら
ね
ど
そ
れ
と
見
え
け
り

（
新
古
今
集
・
秋
・
五
二
四
・
高
倉
院
御
歌
・「
紅
葉
透
霧
と
い
ふ
こ

と
を
」）

「
薄
霧
の
…
」
詠
は
、
薄
霧
が
立
ち
舞
う
た
め
、
山
の
紅
葉
が
は
っ
き
り

見
え
な
い
こ
と
を
「
さ
や
か
な
ら
」（
ぬ
）
と
表
現
し
て
い
る
。こ
れ
は
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
示
す
「
見
た
目
に
分
明
で
あ
る
」
の
意
（
⑴
）
に
当
て

は
ま
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
四
季
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
さ
や
か
な
り
」
は
、『
万

葉
集
』
の
用
例
と
同
様
に
、「
は
っ
き
り
と
」（
見
え
る
）
と
い
う
副
詞
的
用

法
が
二
首
見
ら
れ
る
（
古
今
集
一
六
九
番
歌
、千
載
集
二
二
七
番
歌
）
一
方
、
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他
の
六
首
で
は
、
白
雪
、
秋
の
月
の
光
、
河
の
流
れ
、
禊
を
す
る
人
の
心
、

郭
公
の
声
、
紅
葉
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
示
す
、
視
覚
的
、

聴
覚
的
語
義
を
、
多
様
に
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四

○
恋
の
歌

八
代
集
の
恋
部
に
お
い
て
、「
さ
や
か
な
り
」
を
用
い
る
歌
は
三
首
で
、

う
ち
二
首
は
「
さ
や
か
に
」
と
い
う
形
で
動
詞
「
見
る
」
に
か
か
る
用
法
、

一
首
は
、「
さ
や
か
な
り
け
る
」
と
い
う
形
で
名
詞
「
月
か
げ
」
に
か
か
る

用
法
で
あ
る
。

・
三
日
月
の
さ
や
か
に
も
見
え
ず
雲
隠
見
ま
く
ぞ
ほ
し
き
う
た
て
こ
の
頃

（
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
八
三
・
人
麿
・「（
題
し
ら
ず
）」）

・
さ
や
か
に
も
見
る
べ
き
月
を
我
は
た
だ
涙
に
雲
る
折
ぞ
多
か
る

（
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
八
八
・
中
務
・「
返
し
」）

・
入
る
か
た
は
さ
や
か
な
り
け
る
月
か
げ
を
上
の
空
に
も
待
ち
し
よ
ゐ
か
な

（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
二
六
二
・
紫
式
部
・「
人
に
つ
か
は
し
け
る
」）

こ
の
三
首
で
は
、「
さ
や
か
な
り
」
は
月
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。「
三

日
月
…
」
詠
は
、
雲
に
隠
れ
て
「
さ
や
か
に
」
見
え
な
い
三
日
月
を
、
恋
人

が
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
の
比
喩
に
用
い
て
、
逢
い
た
い
気
持
ち
を
詠
ん
で
い

る
。「
さ
や
か
に
も
…
」
詠
は
、「
恋
し
さ
は
同
じ
心
に
あ
ら
ず
と
も
今
夜
の

月
を
君
見
ざ
ら
め
や
」（
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
八
七
・
源
信
明
・「
月
明
か
か

り
け
る
夜
、
女
の
許
に
遣
は
し
け
る
」）
へ
の
返
歌
と
し
て
、「
さ
や
か
に
」

見
る
は
ず
の
月
を
、
あ
な
た
が
恋
し
く
て
流
れ
る
涙
に
曇
っ
て
見
え
な
い
、

と
詠
ん
で
い
る
。「
入
る
か
た
は
…
」
詠
は
、
恋
人
（
男
）
を
恨
む
歌
で
あ

り
、
月
を
恋
人
の
比
喩
に
用
い
て
、
そ
の
通
っ
て
行
く
相
手
の
女
は
は
っ
き

り
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
、「
さ
や
な
か
り
」
で
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
三
首
の
用
例
で
は
、「
さ
や
か
な
り
」
は
ど
れ
も
、『
日
本
国
語
大
辞

典
』
の
示
す
「
は
っ
き
り
し
て
い
て
明
ら
か
で
あ
る
」
の
意
（
⑴
）
を
表
し

て
い
る
。

○
そ
の
他
の
歌

四
季
、
恋
以
外
の
歌
に
見
え
る
「
さ
や
か
」
の
用
例
は
、
哀
傷
歌
一
首
、

羇
旅
歌
一
首
、
神
祇
歌
二
首
で
あ
る
。

・
水
の
面
に
し
づ
く
花
の
色
さ
や
か
に
も
君
が
御
か
げ
の
お
も
ほ
ゆ
る
哉

（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
四
五
・
篁
朝
臣
・「
諒
闇
の
年
、
池
の
ほ
と
り

の
花
を
見
て
、
よ
め
る
」）

・
あ
づ
ま
ぢ
の
佐
夜
の
中
山
さ
や
か
に
も
見
え
ぬ
雲
居
に
世
を
や
つ
く
さ
ん

（
新
古
今
集
・
羇
旅
・
九
〇
七
・
壬
生
忠
峯
・「（
題
し
ら
ず
）」）

・
神
路
山
月
さ
や
か
な
る
ち
か
ひ
あ
り
て
天
の
下
を
ば
て
ら
す
な
り
け
り

（
新
古
今
集
・
神
祇
・
一
八
七
八
・
西
行
法
師
・「（
題
し
ら
ず
）」）

・
さ
や
か
な
る
鷲
の
高
嶺
の
雲
井
よ
り
か
げ
や
は
ら
ぐ
る
月
読
の
も
り

（
新
古
今
集
・
神
祇
・
一
八
七
九
・
西
行
法
師
・「
伊
勢
の
月
読
の
社

に
ま
ゐ
り
て
、
月
を
見
て
よ
め
る
」）
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「
水
の
面
…
」
詠
で
は
、「
水
の
面
に
し
づ
く
花
の
色
」
が
、
序
詞
と
し

て
「
さ
や
か
」
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
序
詞
か
ら
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、

「
さ
や
か
に
」
は
、「
花
の
影
の
色
が
清
ら
か
で
鮮
や
か
な
も
の
」（
新
大
系
）

で
あ
る
さ
ま
を
示
す
。
そ
の
一
方
、
下
の
句
へ
の
つ
な
が
り
で
は
、「
帝
の

面
影
が
た
い
へ
ん
鮮
や
か
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
」（
新
大
系
）
の
意
も
表

し
て
い
る
。「
さ
や
か
に
」
が
示
し
て
い
る
こ
の
二
つ
の
意
味
は
、
と
も
に

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
示
す
「
明
る
く
清
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
語
義

（
⑴
）
に
当
て
は
ま
る
。

「
あ
づ
ま
ぢ
の
…
」
詠
の
「
さ
や
か
に
」
は
、「
見
え
ぬ
」
に
か
か
っ
て
、

「
雲
に
隔
て
ら
れ
て
何
も
は
っ
き
り
と
見
え
な
い
」（
新
大
系
）
の
意
を
表
し

て
い
る
。

「
神
路
山
…
」
詠
、「
さ
や
か
な
る
…
」
詠
は
、
と
も
に
西
行
が
詠
ん
だ

神
祇
歌
で
、「
さ
や
か
な
り
」
は
、
月
が
空
に
「
清
ら
か
に
輝
い
て
い
る
」
さ

ま
、「
清
ら
か
に
さ
え
て
照
ら
す
」
さ
ま
（
と
も
に
新
大
系
）
を
そ
れ
ぞ
れ

示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
月
は
神
祇
・
仏
道
に
か
か
わ
る
神
聖
な
存
在
と
し

て
輝
い
て
い
て
、
そ
の
光
の
清
ら
か
さ
、
明
る
さ
を
「
さ
や
か
な
り
」
と
表

現
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
哀
傷
、
羇
旅
、
神
祇
歌
に
お
け
る
「
さ
や
か
な
り
」
の

用
例
に
は
、「
は
っ
き
り
」
見
え
（
な
い
）
の
意
の
副
詞
的
用
法
が
見
ら
れ

る
一
方
、「
花
の
色
」「
月
」
を
受
け
た
陳
述
的
な
用
法
、「
さ
や
か
な
る
」
の

形
で
、「
ち
か
ひ
」「
鷲
の
高
嶺
の
雲
井
」
を
連
体
修
飾
す
る
用
法
な
ど
、
多

様
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五

こ
こ
で
、
比
較
の
た
め
に
、
八
代
集
に
お
け
る
形
容
詞
「
さ
や
け
し
」
の

用
例
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

「
さ
や
け
し
」
は
八
代
集
に
お
い
て
十
八
首
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
の
大
多
数
を
占
め
る
十
五
例
が
「
月
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
今
、
そ
の
典
型
的
な
用
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

・
照
る
月
の
秋
し
も
こ
と
に
さ
や
け
き
は
散
る
も
み
ぢ
葉
を
夜
も
見
よ
と
か

（
後
撰
集
・
秋
下
・
四
二
八
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

・
秋
の
月
光
さ
や
け
き
も
み
ぢ
葉
の
落
つ
る
影
さ
へ
見
え
わ
た
る
哉

（
後
撰
集
・
秋
下
・
四
三
四
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
題
し
ら
ず
」）

・
こ
こ
に
だ
に
光
さ
や
け
き
秋
の
月
雲
の
上
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ

（
拾
遺
集
・
秋
・
一
七
五
・
藤
原
経
臣
・「
延
喜
御
時
、
八
月
十
五
夜

蔵
人
所
の
男
ど
も
月
の
宴
し
侍
け
る
に
」）

・
久
方
の
月
を
さ
や
け
み
も
み
ぢ
葉
の
濃
さ
も
薄
さ
も
分
き
つ
べ
ら
也

（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
一
二
七
・
よ
み
人
知
ら
ず
・「
題
知
ら
ず
」）

・
つ
ね
よ
り
も
さ
や
け
き
秋
の
月
を
見
て
あ
は
れ
こ
ひ
し
き
雲
の
上
か
な

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
五
四
・
源
師
光
・「
前
蔵
人
に
て
侍
り
け
る

時
、
対
月
懐
旧
と
い
ふ
心
を
人
々
よ
み
侍
り
け
る
に
」）

・
秋
の
夜
の
月
の
ひ
か
り
の
も
る
山
は
木
の
下
か
げ
も
さ
や
け
か
り
け
り

（
詞
花
集
・
秋
・
九
九
・
藤
原
重
基
・「
関
白
前
太
政
大
臣
の
家
に
て

よ
め
る
」）
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こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
月
の
明
る
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
「
さ
や
け
し
」
と
表
現
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
照
る
月
の
…
」
詠
、「
秋
の
月
…
」
詠
、「
久
方
の

…
」
詠
は
、
月
の
明
る
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
散
る
も
み
ぢ
葉
を
夜
も

見
よ
」「
も
み
ぢ
葉
の
落
つ
る
影
さ
へ
見
え
わ
た
る
」「
も
み
ぢ
葉
の
濃
さ
も

薄
さ
も
分
き
つ
べ
ら
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
昼
だ
け
で
な
く
夜
も
紅
葉
が
見

え
る
と
い
う
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、『
八
代
集
』
の
「
さ
や
か
な
り
」
の
用
例
と
し
て
、
す
で
に

検
討
を
加
え
た
和
歌
、

秋
の
月
山
辺
さ
や
か
に
照
ら
せ
る
は
落
つ
る
も
み
ぢ
の
数
を
見
よ
と
か

（
古
今
集
・
秋
下
・
二
八
九
・
読
人
し
ら
ず
・「（
題
し
ら
ず
）」）

と
ほ
ぼ
発
想
を
共
有
し
て
お
り
、「
さ
や
け
し
」
と
「
さ
や
か
な
り
」
の
意

味
・
用
法
が
、『
万
葉
集
』
よ
り
も
ず
っ
と
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
端
的
に
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

・
山
の
は
に
入
り
に
し
夜
は
の
月
な
れ
ど
な
ご
り
は
ま
だ
に
さ
や
け
か
り

け
り（

後
拾
遺
集
・
雑
六
・
一
一
八
三
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
二
月
十
五
夜

月
明
く
侍
け
る
に
、
大
江
佐
国
が
許
に
つ
か
は
し
け
る
」）

こ
れ
は
、
涅
槃
会
が
行
わ
れ
る
二
月
十
五
日
に
詠
ま
れ
た
歌
で
、
雑
六
の

釈
教
の
歌
群
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
山
の
は
に
入
り
に
し
月
」
は
「
涅
槃

に
入
っ
た
釈
尊
の
比
喩
」
で
あ
り
、「
な
ご
り
」
は
「
月
の
沈
ん
だ
あ
と
の

余
光
。
釈
尊
の
残
し
た
教
え
（
遺
教
、
遺
法
）
の
比
喩
」（
と
も
に
新
大
系
）

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
さ
や
け
し
」
は
、「
遺
法
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

た
た
え
る
」（
新
大
系
）
意
を
比
喩
的
に
表
し
て
い
る
。

・
す
む
水
に
さ
や
け
き
か
げ
の
う
つ
れ
ば
や
こ
よ
ひ
の
月
の
名
に
な
が
る
覧

（
千
載
集
・
秋
下
・
三
三
六
・
大
宮
右
大
臣
・「
後
冷
泉
院
御
時
、
九

月
十
三
夜
月
宴
侍
け
る
に
よ
み
侍
け
る
」）

こ
の
「
す
む
月
に
…
」
詠
は
、「
内
裏
御
所
の
晴
れ
の
宴
の
月
。
水
に
映

る
艶
や
か
な
月
」（
新
大
系
）
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
後
の
名
月
の
特
別
に

澄
ん
で
美
し
い
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
月
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
た
「
さ
や
け
し
」
は
、
秋
の

月
の
非
常
に
明
る
い
様
子
を
表
現
す
る
例
が
多
い
の
に
加
え
、
釈
尊
の
教
え

を
比
喩
的
に
た
た
え
る
用
法
、
宮
中
の
名
月
の
澄
ん
だ
美
し
さ
を
た
た
え
る

用
法
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

・
冬
の
夜
の
池
の
氷
の
さ
や
け
き
は
月
の
光
の
磨
く
な
り
け
り

（
拾
遺
集
・
冬
・
二
四
〇
・
元
輔
・「
廉
義
公
家
障
子
」）

・
な
に
か
お
も
ふ
春
の
嵐
に
雲
晴
れ
て
さ
や
け
き
影
は
君
の
み
ぞ
見
ん

（
金
葉
集
・
雑
上
・
六
〇
三
・
周
防
内
侍
・「
こ
れ
を
奏
し
け
れ
ば
、

内
侍
周
防
を
召
し
て
、
こ
れ
が
返
し
せ
よ
、
と
仰
せ
言
あ
り
け
れ
ば

つ
か
う
ま
つ
れ
る
」）

・
夕
月
夜
ほ
の
め
く
か
げ
も
卯
花
の
咲
け
る
わ
た
り
は
さ
や
け
か
り
け
り

（
千
載
集
・
夏
・
一
四
〇
・
右
近
衛
大
将
実
房
・「
暮
見
卯
花
と
い
へ

る
心
を
よ
み
侍
け
る
」）
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右
の
三
首
は
、
月
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、「
さ
や
け
し
」
が
用
い
ら
れ

た
例
で
あ
る
。「
冬
の
夜
の
…
」
詠
は
池
に
張
っ
た
氷
に
月
の
光
が
映
っ
た

清
ら
か
な
美
し
さ
を
、「
さ
や
け
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
な
に
か
お
も
ふ

…
」
詠
で
は
、「
さ
や
け
き
」
は
日
の
光
の
明
る
さ
を
表
現
し
、
帝
の
恵
み

の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
。「
夕
月
夜
…
」
詠
の
「
さ
や
け
か
り
」
は
、
卯
の

花
の
白
さ
に
つ
い
て
、「
満
月
の
光
の
よ
う
に
明
る
い
」（
新
大
系
）
の
意
を

表
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
明
る
い
さ
ま
を
示
し
て
い
て
、
月
に
つ
い
て
用
い
ら
れ

た
用
法
と
共
通
し
た
用
い
ら
れ
方
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
八
代
集
で
「
さ
や
け
し
」
は
、
主
と
し
て
月
に
つ
い
て
、

そ
の
と
て
も
澄
ん
で
明
る
い
さ
ま
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、『
万
葉
集
』
に
多
く
見
ら
れ
た
、
川
、
山
が
感
じ
さ
せ
る
、

清
ら
か
で
す
が
す
が
し
い
さ
ま
を
示
す
用
法
が
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

て
、『
万
葉
集
神
事
語
辞
典
』
が
指
摘
す
る
「
古
代
の
人
々
の
独
特
な
美
意

識
」
も
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

形
容
動
詞
「
さ
や
か
な
り
」
は
、『
万
葉
集
』
で
は
使
用
例
が
四
例
と
少

な
く
、
そ
れ
も
連
用
形
ば
か
り
で
、
も
っ
ぱ
ら
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

八
代
集
に
な
る
と
、
十
五
首
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
、
述
語
と
し
て
、
あ
る

い
は
連
体
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た

連
用
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
副
詞
的
用
法
に
加
え
、
視
覚
的
・
聴

覚
的
に
具
体
的
な
意
味
内
容
を
伴
う
例
が
見
ら
れ
る
。

「
さ
や
か
な
り
」
が
叙
述
、
修
飾
す
る
対
象
も
、
八
代
集
で
は
、
白
雪
、

秋
の
月
の
光
、
河
の
流
れ
、
禊
を
す
る
人
の
心
、
郭
公
の
声
、
紅
葉
、
花
の

色
、
誓
い
な
ど
、
自
然
か
ら
人
事
ま
で
、
多
様
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
類
義

語
で
あ
る
形
容
詞
「
さ
や
け
し
」
が
、『
万
葉
集
』
に
比
べ
て
八
代
集
で
は

多
様
性
を
失
い
、
も
っ
ぱ
ら
月
の
澄
ん
だ
明
る
さ
の
形
容
に
限
定
し
て
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、「
さ
や
か
な
り
」
は
、
ず
っ
と
幅

広
い
用
法
を
八
代
集
に
お
い
て
獲
得
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

注

（
１
）
『
万
葉
集
』
か
ら
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
、

新
編
全
集
と
略
称
す
る
）
に
よ
る
。

（
２
）
八
代
集
か
ら
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
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
。

（
３
）
上
條
彰
次
校
注
『
千
載
和
歌
集
』（
一
九
九
五
年
、
和
泉
書
院
）。

（
し
え

じ
ん

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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