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は
じ
め
に

『
大
和
物
語
』
一
四
六
段
は
、
宇
多
帝
が
鳥
飼
の
離
宮
で
大
江
玉
淵
の

娘
を
名
乗
る
う
か
れ
め
に
出
会
う
話
で
あ
る
。
宇
多
帝
は
、
そ
の
う
か

れ
め
が
大
江
玉
淵
の
娘
で
あ
る
か
否
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、「
鳥
飼
」

を
題
に
し
た
歌
を
詠
ま
せ
る
。
す
る
と
、
う
か
れ
め
は
即
座
に
歌
を
詠

み
、
そ
の
出
来
映
え
に
、
宇
多
帝
は
感
動
し
て
涙
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。亭

子
の
帝
、
鳥
飼
院
に
お
は
し
ま
し
に
け
り
。
例
の
ご
と
、
御
遊

び
あ
り
。「
こ
の
わ
た
り
の
う
か
れ
め
ど
も
、
あ
ま
た
ま
ゐ
り
て
さ

ぶ
ら
ふ
な
か
に
、
声
お
も
し
ろ
く
、
よ
し
あ
る
も
の
は
侍
り
や
」

と
問
は
せ
た
ま
ふ
に
、
う
か
れ
め
ば
ら
の
申
す
や
う
、「
大
江
の
玉

淵
が
む
す
め
と
申
す
者
、
め
づ
ら
し
う
ま
ゐ
り
て
侍
り
」
と
申
し

け
れ
ば
、
見
せ
た
ま
ふ
に
、
さ
ま
か
た
ち
も
清
げ
な
り
け
れ
ば
、

あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
う
へ
に
召
し
あ
げ
た
ま
ふ
。「
そ
も
そ
も

ま
こ
と
か
」
な
ど
問
は
せ
た
ま
ふ
に
、
鳥
飼
と
い
ふ
題
を
、
み
な

み
な
人
々
に
よ
ま
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。
お
ほ
せ
た
ま
ふ
や
う
、「
玉

淵
は
い
と
ら
う
あ
り
て
、
歌
な
ど
よ
く
よ
み
き
。
こ
の
鳥
飼
と
い

ふ
題
を
よ
く
つ
か
う
ま
つ
り
た
ら
む
に
し
た
が
ひ
て
、
ま
こ
と
の

子
と
は
お
も
ほ
さ
む
」
と
お
ほ
せ
た
ま
ひ
け
り
。
う
け
た
ま
は
り

て
、
す
な
は
ち
、

	
	
	

あ
さ
み
ど
り
か
ひ
あ
る
春
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
か
す
み
な
ら
ね
ど

た
ち
の
ぼ
り
け
り

小
　
松
　
明
日
佳

『
大
和
物
語
』
一
四
六
段
異
文
考

―	「
あ
さ
み
ど
り
」
と
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
―
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と
よ
む
時
に
、
帝
、
の
の
し
り
あ
は
れ
が
り
た
ま
ひ
て
、
御
し
ほ

た
れ
た
ま
ふ
。（
以
下
、
省
略
）（
三
六
六
―
三
六
七
頁
）

	

こ
こ
で
う
か
れ
め
が
詠
ん
だ
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
は
、
現
行
の
各

種
注
釈
書
に
お
い
て
も
こ
の
通
り
で
、
そ
こ
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
歌
に
は
そ
の
実
、
本
文
の
異
同
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

阿
部
俊
子
氏
の
『
校
本
大
和
物
語
と
そ
の
研
究
』（
三
省
堂
・
一
九
五
四

年
）
や
高
橋
正
治
氏
の
『
大
和
物
語
の
研
究
』（
啓
文
堂
・
一
九
七
〇

年
）
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

二
条
家
本
系
統
と
さ
れ
る
多
く
の
諸
本
に
対
立
す
る
か
た
ち
で
、
大
き

な
異
同
を
も
つ
六
条
家
本
系
統
の
少
数
の
伝
本
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い

て
は
、
歌
の
表
現
に
違
い
が
み
ら
れ
る
の
だ
。
九
州
大
学
附
属
図
書
館

蔵
支
子
文
庫
本
『
大
和
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ふ
か
み
と
り
か
ひ
あ
る
は
る
に
あ
ふ
と
き
は
か
す
み
な
ら
ね
と
た

ち
の
ほ
り
け
り
（
一
五
丁
表
）

	

異
同
は
初
句
と
三
句
と
に
み
ら
れ
、
特
に
初
句
の
異
同
は
歌
意
に
も

関
わ
り
、
看
過
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
異
同

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
た
も
の
は
、
従
来
、
柿
本
奨

氏
の
『
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
・
一
九
八
一
年
）
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
同
じ
話
が
『
大
鏡
』
に
み
え
る
こ
と

を
指
摘
の
上
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

（『
大
鏡
』
を
『
大
和
物
語
』
と
比
べ
る
と
―
筆
者
注
）
歌
句
一
句

の
異
伝
の
ほ
か
は
本
段
と
変
る
所
は
無
い
。（
中
略
）
た
だ
、「
ふ

か
み
ど
り
」
は
、

	
	
	

深
緑
染
め
け
む
松
の
え
に
し
（
枝
に
し
・
縁
）
あ
ら
ば
薄
き

袖
に
も
波
は
寄
せ
て
む
（『
後
撰
集
』
恋
歌
五
・
九
三
二
）

	
	
	

深
緑
常
緑
の
松
の
陰
に
ゐ
て
移
ろ
ふ
花
を
よ
そ
に
こ
そ
見
れ

（
同
・
春
上
・
四
二
）

	
	
	

海
に
の
み
浸
ぢ
た
る
松
の
深
緑
幾
し
ほ
（
入
・
潮
）
と
か
は

知
る
べ
か
る
ら
む
（『
拾
遺
集
』
雑
上
・
四
五
七
。『
伊
勢
集
』

に
も
）

	
	
	

三
島
江
の
岸
に
ひ
ま
な
き
深
緑
君
が
み
ゆ
き
を
ま
つ
（
待
・

松
）
に
ぞ
あ
り
け
る
（『
栄
花
物
語
』
松
の
し
づ
え
）

の
よ
う
に
常
緑
の
松
に
つ
い
て
言
う
の
が
目
立
ち
、「
春
」
に
は

「
浅
緑
」
を
優
る
と
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
三
七
七
頁
）

	
柿
本
氏
は
、
和
歌
で
の
用
例
を
吟
味
し
た
上
で
、
春
を
詠
ん
だ
う
か

れ
め
の
歌
に
は
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
あ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
結
論

付
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ふ
か
み
ど
り
」
と
い
う
異
文
が
厳
然
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る
本
文
と
の
優
劣
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
が
『
大
鏡
』
に
も
存
在
し
、
そ
こ
で
の
初
句
が

異
な
る
こ
と
は
、
北
村
季
吟
が
『
大
和
物
語
抄
』
に
お
い
て
、「
大
鏡
に

は
、
ふ
か
み
ど
り
と
侍
り
」
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
の
注

釈
書
で
は
、
初
句
が
異
な
る
た
め
か
、
か
え
っ
て
別
出
へ
の
言
及
・
指

摘
の
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
い
ま
、『
大
鏡
』
他
の
別
出
作
品
を
列

挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
鳥
飼
院
に
お
は
し
ま
し
た
る
に
、
例
の
遊あ

そ
び女
ど
も
あ
ま
た

ま
ゐ
り
た
る
中
に
、
大
江
玉
淵
が
女
の
、
声
よ
く
容か

た
ち貌

を
か
し
げ

な
れ
ば
、
あ
は
れ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
上
に
召
し
あ
げ
て
、「
玉
淵

は
い
と
労
あ
り
て
、
歌
な
ど
よ
く
詠
み
き
。
こ
の
『
鳥
飼
』
と
い

ふ
題
を
、
人
々
の
詠
む
に
、
同
じ
心
に
つ
か
う
ま
つ
り
た
ら
ば
、

ま
こ
と
の
玉
淵
が
子
と
は
思
し
召
さ
む
」
と
仰
せ
た
ま
ふ
を
う
け

た
ま
は
り
て
、
す
な
は
ち
、

	
	
	

ふ
か
み
ど
り
か
ひ
あ
る
春
に
あ
ふ
時
は
霞
な
ら
ね
ど
立
ち
の

ぼ
り
け
り
」

な
ど
、
め
で
た
が
り
て
、
帝
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
も
の

か
づ
け
た
ま
ふ
ほ
ど
の
こ
と
、
南
院
の
七
郎
君
に
う
し
ろ
む
べ
き

こ
と
な
ど
仰
せ
ら
れ
け
る
ほ
ど
な
ど
、
く
は
し
く
ぞ
語
る
。（『
大

鏡
』「
道
長
（
雑
々
物
語
）」・
四
一
三
―
四
一
四
頁
）

と
存
在
す
る
こ
と
に
加
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
段
と
同
じ
内
容

を
記
し
た
後
世
の
作
品
で
も
、
歌
の
初
句
は
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
異
文
「
ふ
か
み
ど
り
」
を
一
概
に
排

除
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
た
い
。

以
下
、
本
文
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
和
歌
に
関
し
て
は

『
新
編
国
歌
大
観
』
に
、
そ
の
他
の
作
品
に
関
し
て
は
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』
に
よ
る
。

一
、「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
の
本
文
異
同
と
別
出
作
品

『
大
和
物
語
』
の
諸
本
間
で
の
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
の
異
同
に
つ
い

て
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
釈
書
類
に
お
い
て
は
、
活

字
化
の
際
に
使
用
し
た
底
本
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、「
あ
さ
み
ど
り
か

ひ
あ
る
春
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
」
と
す
る
本
文
が
、
現
在
で
は
広
く
流
通
し

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
御
巫
本
・
鈴
鹿
本
・
勝
命
本
・
支
子
文
庫
本

と
い
っ
た
、
所
謂
異
本
系
の
本
文
で
は
、「
ふ
か
み
ど
り
か
ひ
あ
る
は
る

に
あ
ふ
と
き
は
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
注
釈
書
類
に
お
い
て
、
校

異
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
に
検
討
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
先
の
柿
本
氏
の
検
討
も
、『
大
和
物
語
』

の
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
、
後
続
の
『
大
鏡
』
に
み
ら
れ
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（
上
略
）
亭
子
の
帝
、
鳥
養
院
に
て
、
御
遊
び
あ
り
け
る
に
、「
と

り
か
ひ
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
人
々
よ
ま
せ
ら
れ
け
る
に
、
遊
女
、

傀
儡
、
あ
ま
た
参
り
集
ま
れ
り
。
そ
の
な
か
に
、
歌
よ
く
う
た
ひ

て
、
声
よ
き
も
の
を
と
は
る
る
に
、「
丹
波
守
玉
淵
が
女
に
、
白し

ろ

女め

」
と
申
せ
り
。
帝
、
御
舟
に
召
し
乗
せ
て
、
玉
淵
は
詩
歌
に
た

く
み
な
り
し
も
の
な
り
。
そ
の
女
な
ら
ば
、
こ
の
歌
を
よ
む
べ
し
。

さ
ら
ば
、
ま
こ
と
と
お
ぼ
し
め
す
べ
き
由
を
仰
せ
ら
る
る
ほ
ど
も

な
く
、
よ
め
り
。

	
	
	

深
み
ど
り
か
ひ
あ
る
春
に
あ
ふ
時
は
霞
な
ら
ね
ど
立
ち
の
ぼ

り
け
り

こ
の
時
、
帝
、
ほ
め
あ
は
れ
み
給
ひ
て
、
御
袿
一
重
を
た
ま
は
せ

け
り
。
そ
の
ほ
か
上
達
部
、
四
位
、
お
の
お
の
衣
ぬ
ぎ
て
か
け
け

れ
ば
、
二
間
ば
か
り
に
積
み
あ
ま
り
に
け
り
と
な
む
。（『
十
訓
抄
』

第
十
「
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
事
」
五
十
・
四
四
〇
―
四
四
一
頁
）

亭
子
院
、
鳥
養
院
に
て
御
遊
あ
り
け
る
に
、
と
り
か
ひ
と
い
ふ
こ

と
を
、
人
〴
〵
に
よ
ま
せ
ら
れ
け
る
に
、
あ
そ
び
あ
ま
た
ま
い
り

あ
つ
ま
れ
る
、
其
中
に
、
歌
よ
く
う
た
ひ
て
、
こ
ゑ
よ
き
も
の
ゝ

あ
り
け
る
を
と
は
る
ゝ
に
、「
丹
後
守
玉
淵
が
む
す
め
白
女
」
と
な

ん
申
け
り
。
御
門
、
御
船
め
し
よ
せ
て
、
玉
淵
は
詩
歌
に
た
く
み

な
り
し
も
の
な
り
、
其
女
な
ら
ば
此
歌
よ
む
べ
し
、
さ
ら
ば
ま
こ

と
と
お
ぼ
し
め
す
べ
き
由
仰
ら
る
ゝ
に
、
程
へ
ず
よ
み
け
る
、

	
	
	

ふ
か
み
ど
り
か
い
あ
る
春
に
あ
ふ
と
き
は
霞
な
ら
ね
ど
立
の

ぼ
り
け
り

御
門
ほ
め
あ
は
れ
み
給
て
、
御
う
ち
ぎ
一
重
を
た
ま
は
せ
け
り
。

其
外
、
上
達
部
・
殿
上
人
、
を
の
〳
〵
き
ぬ
ゝ
ぎ
て
か
づ
け
ら
れ

け
れ
ば
、
二
間
ば
か
り
に
つ
み
あ
ま
り
け
る
と
な
む
。（『
日
本
古

典
文
学
大
系　

古
今
著
聞
集
』
和
歌
第
六
・
一
九
九
話
・
一
七
七

頁
）

	

『
大
和
物
語
』
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
歌

の
上
句
が
、
す
べ
て
「
ふ
か
み
ど
り
か
ひ
あ
る
春
に
あ
ふ
と
き
は
」
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
、
二
条
家
本
系
統
の
『
大
和

物
語
』
で
は
な
く
、
異
本
系
統
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆

す
る
が
、
同
時
に
、「
ふ
か
み
ど
り
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の

作
品
で
は
不
審
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
も
い
る
。
そ

の
た
め
、
柿
本
氏
に
よ
る
検
討
結
果
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
別

に
、「
ふ
か
み
ど
り
」
と
表
現
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
再
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
、
和
歌
に
お
け
る	「
あ
さ
み
ど
り
」	

と	「
ふ
か
み
ど
り
」

「
あ
さ
み
ど
り
」
と
「
ふ
か
み
ど
り
」
は
、
緑
と
い
う
色
の
深
浅
を
い

う
、
い
わ
ば
対
義
語
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』

（
角
川
書
店
・
一
九
九
九
年
）
で
の
見
出
し
語
と
な
っ
て
い
る
か
否
か

と
い
う
こ
と
で
み
る
と
、「
あ
さ
み
ど
り
」
が
立
項
・
解
説
さ
れ
て
い
る

一
方
で
、「
ふ
か
み
ど
り
」
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
違
い
が
あ

る
。
実
際
に
、
和
歌
に
お
け
る
用
例
に
も
、
多
寡
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
和
歌
に
お
け
る
両
者
の
詠
ま
れ
方
を
、『
大
和
物
語
』
所
載
の

「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
い
て
、
概
観
す
る
。

「
あ
さ
み
ど
り
」
の
語
は
、
柿
本
氏
が
「「
春
」
に
は
「
浅
緑
」
を
優

る
と
し
て
よ
い
」
と
説
か
れ
た
通
り
、
春
の
歌
、
特
に
そ
の
情
景
を
詠

む
と
き
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
春
」
や
「
霞
」
の
語
と
と
も

に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
点
で
は
、
二
条
家
本
系

統
『
大
和
物
語
』
の
歌
が
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
あ
る
こ
と
は
、
和
歌
と

し
て
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
あ
さ
み
ど
り
」
を
詠
み
込
ん
だ
代
表
的
な
歌
と
い
え
ば
、
以
下
の
歌

が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

あ
さ
み
ど
り
い
と
よ
り
か
け
て
し
ら
つ
ゆ
を
た
ま
に
も
ぬ
け
る
春

の
柳
か
（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
・
春
歌
上
・
西
大
寺
の
ほ
と
り

の
柳
を
よ
め
る
・
僧
正
遍
昭
・
二
七
）

	

「
春
」
の
「
柳
」
と
と
も
に
詠
ん
だ
例
と
し
て
は
、
古
く
、

浅ア
サ
ミ
ド
リ

緑　

染ソ
メ
カ
ケ
タ
リ
ト

懸
有
跡　

見ミ
ル
マ
デ
ニ

左
右
二　

春ハ
ル
ノ
ヤ
ナ
ギ
ハ

楊
者　

目モ
エ
ニ
ケ
ル
カ
モ

生
来
鴨
（『
万
葉

集
』
巻
第
十
・
春
雑
歌
・
詠
㆑
柳
・
一
八
五
一
）

が
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
以
後
も
、

あ
さ
み
ど
り
み
だ
れ
て
な
び
く
あ
を
や
ぎ
の
い
ろ
に
ぞ
は
る
の
か

ぜ
も
み
え
け
る
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
第
一
・
春
上
・
だ
い
し
ら

ず
・
藤
原
元
真
・
七
六
）

ふ
る
さ
と
の
み
か
き
の
や
な
ぎ
は
る
ば
る
と
た
が
か
け
そ
め
し
あ

さ
み
ど
り
ぞ
も
（『
金
葉
和
歌
集
』
三
奏
本
第
一
・
春
・
故
郷
城
柳

を
よ
め
る
・
源
道
済
・
三
二
、『
詞
花
和
歌
集
』
巻
第
一
・
故
郷
柳

を
よ
め
る
・
源
道
済
・
一
六
）

な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、「
野
辺
の
霞
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
例
も
み
ら
れ
る
。
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浅
緑
の
べ
の
霞
は
つ
つ
め
ど
も
こ
ぼ
れ
て
に
ほ
ふ
花
ざ
く
ら
か
な

（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
一
・
春
・
菅
家
万
葉
集
の
中
・
四
〇
）

あ
さ
み
ど
り
の
べ
の
か
す
み
の
た
な
び
く
に
け
ふ
の
こ
松
を
ま
か

せ
つ
る
か
な
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
第
一
・
春
上
・
だ
い
し
ら
ず
・

民
部
卿
経
信
・
三
〇
）

若
な
つ
む
我
を
人
見
ば
浅
み
ど
り
野
べ
の
霞
と
た
ち
か
く
れ
な
ん

（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
一
・
わ
か
な
・
つ
ら
ゆ
き
・
四
八
）

	

総
じ
て
「
あ
さ
み
ど
り
」
は
、
草
木
が
色
付
き
始
め
た
早
春
の
色
を

表
す
こ
と
が
多
く
、
季
節
が
冬
か
ら
春
へ
と
移
行
す
る
様
子
や
、
春
が

深
ま
っ
て
い
く
様
子
を
詠
む
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

春
は
き
て
き
の
ふ
ば
か
り
を
あ
さ
み
ど
り
い
ろ
は
今
朝
こ
く
野
は

成
り
に
け
り
（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六
・
さ
こ
く
・
詠
み
人
不

記
・
三
九
一
三
）

で
は
、
早
春
の
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
野
が
、
翌
朝
に
は
色
濃
く
な
っ
た

と
す
る
。
そ
し
て
、

あ
さ
み
ど
り
む
ら
む
ら
み
え
し
わ
か
く
さ
の
春
と
と
も
に
ぞ
ふ
か

く
な
り
ゆ
く
（『
六
条
斎
院
歌
合
（
天
喜
四
年
閏
三
月
）』・
若
草　

左
・
左
衛
門
・
一
一
）

で
は
、「
あ
さ
み
ど
り
」
の
若
草
が
、
春
の
深
ま
り
と
と
も
に
色
深
く
繁

茂
し
て
き
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、「
あ
さ
み
ど
り
」
は
、
そ
の
後
色
濃
く
な
っ
て
い
く
こ
と
か

ら
、
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
も
の
の
始
ま
り
や
、
色
が
定
ま
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
不
定
で
あ
る
こ
と
を
詠
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
春

と
い
う
季
節
を
直
接
に
詠
ん
だ
歌
と
は
、
少
々
趣
が
異
な
っ
て
い
る
。

あ
さ
み
ど
り
み
か
み
の
や
ま
の
は
る
が
す
み
た
つ
や
ち
と
せ
の
は

じ
め
な
る
ら
ん
（『
江
帥
集
』・
雑
部
・（
鳥
羽
院
大
嘗
会
悠
紀
方
和

歌
）
甲
帖
正
二
月　

三
神
山
春
霞
立
渡
・
四
九
六
）

子
日
す
る
小
松
が
原
の
浅
み
ど
り
霞
に
千
代
の
か
げ
ぞ
こ
も
れ
る

（『
御
室
五
十
首
』・
春
十
二
首
・
藤
原
有
家
・
四
五
一
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
早
春
の
「
あ
さ
み
ど
り
」
を
起
点
と
し
て
、
遙

か
な
未
来
を
予
祝
す
る
賀
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
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あ
さ
み
ど
り
ふ
か
く
も
あ
ら
ぬ
青
柳
は
色
か
は
ら
じ
と
い
か
が
た

の
ま
ん
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
四
・
恋
歌
四
・（
後
朱
雀
院

御
歌
「
青
柳
の
い
と
は
か
た
が
た
な
び
く
と
も
お
も
ひ
そ
め
て
む

色
ぞ
か
は
ら
じ
」
に
対
す
る
）
御
返
し
・
女
御
生
子
・
一
二
五
三
）

こ
こ
で
は
、「
あ
さ
み
ど
り
」
の
柳
が
い
ず
れ
色
変
わ
り
す
る
の
に
擬
え

て
、
男
の
愛
情
の
不
変
は
期
待
出
来
な
い
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
あ
さ
み
ど
り
」
は
早
春
の
色
で
あ
り
、
春
の
深
ま

り
と
と
も
に
そ
の
色
も
深
ま
る
こ
と
か
ら
、
今
後
変
化
し
て
い
く
こ
と

が
共
通
認
識
と
し
て
基
底
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
「
ふ
か
み
ど
り
」
は
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
は
用
法
が
異
な
り
、

柿
本
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
松
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
松
」
は
、
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
長
年
色
を

変
え
な
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
。

ふ
か
緑
と
き
は
の
松
の
影
に
ゐ
て
う
つ
ろ
ふ
花
を
よ
そ
に
こ
そ
見

れ
（『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
一
・
春
上
・
松
の
も
と
に
こ
れ
か
れ
侍

り
て
花
を
み
や
り
て
・
坂
上
是
則
・
四
二
※
柿
本
氏
に
よ
っ
て
指

摘
済
み
）

海
に
の
み
ひ
ち
た
る
松
の
ふ
か
み
ど
り
い
く
し
ほ
と
か
は
し
る
べ

か
る
ら
ん
（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
八
・
雑
上
・
五
条
の
内
侍
の
か

み
の
賀
の
屛
風
に
、
松
の
う
み
に
ひ
た
り
た
る
所
を
・
伊
勢
・
四

五
七
※
柿
本
氏
に
よ
っ
て
指
摘
済
み
）

老
い
に
け
る
な
ぎ
さ
の
松
の
ふ
か
み
ど
り
し
づ
め
る
か
げ
を
よ
そ

に
や
は
み
る
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
な
ぎ
さ

の
松
と
い
ふ
事
を
よ
み
侍
り
け
る
・
順
・
一
七
〇
九
）

	

こ
う
し
た
「
松
」
の
不
変
性
か
ら
派
生
し
て
、
帝
の
治
世
が
長
く
続

く
こ
と
を
願
う
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

君
が
代
の
ち
と
せ
の
ま
つ
の
ふ
か
み
ど
り
さ
わ
が
ぬ
水
に
か
げ
は

み
え
つ
つ
（『
長
能
集
』・（
ひ
と
と
せ
、
お
ほ
と
の
の
卅
講
の
歌
合

に
）
池
辺
松
・
七
五
）

	

こ
の
よ
う
に
、
不
変
で
あ
る
「
松
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
多

い
「
ふ
か
み
ど
り
」
で
あ
る
が
、
季
節
感
を
伴
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
し
、「
あ
さ
み
ど
り
」
が
早
春
の
歌
に
多
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

「
ふ
か
み
ど
り
」
は
春
の
深
ま
り
を
意
識
し
た
歌
に
い
く
ら
か
み
ら
れ

る
程
度
で
あ
る
。
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ふ
か
み
ど
り
は
や
ま
の
い
ろ
を
お
す
ま
で
に
ふ
ぢ
の
む
ら
ご
は
さ

き
み
ち
に
け
り
（『
恵
慶
法
師
集
』・
春
・
二
一
五
）

冬
草
と
み
え
し
春
の
の
小
篠
原
や
よ
ひ
の
雨
に
深
み
ど
り
な
る

（『
堀
河
百
首
』・
春
廿
首
・
仲
実
・
一
六
七
）

春
雨
の
ふ
り
そ
め
し
よ
り
野
べ
み
れ
ば
ふ
か
緑
に
も
成
り
に
け
る

か
な
（『
和
歌
一
字
抄
』
上
・
雨
中
野
草
・
無
名
・
二
〇
）

	

以
上
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
「
ふ
か
み
ど
り
」
の
用
法
に
つ
い
て
概
観

し
て
き
た
が
、『
大
和
物
語
』
の
歌
と
し
て
は
、「
あ
さ
み
ど
り
」
の
方

が
「
春
」
や
「
霞
」
と
の
親
和
性
も
強
く
、
春
の
情
景
を
詠
む
こ
の
歌

に
は
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、「
ふ
か
み
ど

り
」
の
場
合
も
、
よ
り
深
ま
っ
た
春
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
れ
ば
、

特
に
不
都
合
だ
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
春
の
歌
と
し
て
は
、
柿
本

氏
の
検
討
結
果
を
追
認
す
る
こ
と
と
な
る
が
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
あ
る

方
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
。

三
、
歌
が
詠
ま
れ
る
場

し
か
し
な
が
ら
、
う
か
れ
め
の
詠
ん
だ
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
は
、

単
に
春
の
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
少
し
視
点
を
変

え
て
、
歌
の
詠
ま
れ
た
「
場
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
の
手
掛
か

り
と
し
て
、
唐
突
で
は
あ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
九
七
段
で
の
歌
の
あ
り

よ
う
に
つ
い
て
論
じ
た
、
渡
辺
実
氏
の
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

伊
勢

物
語
』「
解
説
・
在
原
業
平
―
伊
勢
物
語
の
素
材
」（
新
潮
社
・
一
九

七
六
年
）
を
参
照
す
る
。
長
文
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。

	

も
と
よ
り
時
の
権
力
者
た
る
良
房
や
基
経
に
対
し
て
、
面
と
抗

う
こ
と
な
ど
勿
論
あ
り
得
な
い
に
し
て
も
、
か
つ
て
高
子
へ
の
恋

を
裂
き
、
そ
の
高
子
な
ど
一
門
の
娘
を
利
用
し
て
、
王
族
を
押
し

の
け
競
争
者
を
倒
し
て
、
強
引
に
地
歩
を
固
め
て
行
く
藤
原
氏
へ

の
反
撥
は
、
や
む
を
得
ず
し
て
と
る
随
従
の
裏
で
、
ま
す
ま
す
強

く
な
っ
て
い
っ
て
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
感

情
は
、
時
に
甚
だ
き
わ
ど
い
歌
と
な
っ
て
人
を
お
ど
ろ
か
せ
た
。

	
	
	

む
か
し
、
堀
河
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
と
申
す
、
い
ま
そ
か

り
け
り
。
四
十
の
賀
、
九
條
の
家
に
て
せ
ら
れ
け
る
日
、
中

将
な
り
け
る
翁
、

	
	
	
	
	

さ
く
ら
花
散
り
交
ひ
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な

る
道
ま
が
ふ
が
に

こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
九
十
七
段
で
、「
堀
河
の
大
臣
」
と
は
藤
原

基
経
の
称
。「
中
将
な
り
け
る
翁
」
が
業
平
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
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が
『
古
今
集
』
に
、
在
原
業
平
朝
臣
の
作
と
し
て
載
る
（
行
平
作

と
す
る
伝
本
も
あ
る
が
）
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
ず
疑
い
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
歌
は
『
古
今
』
も
「
賀
」
の
部
に
収
め
る
ご
と
く
、

業
平
が
権
力
者
基
経
に
、
そ
の
四
十
賀
の
宴
席
で
奉
っ
た
祝
賀
歌

で
あ
る
、
と
単
純
に
見
な
さ
れ
て
お
り
、
業
平
が
必
ず
し
も
藤
原

氏
に
対
し
て
含
む
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
に
見
え
る
例
だ
が
、
お
よ

そ
そ
の
よ
う
な
単
純
な
祝
賀
歌
で
は
な
く
、
甚
だ
き
わ
ど
い
歌
で

あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

	

基
経
の
四
十
賀
は
、
多
数
の
賓
客
を
招
い
て
行
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
の
祝
賀
の
宴
席
で
、
人
々
の
祝
賀
の
歌
が
、
一
首
ま

た
一
首
と
披
露
さ
れ
、
業
平
の
こ
の
歌
に
及
ん
だ
時
、
人
々
は
一

瞬
愕
然
と
な
っ
た
、
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
当
時
の
歌
の
披
露
は
、

一
句
一
句
ゆ
っ
く
り
と
、
特
に
上
の
句
の
終
り
で
は
、
大
き
く
息

を
休
め
る
形
で
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

	
	

さ
く
ら
ば
な　

ち
り
か
ひ
く
も
れ　

お
い
ら
く
の
―

初
句
に
問
題
は
な
い
け
れ
ど
も
、
第
二
句
の
「
散
り
…
…
曇
れ
」

は
、
不
吉
な
匂
い
を
漂
わ
せ
た
言
葉
で
あ
る
。
四
十
歳
を
境
と
し

て
、
以
後
を
老
人
と
考
え
る
の
が
当
時
の
習
い
で
あ
る
が
、
だ
か

ら
こ
そ
賀
で
は
め
で
た
い
言
葉
ば
か
り
を
使
う
の
が
礼
法
で
あ
る

中
で
、
こ
れ
は
賀
の
言
葉
と
し
て
は
異
様
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
ま
し
て
第
三
句
「
老
い
ら
く
」
は
、
こ
ん
な
場
合
タ
ブ
ー
と

す
べ
き
言
葉
で
は
な
い
か
。「
散
れ
―
曇
れ
―
老
い
ら
く
」、

こ
の
不
吉
な
言
葉
を
連
ね
て
、
業
平
は
い
っ
た
い
権
力
者
に
向
っ

て
何
を
言
お
う
と
す
る
の
か
。
業
平
と
藤
原
氏
の
こ
と
を
知
っ
て

い
る
一
同
は
、
基
経
の
顔
色
を
う
か
が
い
つ
つ
、
事
の
先
行
き
に

か
た
ず
を
の
む
思
い
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

	
	

こ
む
と
い
ふ
な
る　

み
ち
ま
が
ふ
が
に

だ
が
下
の
句
は
、
人
々
の
動
揺
を
よ
そ
に
、
賀
の
歌
と
し
て
お
さ

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
公
の
席
で
、
立
派
に
賀
の
歌
と
し
て
通
る
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
基
経
も
平
静
を
装
う
し
か
な
い
。
心
中

ひ
そ
か
に
快
哉
を
以
て
応
ず
る
人
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

あ
た
り
が
業
平
の
な
し
得
る
ぎ
り
ぎ
り
の
線
だ
と
は
言
え
、
こ
れ

は
き
わ
ど
い
祝
賀
歌
で
あ
っ
た
。『
古
今
集
』
が
こ
れ
を
「
賀
」
に

採
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
で
に
亡
き
業
平
の
満
足
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。（
一
七
九
―
一
八
一
頁
）

	

こ
こ
で
業
平
が
詠
ん
だ
歌
は
、
文
字
に
し
て
見
れ
ば
祝
賀
の
歌
と
す

ぐ
に
わ
か
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
場
で
は
、
歌
は
詠
み

上
げ
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
上
の
句
を
詠
み
上
げ
た
時

点
で
は
、
業
平
の
歌
が
祝
賀
の
歌
に
収
ま
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
そ
う
し
た
動
揺
も
折
り
込
み
済
み
で
、
業
平
は
こ
の
歌
を
詠
ん
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
歌
が
詠
ま
れ
る
場
が
、
歌
の
理
解
に
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お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

	
以
上
の
こ
と
を
参
考
に
、
歌
が
詠
ま
れ
る
場
と
い
う
視
点
を
「
あ
さ

み
ど
り
」
の
歌
に
適
用
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

改
め
て
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
を
確
認
す
る
。
こ
の
歌
は
、
宇
多

帝
の
命
を
受
け
、
自
ら
が
大
江
玉
淵
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た

め
に
、「
と
り
か
ひ
」
を
題
に
し
て
う
か
れ
め
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

そ
の
課
題
は
、
初
句
と
二
句
と
を
ま
た
ぐ
形
で
「
と
り
か
ひ
」
が
詠
み

込
ま
れ
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
歌
の
内
容
は
、
春
の
情

景
を
詠
み
込
み
な
が
ら
、
帝
に
召
し
上
げ
ら
れ
た
光
栄
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
歌
は
、
帝
の
御
前
で
詠
み
上
げ
る
こ
と
を

前
提
に
作
ら
れ
て
い
る
。
帝
を
含
め
た
そ
の
場
の
人
々
は
、
う
か
れ
め

が
、
召
し
上
げ
た
帝
の
厚
意
に
報
い
る
よ
う
な
出
来
映
え
の
歌
を
詠
む

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
は

詠
ま
れ
、
帝
は
感
激
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
は
以

上
の
よ
う
で
あ
り
、
歌
が
詠
ま
れ
る
場
に
焦
点
を
当
て
た
場
合
、「
あ
さ

み
ど
り
」
と
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る

で
あ
ろ
う
か
。

う
か
れ
め
が
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
詠
み
上
げ
た
と
き
、
人
々
の
耳
に

は
ま
ず
、「
あ
さ
…
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
あ
さ
…
」
は
「
浅

…
」
で
あ
り
、
浅
は
か
、
浅
ま
し
い
な
ど
の
語
を
形
成
す
る
、
程
度
の

低
さ
を
表
す
語
で
あ
る
。
帝
の
厚
意
に
報
い
る
歌
を
期
待
し
て
い
る

人
々
の
耳
に
最
初
に
入
っ
て
く
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
さ
…
」
と

い
う
音
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
引
の
業
平
の
歌
ほ
ど
で
は
な

い
に
せ
よ
、
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
る
詠
い
出
し
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な

い
か
。
春
の
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
表
現
と
し
て
何
ら
問

題
は
な
い
。
し
か
し
、
帝
の
厚
意
に
報
い
る
と
い
う
意
図
か
ら
す
る
と
、

「
あ
さ
…
」
と
い
う
音
が
真
っ
先
に
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
は
、
少
々
不
都

合
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
う
か
れ
め
に
業
平
の
よ
う
な
底
意
が
あ
っ
た

と
は
考
え
難
い
。
そ
の
た
め
、
意
識
的
に
き
わ
ど
い
表
現
を
用
い
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
文
字
に
す
れ
ば
、
よ
く
出
来
た
春
の
歌
で
あ
る
。

し
か
し
、
詠
み
上
げ
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
場
に
お
い
て
は
、
不
都
合

が
生
じ
る
可
能
性
を
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、「
ふ
か
み
ど
り
」
と
詠
み
上
げ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

人
々
の
耳
に
は
ま
ず
「
ふ
か
…
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
れ

は
、「
あ
さ
…
」
と
は
正
反
対
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。「
ふ

か
（
深
）
…
」
は
、「
あ
さ
（
浅
）
…
」
と
は
対
照
的
に
、
程
度
の
高
さ

を
表
す
語
で
あ
る
。
人
々
は
う
か
れ
め
が
帝
の
厚
意
に
報
い
る
よ
う
な

歌
を
詠
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
詠
い
出

し
は
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
す
る

こ
と
に
は
、
こ
の
歌
を
単
な
る
春
の
歌
と
し
て
詠
み
上
げ
る
こ
と
以
上

に
、
歌
を
献
上
す
る
相
手
と
し
て
の
帝
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、「
ふ
か
み
ど
り
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
不
変
や
長
く
続
い

て
い
く
こ
と
を
表
す
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ

で
用
い
る
こ
と
で
、
帝
の
治
世
が
長
く
続
く
こ
と
を
願
う
気
持
ち
を
含

ま
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
が
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
場
合
、
そ
こ
か

ら
始
ま
る
こ
と
を
明
示
し
な
い
限
り
、
長
く
続
い
て
い
く
こ
と
を
表
す

の
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、「
ふ
か
み
ど
り
」
の
よ
う
に
は
、
帝
の
治
世

が
長
く
続
く
こ
と
を
願
う
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
場
を
理
解
し
て
い
く
と
、「
ふ
か

み
ど
り
」
と
詠
い
出
す
こ
と
は
、
人
々
の
期
待
に
対
し
て
、
十
二
分
に

応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
文
字
に
さ
れ
た
状
態

で
一
首
と
し
て
享
受
す
る
の
で
は
な
く
、
詠
み
上
げ
に
よ
っ
て
一
句
一

句
が
享
受
さ
れ
る
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
読
み
の
可
能
性
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
、
和
歌
表
現
の
定
型
と
ず
ら
し

『
大
和
物
語
』
が
成
立
し
た
頃
の
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
「
ふ
か
み
ど

り
」
の
和
歌
で
の
詠
ま
れ
方
を
比
較
す
れ
ば
、『
大
和
物
語
』
の
歌
と
し

て
は
、
や
は
り
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
詠
む
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
先
述
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
「
ふ
か
み
ど
り
」

は
、
ほ
と
ん
ど
「
松
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
、
春
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
花
」
や
「
藤
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ

の
歌
の
中
心
を
占
め
て
季
節
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
初

句
が
「
ふ
か
み
ど
り
」
で
あ
っ
た
場
合
、
初
句
か
ら
春
の
歌
で
あ
る
こ

と
を
感
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
。「
ふ
か
み
ど
り
」
と
詠
み
始
め
る
こ
と

は
、
一
般
的
な
詠
み
方
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
変
則
的
な
も
の
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
詠
い
出
し
た
場
合
、
初
句

が
春
の
歌
と
し
て
一
首
を
領
導
す
る
も
の
に
な
る
た
め
、
そ
う
し
た
不

自
然
は
な
く
、
型
通
り
の
詠
み
方
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
「
ふ
か
み
ど
り
」

と
の
対
立
は
、
型
通
り
に
見
事
な
歌
を
披
露
し
て
万
座
を
感
動
さ
せ
た

話
か
、
意
表
を
衝
く
表
現
で
予
想
を
越
え
た
歌
を
披
露
し
て
期
待
に
十

二
分
に
応
え
た
話
か
、
と
い
う
違
い
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
も
は
や
、

和
歌
表
現
の
約
束
事
と
い
う
枠
の
中
で
は
解
決
し
得
な
い
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
い
ず
れ
か
が
正
し
く
、
い
ず
れ
か
は
誤
り
、
と
い
っ
た
問

題
で
も
な
い
。
ど
ち
ら
も
表
現
と
し
て
は
正
し
い
の
で
あ
り
、
そ
の
表

現
に
即
し
た
理
解
が
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
歌
の
初
句
が
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
あ
る
こ
と
で
、

聞
き
手
に
は
、
引
っ
掛
か
り
の
よ
う
な
も
の
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
歌
の
初
句
を
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
し
た

こ
と
の
、
ひ
と
つ
の
意
義
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。「
あ
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さ
み
ど
り
」
で
あ
れ
ば
、
聞
き
手
は
、
こ
の
歌
を
春
の
歌
と
し
て
何
の

疑
い
も
な
く
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
ふ
か
み
ど

り
」
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
一
種
の
違
和
感
が
生
じ
る
。
聞
き
手
は
、

そ
こ
か
ら
、
こ
の
歌
の
意
味
を
再
度
捉
え
直
す
と
い
う
作
業
を
始
め
る

の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
初
句
を
「
ふ
か
み
ど
り
」
と
し
た

こ
と
の
意
図
が
汲
み
取
ら
れ
、
和
歌
表
現
の
常
識
を
外
し
た
効
果
が
発

揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
、『
大
鏡
』
や
『
古
今
著
聞
集
』、『
十
訓
抄
』
所
収
の
別
出
作
品

で
は
、
歌
の
初
句
が
「
ふ
か
み
ど
り
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
参
照
し
た
『
大
和
物
語
』
が
、
六
条
家
本
系

統
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
ふ
か
み
ど
り
」

の
本
文
で
歌
が
伝
え
ら
れ
た
事
実
を
重
く
み
た
い
。『
大
鏡
』
以
下
の
作

者
や
編
者
が
、
二
条
家
本
系
統
に
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
い
う
異
文
が
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
「
ふ
か
み
ど
り
か
ひ
あ
る
春
に
あ
ふ
と
き
は
」
と
表
現
し
た
歌

が
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
、「
あ
さ
み
ど
り
」
と
表
現
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
意
味
合
い

が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
理
解
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
大
和
物
語
』
一
四
六
段
の
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
に
は
本
文
の
異
同

が
存
在
し
、
一
部
の
伝
本
で
は
、
歌
の
初
句
が
「
あ
さ
み
ど
り
」
で
は

な
く
「
ふ
か
み
ど
り
」
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
行
の
注
釈
書
類

は
も
っ
ぱ
ら
「
あ
さ
み
ど
り
」
と
す
る
本
文
を
採
用
し
て
お
り
、
従
来

は
こ
の
異
同
に
注
目
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
両
者
の
和
歌

で
の
詠
ま
れ
方
を
分
析
す
る
と
、「
あ
さ
み
ど
り
」
が
春
の
歌
と
し
て
は

順
当
で
あ
る
一
方
、「
ふ
か
み
ど
り
」
も
春
の
歌
と
し
て
不
都
合
と
は
い

え
ず
、
加
え
て
、
別
の
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
含
意
は
、
こ
の
歌
が
、
宇
多
帝
が
召
し
上
げ
た
う
か
れ
め
に

よ
っ
て
、
そ
の
御
前
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、「
場
」

を
意
識
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
理
解
が
可
能
に
な
る
。
つ

ま
り
、
う
か
れ
め
は
、
歌
を
献
上
す
る
相
手
が
帝
で
あ
り
、
そ
れ
が
詠

み
上
げ
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た

た
め
、
よ
り
そ
の
「
場
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
う
か
れ
め
は
、
宇
多
帝
の
期
待
に
応
え
た
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
歌
を
詠
み
上
げ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
本
文
異
同
は
、『
大
和
物
語
』
に
限
ら
ず
、
し
ば
し
ば
発

生
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
異
同
を
、
優
劣
と
い
う
観
点
か
ら
取
捨
す
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る
こ
と
が
、
従
来
の
研
究
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
に
は

優
劣
の
判
断
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
異
文
も
存
在
す
る
。
本
稿
で

取
り
上
げ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
優
劣
を
越
え
た
異
同
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
異
文
に
つ
い
て
は
、
性
急
に
結
論
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
異
文
そ
の
も
の
の
読
み
の
可
能
性
に
つ
い
て
十

分
に
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
い
え

ば
、
数
あ
る
注
釈
書
の
底
本
が
二
条
家
本
系
統
に
偏
っ
て
い
る
現
状
が

ま
ず
、
打
破
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
六
条

家
本
系
統
の
優
位
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
異
同
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か

ら
立
ち
現
れ
る
本
文
の
揺
れ
に
向
き
合
う
こ
と
が
、『
大
和
物
語
』
を
読

解
す
る
面
白
み
を
、
格
段
に
増
や
す
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

（
付
記
）		

本
論
は
、
第
六
十
二
回
西
日
本
国
語
国
文
学
会
（
二
〇
一
二
年
九
月
十

五
日
）
で
発
表
し
た
も
の
に
改
変
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ご
意
見
・

ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

（
こ
ま
つ　

あ
す
か
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


