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道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

今
　
西
　
祐

一
区良

嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
し
る

の
歌
が
、
道
孟
母
の
歌
の
な
か
で
飛
び
抜
け
て
有
名
な
の
は
、
そ
れ
が
『
百
人
一
首
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

『
百
人
一
首
』
に
よ
る
評
判
は
鎌
倉
時
代
以
後
の
こ
と
。
呵
百
人
一
首
』
で
の
評
価
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
歌
は
平
安
時
代
に
す
で

に
秀
歌
と
し
て
名
高
か
っ
た
。
む
し
ろ
藤
原
定
家
は
そ
の
よ
う
な
古
来
の
評
価
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
歌
を
『
百
人
一
首
』
に
選
び
入
れ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
が
は
や
く
か
ら
い
か
に
高
い
評
価
を
得
て
い
た
か
は
、
ま
ず
そ
れ
が
勅
撰
和
歌
集
『
拾
遺
抄
』
、
『
拾
遺
集
』
に
と
も
に
採
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
。

　
　
　
入
道
摂
政
（
の
）
ま
か
り
た
り
け
る
に
、

道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

門
を
お
そ
く
あ
け
（
は
べ
り
）
け
れ
ば
、
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（
る
に
〉

　
　
　
　
　
た
ち
わ
づ
ら
ひ
ぬ
と
い
ひ
い
れ
て
侍
り
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
右
大
将
髪
綱
母

な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
し
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
拾
遺
集
』
恋
四
　
九
一
二
、

（
）
内
は
『
抄
』
の
本
文

『
拾
遺
抄
』
恋
上
　
二
六
八
）

2

　
の
み
な
ら
ず
『
拾
遺
集
』
の
撰
者
と
目
さ
れ
る
藤
原
公
任
は
、
み
ず
か
ら
編
ん
だ
秀
歌
合
わ
せ
『
前
十
五
番
歌
合
』
に
お
い
て
、
こ

の
歌
を
「
帥
殿
母
上
」
す
な
わ
ち
藤
原
伊
周
の
母
高
階
貴
子
の
「
忘
れ
じ
の
行
く
末
ま
で
は
難
け
れ
ば
今
日
を
限
り
の
命
と
も
が
な
」

と
並
べ
る
（
こ
の
配
列
は
『
百
人
一
首
』
と
同
じ
で
あ
る
）
と
同
時
に
、
「
わ
が
心
に
か
な
へ
る
歌
一
巻
を
あ
つ
め
て
、
深
き
窓
に
か
く

す
集
と
い
へ
り
」
（
『
後
拾
遺
集
』
序
）
と
い
わ
れ
た
『
深
窓
秘
抄
』
に
も
こ
の
一
首
を
加
え
た
。

　
少
し
時
代
が
下
っ
て
、
野
望
の
手
に
な
る
秀
歌
撰
『
玄
寄
集
』
で
も
、
「
大
入
道
殿
、
よ
べ
な
ど
か
お
そ
く
あ
け
給
は
ざ
り
し
と
の
給

は
せ
た
り
け
れ
ば
、
御
返
事
」
の
詞
書
（
た
だ
し
、
こ
の
詞
書
に
は
問
題
が
あ
る
。
後
述
）
の
も
と
に
収
め
ら
れ
、
こ
の
髪
綱
母
歌
の

評
価
は
一
貫
し
て
高
い
。

　
加
え
て
、
こ
の
歌
は
、
た
ん
に
歌
の
出
来
映
え
だ
け
で
な
く
、
そ
の
詠
ま
れ
た
場
面
が
歌
語
り
の
よ
う
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

『
大
鏡
』
は
、
評
家
の
子
息
を
語
っ
て
道
綱
に
及
ぶ
際
、
道
綱
母
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
筆
を
費
や
し
て
い
る
。

こ
の
母
君
、
き
は
め
た
る
和
歌
の
上
手
に
て
お
は
し
け
れ
ば
、
こ
の
殿
の
か
よ
は
せ
給
ひ
け
る
ほ
ど
の
こ
と
、
歌
な
ど
書
き
集
め

て
、
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
と
名
づ
け
て
、
世
に
ひ
ろ
め
給
へ
り
。
殿
の
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
、
門
を
お
そ
く
あ
け
た
り
け
れ

ば
、
た
び
く
御
消
息
い
ひ
い
れ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
女
君
、

　
　
な
げ
き
つ
〉
ひ
と
り
ぬ
る
よ
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
と
か
は
し
る

い
と
興
あ
り
と
お
ぼ
し
め
し
て
、



　
　
げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
ま
き
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
く
る
し
か
り
け
り

さ
れ
ば
そ
の
腹
の
君
ぞ
か
し
。

　
そ
こ
で
は
秀
歌
と
し
て
誉
れ
高
か
っ
た
道
綱
母
の
歌
に
加
え
て
、
兼
家
の
返
歌
も
記
さ
れ
る
。
こ
の
墨
家
の
返
歌
は
、
『
大
鏡
』
以
前

に
は
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
に
し
か
見
え
な
い
歌
で
、
と
す
れ
ば
『
大
鏡
』
の
記
事
に
『
日
記
』
が
関
わ
り
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十

分
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
そ
の
箇
所
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

…
…
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
、
あ
か
月
が
た
に
門
を
た
た
く
と
き
あ
り
。
さ
な
め
り
と
思
ふ
に
、
憂
く
て
あ
け
さ
せ
ね
ば
、

家
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
に
も
の
し
た
り
。
つ
と
め
て
、
な
ほ
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
て
、

　
　
な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
よ
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
と
か
は
し
る

と
、
例
よ
り
は
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
書
き
て
、
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
に
さ
し
た
り
。
返
り
ご
と
、

　
　
あ
く
る
ま
で
も
心
み
む
と
し
つ
れ
ど
、
と
み
な
る
召
使
の
来
あ
ひ
た
り
つ
れ
ば
な
ん
。
い
と
こ
と
わ
り
な
り
つ
る
は
。

　
　
げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
ま
き
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
わ
び
し
か
り
け
り

例
の

　
し
か
し
、
事
柄
は
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
拾
遺
集
』
や
『
大
鏡
』
が
要
綱
聖
歌
を
、
訪
れ
た
兼
家
の
「
門
を
開
け
よ
」
と

い
う
催
促
に
応
え
て
詠
み
出
し
た
歌
と
受
け
取
れ
る
書
き
方
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
で
は
、
そ
の
歌
を
門
を
開
け

な
い
ま
ま
に
兼
家
を
追
い
帰
し
た
道
開
母
の
方
か
ら
、
翌
朝
に
な
っ
て
詠
み
送
っ
た
歌
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者

で
は
当
座
、
あ
る
い
は
即
座
の
詠
と
受
け
取
る
の
が
自
然
な
状
況
で
あ
り
、
後
者
で
は
一
晩
お
い
た
翌
朝
の
詠
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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「
拾
遺
集
に
は
そ
の
夜
の
贈
答
の
や
う
に
書
き
た
れ
ど
、
蜻
蛉
日
記
を
見
れ
ば
翌
朝
の
贈
答
な
り
」
（
百
人
一
首
一
夕
話
）
。

　
こ
の
食
い
違
い
は
ど
こ
で
発
生
し
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
ど
ち
ら
が
実
際
で
あ
っ
た
の
か
。

今
日
、
恐
ら
く
は
も
っ
と
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
『
百
人
一
首
』
の
解
説
書
で
あ
る
、
島
津
忠
夫
氏
の
角
川
文
庫
『
百
人
一
首
』
は
、

こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

4

『
拾
遺
集
』
と
『
蜻
蛉
日
記
』
と
で
そ
の
作
歌
事
情
を
異
に
す
る
。
真
意
は
ま
さ
し
く
日
記
に
あ
る
ご
と
く
で
、
一
子
道
綱
が
生

ま
れ
て
ま
も
な
く
、
町
小
路
の
女
に
通
い
は
じ
め
た
兼
家
に
激
昂
し
た
作
者
が
、
二
、
三
日
し
て
訪
れ
、
門
を
た
た
く
兼
家
に
対

し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
翌
朝
、
こ
と
さ
ら
に
「
う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
」
に
さ
し
て
、
送
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
記
載
が
事
実
で
、
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
『
拾
遺
集
』
の
方
が
事
実
で
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
は
事
実
を
歪
め
た
記
述
だ
と
い
う
大
胆
な
指
摘
が
、

江
戸
時
代
の
『
百
人
一
首
』
注
釈
書
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
香
川
景
樹
の
『
百
首
異
見
』
で
あ
る
。

二

景
樹
は
言
う
。

蜻
蛉
日
記
に
、
此
門
た
》
き
給
へ
る
事
を
、

せ
し
や
う
に
書
る
は
ひ
が
事
也
。

つ
ひ
に
明
ず
し
て
か
へ
し
ま
み
ら
せ
て
、
明
る
あ
し
た
こ
な
た
よ
り
よ
み
て
つ
か
は



と
。
そ
の
理
由
は
、

「
ひ
と
り
ぬ
る
よ
の
震
る
間
は
」
と
い
ひ
、
「
い
か
に
久
し
き
」
と
い
へ
る
は
、
門
あ
く
る
あ
ひ
だ
の
遅
き
を
、
儲
び
給
ひ
し
に
く

ら
べ
た
る
也
。
つ
ひ
に
明
ず
し
て
や
み
た
ら
ん
に
は
、
何
に
あ
た
り
て
か
、
覧
る
ま
は
と
も
、
久
し
き
と
も
よ
み
競
べ
き
。
此
寄

の
返
し
、
「
げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
真
木
の
戸
も
お
そ
く
象
る
は
わ
び
し
か
り
け
り
」
と
あ
り
。
此
お
そ
く
明
る
は
と
あ
る
に

も
、
明
て
入
奉
し
こ
と
い
ち
し
る
し
。

だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
記
事
を
、
訪
れ
た
兼
家
が
何
の
消
息
も
言
い
入
れ
な
い
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
い
、
翌
朝
に
な
っ
て
道
捗
母
が
腹
を

立
て
て
歌
を
詠
み
送
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
（
そ
し
て
、
現
在
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
は
お
お
む
ね
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
）
、
そ
の
歌
「
嘆
き
つ
つ
…
…
」
に
は
景
樹
の
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題
点
が
た
し
か
に
あ
る
。

　
『
拾
遺
集
』
で
は
、
道
綱
聖
歌
が
、
墨
家
の
「
た
ち
わ
づ
ら
ひ
ぬ
」
と
い
う
抗
議
に
応
え
て
詠
み
出
さ
れ
た
巧
み
な
切
り
返
し
と
な
っ

て
い
る
の
に
対
し
、
『
日
記
』
で
は
憤
愚
や
る
か
た
な
い
道
綱
母
の
一
人
相
撲
の
よ
う
な
歌
と
な
っ
て
、
「
ひ
と
り
ぬ
る
夜
の
あ
く
る
ま
」
、

「
い
か
に
久
し
き
」
と
い
う
秀
句
が
宙
に
浮
く
気
味
が
な
い
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
景
樹
が
い
う
よ
う
に
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
記
事
は
事
実
と
相
違
し
た
「
ひ
が
事
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
景
樹
の
説
を
も
視
野
に
い
れ
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
駆
使
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
文
が
あ
る
。
坂
本
信
男

氏
「
道
官
等
「
嘆
き
つ
》
」
詠
歌
の
受
容
…
解
釈
と
再
検
討
…
」
（
立
教
大
学
「
日
本
文
学
」
四
九
号
、
昭
和
五
七
年
一
二
月
）
で
、
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

も
氏
の
論
に
多
く
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

　
氏
は
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
等
か
ら
窺
え
る
「
門
を
開
け
る
の
が
遅
い
と
言
っ
て
い
る
兼
家
に
作
者
が
歌
を
差
し
出
す
と
い
う
状
況
」
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と
、
姻
家
が
帰
っ
て
い
っ
た
翌
朝
に
歌
を
言
い
送
っ
た
と
い
う
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
記
述
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
一
見
相
反
す
る
両

者
の
間
に
は
、
実
は
本
質
的
な
違
い
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

　
氏
は
『
拾
遺
集
』
詞
書
の
「
お
そ
く
あ
け
け
れ
ば
」
と
い
う
言
い
回
し
に
焦
点
を
絞
り
、
岡
崎
正
継
氏
の
論
文
「
「
御
導
師
遅
く
参
り

け
れ
ば
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
今
泉
忠
義
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
叢
』
、
昭
和
四
八
年
）
を
援
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
論
を
展

開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
お
そ
く
あ
け
る
」
と
は
「
遅
く
な
っ
た
」
け
れ
ど
も
「
開
け
た
」
と
い
う
肯
定
命
題
で
は
な
く
、
「
な
か
な
か

開
け
な
か
っ
た
」
と
い
う
否
定
命
題
を
表
す
言
い
方
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
『
拾
遺
集
』
詞
書
に
お
い
て
も
道
綱
母
は
門
を
開
け
ず
兼

家
を
帰
し
た
と
い
う
意
に
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
日
記
の
伝
え
る
詠
歌
事
情
の
積
極
的
な
修
正
・
変
形
は
見
ら
れ
な

い
」
、
つ
ま
り
と
両
者
の
違
い
は
本
質
的
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
香
川
景
樹
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
大
胆
か
つ
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
「
お
そ
く
～
す
る
」
と
い
う
表

現
は
従
来
の
解
釈
の
死
角
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
注
目
し
た
坂
本
氏
の
論
は
斬
新
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
拾
遺
集
』
詞
書
と
『
か
げ
ろ
う
ふ

日
記
』
と
の
同
一
性
を
性
急
に
立
証
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
氏
が
『
拾
遺
集
』
詞
書
の
「
い
ひ
い
れ
て
侍
り
け
る
に
」
の
助
詞
「
て
」

に
過
重
な
意
味
を
期
待
し
た
き
ら
い
の
あ
る
点
は
再
考
を
要
す
る
。

　
氏
は
、
『
拾
遺
集
』
詞
書
「
立
ち
わ
づ
ら
ひ
ぬ
と
い
ひ
入
れ
て
侍
り
け
る
に
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
、

「
立
ち
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
た
と
申
し
入
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
」

じ
て
歌
を
出
し
た
と
い
う
場
面
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
に
な
る
。

と
解
す
る
と
、
兼
家
が
案
内
を
申
し
入
れ
た
時
即
座
に
作
者
が
応

こ
の
点
、
拾
遺
抄
の
記
述
は
蜻
蛉
日
記
と
場
面
構
成
が
異
な
る
こ

6

と
、
従
来
の
解
釈
を
ま
ず
提
示
し
、
し
か
し
、
詞
書
の
「
侍
り
」
の
上
に
「
て
」
が
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
、



補
助
動
詞
「
侍
り
」
は
「
て
」
に
接
し
て
本
来
の
存
在
の
意
を
な
お
保
ち
、
そ
の
動
作
（
状
態
）
の
存
続
を
添
え
表
わ
す
機
能
を

残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
文
は
「
立
ち
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
た
と
申
し
入
れ
て
お
り
ま
し
た
と

こ
ろ
（
申
し
入
れ
た
状
態
で
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
）
」
と
解
釈
で
き
る
。
と
す
る
と
こ
の
表
現
は
必
ず
し
も
女
の
家
に
案
内
を
請
う

て
其
処
で
即
座
に
歌
が
返
さ
れ
た
と
い
う
場
面
を
構
成
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
言
い
入
れ
た
状
態
で
そ
れ
が
継
続
し
て
い
る
故
に
、

「
言
い
入
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
（
ソ
ノ
後
送
ラ
レ
テ
キ
タ
歌
）
」
と
い
う
事
態
・
内
容
を
含
み
う
る
表
現
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
拾

遺
抄
の
表
現
は
、
蜻
蛉
日
記
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
い
き
さ
っ
と
相
矛
盾
し
た
要
素
を
も
た
な
い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
る
。

　
だ
が
、
助
詞
「
て
」
が
「
動
作
（
状
態
）
の
存
続
を
添
え
表
わ
す
」
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
一
字
の
追
加
で
即
座
の
返
歌
が
翌
朝
の

贈
歌
に
変
わ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
解
釈
は
、
助
詞
「
て
」
の
機
能
を
重
視
し
す
ぎ
て
、
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
る
。
助
詞
「
て
」

が
必
ず
し
も
坂
本
氏
の
い
う
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
「
言
ひ
入
れ
て
侍
り
」
の
例
を

見
れ
ば
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
秋
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
あ
る
所
に
、
女
ど
も
の
あ
ま
た
簾
の
内
に
侍
り
け
る
に
、

　
　
　
　
男
の
、
歌
の
本
を
言
ひ
入
れ
て
侍
り
け
れ
ば
、
末
は
内
よ
り

白
露
の
お
き
に
あ
ま
た
の
声
す
れ
ば
　
花
の
色
々
あ
り
と
知
ら
な
ん

よ
み
人
し
ら
ず

　
（
後
撰
集
　
二
九
三
）

男
な
ど
侍
ら
ず
し
て
年
ご
ろ
山
里
に
こ
も
り
侍
り
け
る
女
を
、
昔
あ
ひ
知
り
て

侍
り
け
る
人
、
道
ま
か
り
け
る
つ
い
で
に
、
「
ひ
さ
し
う
聞
こ
え
ざ
り
つ
る
を
、

7

道
綱
母
「
嘆
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つ
ひ
と
り
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る
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作
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道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

　
　
　
　
　
　
こ
〉
な
り
け
り
」
と
言
ひ
入
れ
て
侍
り
け
れ
ば

朝
な
け
に
世
の
う
き
こ
と
を
し
の
び
つ
つ
な
が
め
せ
し
ま
に
年
は
へ
に
け
り

土
佐

（
後
撰
集

一
七
四
）

8

　
　
　
　
　
　
参
議
玄
上
が
妻
の
、
月
の
明
き
夜
、
門
の
前
を
わ
た
る
と
て
、

　
　
　
　
　
　
消
息
い
ひ
入
れ
て
侍
り
け
れ
ば

雲
井
に
て
あ
ひ
語
ら
は
ぬ
月
だ
に
も
我
が
宿
す
ぎ
て
ゆ
く
時
は
な
し

伊
勢

（
拾
遺
集
　
四
三
七
）

　
こ
れ
ら
の
「
言
ひ
入
れ
て
侍
り
」
に
対
す
る
応
答
歌
は
、
「
と
（
疾
）
き
を
こ
そ
、
か
か
る
お
り
に
は
」
（
源
氏
物
語
・
橋
姫
）
と
い

う
場
合
で
、
い
ず
れ
も
即
座
の
詠
、
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
就
中
、
『
後
撰
集
』
二
九
三
番
歌

は
連
歌
で
あ
り
、
末
の
句
は
間
髪
を
置
か
ず
に
詠
み
出
さ
れ
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
『
拾
遺
集
』

の
道
綱
母
歌
を
従
来
の
解
釈
の
よ
う
に
兼
家
の
「
立
ち
わ
づ
ら
ひ
ぬ
」
と
い
う
「
言
ひ
入
れ
」
の
時
点
か
ら
あ
ま
り
間
を
置
か
ず
に
詠

ま
れ
た
歌
と
受
け
取
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
た
前
掲
『
後
撰
集
』
、
『
拾
遺
集
』
の
「
言
ひ
入
れ
て
侍
り
」
の
中
に
は
、
豆
本
に
よ
っ
て
「
て
」
の
な
い
「
言
ひ
入
れ
侍
り
」
と

な
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
今
日
流
布
の
定
家
本
の
「
言
ひ
入
れ
侍
り
」
が
他
本
で
「
言
ひ
入
れ
て
侍
り
」
と
な
る
例
な
ど
も
あ
っ
て
、

「
言
ひ
入
れ
て
侍
り
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
、
判
断
の
根
拠
と
す
る
に
は
多
分
に
不
安
定
な
材
料
で
あ
る
。

　
か
れ
こ
れ
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
て
」
一
字
の
有
無
だ
け
に
頼
っ
て
歌
の
詠
ま
れ
た
時
点
を
判
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
が
過
ぎ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
坂
本
氏
の
説
の
無
効
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
詠
歌
事
情
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
拾
遺
集
』
（
以
下
、
『
大
鏡
』
に
至
る
ま
で
）
と
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
と
を
、
も
う
一
度
見

較
べ
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
が
一
点
の
曇
り
も
な
く
明
瞭
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
記
す
詠
歌

事
情
に
は
一
抹
の
不
審
が
た
だ
よ
う
。
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
本
文
だ
け
を
眺
め
て
い
て
看
取
で
き
る
よ
う
な

不
審
で
は
な
い
。

　
問
題
は
、
『
拾
遺
集
』
の
詞
書
に
は
な
く
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
本
文
に
は
あ
る
記
述
、
す
な
わ
ち
「
門
を
た
た
く
」
と
い
う
こ
と
に
か

か
わ
る
。

　
男
が
女
の
も
と
を
訪
れ
て
「
門
を
た
た
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
平
安
時
代
の
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
か
げ
ろ

ふ
日
記
』
が
伝
え
る
よ
う
な
、
門
を
た
た
い
た
け
れ
ど
も
開
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
例
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
女
の
も
と
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
門
を
鎖
し
て
あ
け
ざ
り
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
ま
か
り
帰
り
て
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
輔
朝
臣

　
　
秋
の
夜
の
草
の
と
ざ
し
の
わ
び
し
き
は
あ
く
れ
ど
あ
け
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
記
し
ら
ず

　
　
い
ふ
か
ら
に
つ
ら
さ
ぞ
ま
さ
る
秋
の
夜
の
草
の
と
ざ
し
に
さ
は
る
べ
し
や
は
　
　
　
　
（
後
撰
集
恋
五
　
八
九
九
、
九
〇
〇
）

　
こ
れ
は
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
記
事
と
「
や
や
似
た
場
合
」
の
「
門
前
払
い
」
の
例
と
し
て
柿
本
奨
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
』
に
挙
げ

ら
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
同
書
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
類
似
例
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

9



道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

　
　
　
　
　
男
の
、
物
な
ど
言
ひ
っ
か
は
し
け
る
女
の
田
舎
の
家
に
ま
か
り
て
、

　
　
　
　
　
た
た
き
け
れ
ど
も
聞
き
つ
け
ず
や
あ
り
け
ん
、
門
も
あ
け
ず
な
り

　
　
　
　
　
に
け
れ
ば
、
田
の
ほ
と
り
に
蛙
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て

あ
し
ひ
き
の
山
田
の
ぞ
ほ
づ
う
ち
わ
び
て
ひ
と
り
か
へ
る
の
ね
を
ぞ
泣
き
ぬ
る

（
後
撰
集
　
恋
四
　
八
〇
六
）

1
0

　
　
　
　
　
お
な
じ
人
、
女
の
も
と
に
き
て
門
を
た
た
き
け
る
に
、
あ
け
ざ
り

　
　
　
　
　
け
れ
ば
、
か
へ
り
て
、
あ
し
た
に
う
ら
み
た
り
け
れ
ば
、
女

た
つ
ぬ
べ
き
人
も
お
ぼ
え
ぬ
わ
が
門
を
よ
る
は
む
ぐ
ら
の
ね
こ
そ
さ
す
ら
め

　
　
　
　
　
か
へ
し
、
を
と
こ

草
葉
だ
に
心
あ
る
ら
し
八
重
葎
い
る
人
わ
き
て
ね
や
の
と
ざ
せ
ば

　
　
　
　
　
と
い
ひ
て
来
け
る
に
、
戸
な
ほ
か
た
か
り
け
れ
ば

こ
の
世
に
は
つ
き
し
も
は
て
じ
思
ふ
こ
と
い
の
ち
の
の
ち
は
い
つ
か
た
ゆ
べ
き

（
小
大
君
集
　
六
九
～
七
一
）

　
　
　
　
　
お
な
じ
こ
ろ
い
き
て
た
た
く
に
、
あ
け
ね
ば
、
を
と
こ

し
の
の
め
の
あ
け
ざ
り
し
か
ば
夜
も
す
が
ら
ま
き
の
戸
よ
り
は
立
ち
帰
り
に
し

　
　
　
　
　
返
し

夏
の
夜
も
ま
き
の
板
戸
も
い
た
づ
ら
に
あ
け
て
く
や
し
く
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

（
信
明
集
　
一
〇
五
、
六
）

類
例
は
さ
ら
に
追
加
で
き
る
。



　
　
　
　
　
し
の
び
た
り
け
る
と
こ
ろ
の
か
ど
を
た
た
き
け
れ
ど
、
あ
け
ざ

　
　
　
　
　
り
け
れ
ば
、
帰
り
て
つ
と
め
て

お
ぼ
っ
か
な
ま
だ
あ
け
ぬ
よ
の
月
を
み
て
あ
ま
の
と
ば
か
り
な
が
め
ら
れ
し
か

　
　
　
　
　
お
な
じ
こ
ろ
、
月
の
あ
か
き
に
、
人
の
も
と
に
い
き
て
門
を
た

　
　
　
　
　
た
く
に
、
車
に
の
り
な
が
ら
琵
琶
を
ひ
く
を
聞
き
な
が
ら
、
つ

　
　
　
　
　
ひ
に
あ
け
ね
ば
、
つ
と
め
て

花
の
夜
の
月
に
し
ら
べ
し
琴
の
ね
の
あ
は
れ
を
し
れ
る
人
ぞ
な
か
り
し

　
　
　
　
　
か
ど
た
た
き
わ
づ
ら
ひ
て
か
へ
り
に
け
る
人
の
、
つ
と
め
て

世
と
と
も
に
あ
ら
き
風
ふ
く
西
の
海
も
い
そ
べ
に
波
は
よ
せ
ず
と
や
質
し

　
　
　
　
　
と
う
ら
み
た
り
け
る
か
へ
り
ご
と

か
へ
り
て
は
お
も
ひ
し
り
ぬ
や
岩
か
ど
に
う
き
て
よ
り
け
る
岸
の
あ
だ
な
み

　
　
　
　
　
む
す
め
の
か
た
に
、
夜
ふ
け
て
門
た
た
く
人
の
あ
り
し
を
、

　
　
　
　
　
あ
け
ね
ば
つ
と
め
て
、
を
と
こ

さ
ら
で
ま
つ
人
を
ば
し
ら
で
八
重
葎
心
か
と
な
く
た
た
き
け
る
か
な

　
　
　
　
　
か
へ
し
、
か
は
り
て

八
重
葎
さ
し
は
へ
て
や
は
来
た
り
け
む
門
あ
く
か
ら
に
に
く
く
も
あ
る
か
な

　
　
道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

（
実
方
集
　
一
五
六
）

（
輔
親
集
　
九
二
）

（
紫
式
部
集
　
四
九
、
五
〇
）

（
赤
染
衛
門
集
　
三
七
四
、
五
）
　
1
1



道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
」
歌
の
詠
作
事
情

　
列
挙
し
た
例
に
は
、
い
ず
れ
も
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
と
同
様
、
男
の
「
門
た
た
き
」
に
対
し
て
門
を
開
け
な
い
女
が
登
場
す
る
。
し

か
し
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
に
は
そ
れ
ら
と
は
決
定
的
に
異
な
る
一
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
だ

け
を
眺
め
て
い
た
の
で
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。
列
挙
し
た
例
と
対
比
さ
せ
た
と
き
、
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
何
か
。

1
2

四

　
男
が
訪
れ
門
を
た
た
く
、
し
か
し
女
は
門
を
開
け
な
い
一
場
面
は
そ
の
あ
と
ど
う
展
開
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
に
掲
げ
た
多

く
の
例
は
、
例
外
な
く
ま
ず
男
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
最
初
に
挙
げ
た
『
後
撰
集
』

兼
輔
歌
の
よ
う
に
歌
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
『
小
大
君
集
』
の
よ
う
に
「
恨
み
言
」
の
場
合
も
あ
る
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
や
り
取
り
の

口
火
を
切
る
の
は
門
を
開
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
男
の
方
で
あ
っ
た
。
兼
家
が
ま
ず
「
立
ち
わ
づ
ら
ひ
ぬ
」
と
い
う
言
を
発
し
た
と
記

す
『
拾
遺
集
』
道
綱
母
歌
の
詞
書
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
兼
家
が
門
を
た
た
く
、
し
か
し
道
綱
母
は
「
さ
な
め
り
と
思
ふ
に
憂
く

て
開
け
さ
せ
」
な
か
っ
た
、
す
る
と
兼
家
は
新
し
い
通
い
所
町
の
小
路
に
（
と
い
う
の
は
道
書
母
の
思
い
こ
み
か
も
知
れ
な
い
が
）
行
っ

て
し
ま
う
。
憤
愚
や
る
か
た
な
い
君
影
母
は
翌
朝
に
な
っ
て
兼
家
に
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
を
詠
み
送
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
は
門
を
た
た
い
た
後
の
兼
官
の
動
き
が
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
が
前
節
列
挙
の
「
門
た
た
き
」
の
諸
例

と
は
微
妙
に
、
し
か
し
決
定
的
に
異
な
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
兼
言
の
前
夜
の
「
門
た
た
き
」
に
応
じ
て
翌
朝
詠

ま
れ
た
と
い
う
道
綱
母
歌
成
立
の
い
き
さ
つ
を
か
な
り
不
自
然
な
も
の
に
す
る
。

　
従
来
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
読
解
は
道
綱
母
の
心
情
に
寄
り
添
う
こ
と
に
熱
心
で
、
こ
の
不
自
然
に
関
し
て
は
あ
ま
り
注
意
を
払
わ



な
か
っ
た
。

　
香
川
景
樹
の
よ
う
に
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
が
事
実
を
歪
め
た
「
ひ
が
事
」
を
記
し
た
と
断
言
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
道
孟
母
が
み
ず
か
ら
の
心
情
を
述
べ
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
『
日
記
』
へ
の
記
載
を
省
い
た
兼
言
の
動
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
省
略
さ
れ
た
湖
面
の
動
き
と
は
何
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
門
が
開
か
な
い
（
あ
る
い
は
開
か
な

か
っ
た
）
こ
と
へ
の
兼
家
の
抗
議
で
あ
る
。

　
前
節
に
掲
げ
た
多
く
の
事
例
に
照
ら
す
ま
で
も
な
く
、
道
綱
前
置
の
門
を
た
た
い
た
兼
家
が
、
門
が
開
か
な
く
て
何
も
言
わ
ず
に
帰
っ

て
い
く
は
ず
は
な
い
。
た
と
え
機
嫌
を
損
ね
て
い
る
道
亡
母
の
門
を
開
け
よ
う
と
し
な
い
強
情
が
、
町
の
小
路
に
執
心
中
の
当
夜
の
兼

家
に
と
っ
て
も
っ
け
の
幸
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
愛
想
の
ひ
と
つ
も
言
う
の
が
当
時
の
男
た
ち
が
わ
き
ま
え
て
い
た
常
識
、
礼
儀
で

あ
る
。
将
家
が
無
言
の
ま
ま
立
ち
去
っ
た
、
あ
る
い
は
立
ち
去
っ
た
ま
ま
無
言
で
あ
っ
た
、
と
い
う
状
況
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
夜
は

言
葉
な
く
立
ち
去
っ
た
と
し
て
も
、
翌
朝
に
は
一
言
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
で
あ
る
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
は
、
そ
の
吉
家
の
一
言
を
記
さ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
秋
山
慶
・
上
村
悦
子
・
木
村
正
中
「
蜻
蛉
日
記
注
解
」
（
六
）
は
、
『
拾
遺
集
』
、
『
大
鏡
』
と
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
と
の
違
い
に
つ
い

て
、

拾
遺
集
・
大
鏡
で
は
「
門
を
お
そ
く
あ
け
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
い
っ
さ
い
触
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
蜻

蛉
で
は
何
度
も
消
息
を
遣
っ
て
門
を
あ
け
て
も
ら
お
う
と
務
め
て
い
る
兼
家
の
姿
を
描
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
拾
遺
集
や
大
鏡
に
、

そ
の
撰
者
筆
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
事
実
の
選
択
と
修
正
が
あ
る
か
ら
に
は
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
同
時
に
蜻
蛉
も
ま
た
別
の

意
味
で
事
実
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
七
年
十
月
）
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と
述
べ
る
。

　
勅
撰
集
の
詞
書
が
、
詠
歌
の
い
き
さ
つ
の
記
載
に
最
大
公
約
数
的
な
抽
象
を
施
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

が
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
日
記
と
い
う
も
の
に
も
、
「
注
解
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
事
実
の
変
容
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
近
時
、
神
野
藤
昭
夫
氏
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
現
代
の
『
百
人
一
首
』
の
注
釈
書
が
道
綱
母
歌
に
つ
い
て
「
『
日
記
』
の
側
に

こ
そ
、
真
の
詠
作
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
で
大
勢
は
決
し
て
い
る
」
こ
と
に
疑
問
を
挟
み
、

1
4

通
説
と
は
違
っ
て
、
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
を
め
ぐ
る
『
日
記
』
の
叙
述
す
る
と
こ
ろ
が
事
実
で
あ
る
と
考
え
な
く
と
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。
む
し
ろ
『
蜻
蛉
日
記
』
が
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
日
記
』
が
表
現
し
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
を
読
み
と
る
こ
と
が
だ
い
じ
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
贈
答
歌
に
お
け
る
論
理
の
整
合
性
か
ら
い
え
ば
、
事

実
は
『
拾
遺
集
』
や
『
大
鏡
』
が
伝
え
る
情
報
の
方
が
事
実
に
近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
藤
原
道
綱
母
－
誇
り
高
き
才
媛
」
、
「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
十
二
年
八
月
号
）

と
指
摘
し
た
。

　
事
実
を
探
り
知
る
こ
と
は
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
柄
は
、
事
実
で
あ
る
と
い
う
一
点
だ
け
に
意
味
が
あ
る
と
は
限
ら
な

い
。
事
実
の
解
明
は
、
そ
の
結
果
事
実
か
ら
の
逸
脱
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
事
柄
に
対
し
て
も
、
新
た
な
、
そ
し
て
豊
か
な
意
味

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
道
幅
母
の
「
事
実
の
選
択
と
修
正
」
（
「
蜻
蛉
日
記
注
解
」
）
、
そ
し
て
「
『
蜻
蛉
日
記
』
が
こ
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
こ
と
」
（
神
野
藤
氏
）
か
ら
、
『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
の
解
釈
は
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
注
）
坂
本
氏
の
論
文
に
先
立
っ
て
、
木
村
正
中
氏
「
あ
け
ぬ
真
木
の
戸
1
蜻
蛉
日
記
の
場
面
を
中
心
に
一
」
（
「
武
蔵
野
文
学
」
2
5
・
昭
和
五
十
二



　
年
十
二
月
）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
論
旨
の
輻
鞍
を
恐
れ
て
、
坂
本
氏
の
論
に
の
み
言
及
を
絞
っ
た
。

付
記
　
歌
集
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
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