
�
心
い
や
る
（
想
像
ル
ご
夕
の
詩
歌

｜

宣
長
と
蕪
村
の
場
合
－

　
す
で
に
私
は
、
本
論
文
と
同
じ
標
題
の
論
考
を
二
回
に
わ
た
っ
て
発
表
し
て
い
る

（
注
Ａ
）
。
従
っ
て
そ
の
第
三
稿
と
理
解
さ
れ
た
い
。

三
　
室
長
と
蕪
村
の
。
思
い
や
る
心
〃

　
（
１
）
「
紫
文
要
領
」
「
石
上
私
淑
言
」
に
見
る
。
思
い
や
る
心
〃

　
第
一
稿
に
お
い
て
私
は
、
鳥
酔
系
の
俳
人
た
ち
が
、
「
想
像
」

の
語
を
多
用
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
え
が
く
こ
と
に
強
い
関
心
を
示
し
、

主
体
と
客
体
と
の
一
体
化
を
志
向
す
る
そ
の
心
的
傾
向
は
、
文
芸

表
現
に
つ
い
て
「
思
い
や
り
」
の
語
を
用
い
さ
せ
る
に
至
っ
た
こ

と
、
第
二
稿
に
お
い
て
は
、
小
沢
蘆
庵
の
『
ふ
る
の
中
道
』
で
論

の
中
核
に
な
っ
た
の
も
、
「
わ
が
心
を
か
れ
に
な
す
」
と
い
う
自

他
の
結
合
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
を
述
べ
た
。
そ
し
て
両
者
に

そ
の
心
的
傾
向
を
促
し
た
も
の
が
、
主
体
の
個
我
意
識
の
発
達
に

田
　
中
　
道
　
雄

と
も
な
う
情
の
高
ま
り
と
、
客
体
の
よ
り
精
確
な
把
握
と
の
、
こ

の
二
を
両
立
さ
せ
た
い
、
と
い
う
希
求
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
蘆
庵
が
「
か
れ
と
わ
れ
と
隔
絶
し
て
情
に

達
せ
ざ
る
な
り
」
と
明
言
す
る
よ
う
に
、
当
代
人
に
は
す
で
に
、

主
体
と
客
体
と
の
二
元
的
乖
離
が
意
識
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ

る
。
私
が
こ
こ
で
、
。
思
い
や
る
心
〃
と
よ
ぶ
の
は
、
右
の
よ
う

な
自
を
他
の
立
場
に
お
き
う
る
心
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
、
い
ま
す
こ
し
視
野
を
拡
げ
、
考
察
を
つ
づ
け
て
み
た

い
。

。
最
初
に
、
第
二
稿
で
も
す
こ
し
ふ
れ
た
、
本
居
宣
長
の
「
物
の

あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
の
場
合
を
見
て
み
る
。
「
物
の
あ
は
れ
を

知
る
」
の
論
も
ま
た
、
主
客
融
合
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
だ
か
ら
で

あ
る
（
注
１
）
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
を

知
る
」
の
論
の
全
体
は
あ
つ
か
わ
ず
、
特
に
、
第
二
稿
で
見
た
蘆

一
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庵
と
の
対
比
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
と
り
あ
げ
る
。
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
が
く
わ
し
く
開
陳
さ
れ
た

の
は
、
宝
暦
十
三
年
に
成
っ
た
『
紫
文
要
領
』
と
『
石
上
私
淑
言
』

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
前
者
は
物
語
論
、
後
者
は
歌
論
だ
が
、
こ

こ
で
は
そ
の
違
い
を
さ
ほ
ど
考
慮
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
こ
の
論
の
考
察
に
当
た
っ
て
注
意
す
べ
き
は
、
宣
長
の
主

張
が
、
「
物
の
あ
は
れ
」
の
論
で
は
な
く
て
、
「
物
の
あ
は
れ
を
知

る
」
の
論
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
「
知

る
」
に
際
し
て
の
「
物
の
あ
は
れ
」
と
は
何
か
。

　
　
物
の
哀
と
い
ふ
事
は
、
万
事
に
わ
た
り
て
、
何
事
に
も
其
事

　
　
く
に
つ
き
て
有
物
也
。
（
『
紫
文
要
領
』
四
八
ペ
ー
ジ
・
注

　
　
２
）

　
　
す
べ
て
見
る
事
聞
事
に
つ
き
て
、
お
も
し
ろ
し
共
、
お
か
し

　
　
共
、
お
そ
ろ
し
共
、
め
づ
ら
し
共
、
に
く
し
共
、
い
と
お
し

　
　
共
、
哀
共
思
ひ
て
、
心
の
う
ご
く
は
、
み
な
感
ず
る
也
。
さ

　
　
て
そ
の
物
事
に
つ
き
て
、
よ
き
事
は
よ
し
、
あ
し
き
事
は
あ

　
　
し
犬
か
な
し
き
事
は
か
な
し
、
哀
な
る
事
は
哀
と
思
ひ
て
、

　
　
其
も
の
ご
と
の
味
を
し
る
を
、
物
の
哀
を
し
る
と
い
ひ
、
物

　
　
の
心
を
し
る
と
い
ひ
、
事
の
心
を
し
る
と
い
ふ
。
（
同
二
七

　
　
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
で
見
る
と
、
「
物
の
あ
は
れ
」
と
は
、
す
べ
て
の
事
と
物
に

つ
い
て
備
わ
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
在
り
か
た
を
示
し
、

「
物
の
あ
は
れ
」
の
「
あ
は
れ
」
は
、
「
昧
」
と
も
「
心
」
と
も
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
物
の
心
」
「
事
の
心
」
の
二

つ
は
『
石
上
私
淑
言
』
で
も
た
び
た
び
使
わ
れ
て
お
り
、
「
物
の

あ
は
れ
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
「
物
の
あ

は
れ
」
と
は
、
事
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
内
包
す
る
中
心
的
価
値
と
で

も
呼
べ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
て
そ
の
事
物
は
、
主
体
が
相
対

す
る
対
象
の
位
置
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
宣
長
は
、
主
体
と
客
体
と

が
二
元
的
に
対
峙
す
る
と
み
な
す
表
現
を
と
っ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
宣
長
に
、
そ
の
二
元
的
把
握
の
意
識
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
右
の
記
事
と
同
じ
内
容
が
、
他
の
部
分
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
世
中
に
あ
り
と
し
あ
る
事
の
さ
ま
ぐ
を
、
目
に
見
る
に
つ

　
　
け
耳
に
き
く
に
つ
け
、
身
に
ふ
る
ｘ
に
つ
け
て
、
其
よ
ろ
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
の
事
を
心
に
あ
ぢ
は
へ
て
、
そ
の
よ
ろ
づ
の
事
の
心
を
わ
が

　
　
ー

　
　
心
に
わ
き
ま
へ
し
る
、
是
事
の
心
を
し
る
也
。
物
の
心
を
し

　
　
る
也
。
物
の
哀
を
し
る
也
。
（
同
五
七
ペ
ー
ジ
）
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こ
こ
で
は
、
「
知
る
」
主
体
が
、
「
わ
が
心
に
」
と
明
示
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
は
、
主
体
と
客
体
と

の
区
別
を
前
提
と
し
た
上
で
、
事
物
の
認
識
の
在
り
方
を
述
べ
て

い
る
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
宣
長
の
論
と
蘆
庵
の
論
と
を

比
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
大
き
な
違
い
を
覚
え
ず
に
は
お
れ
な
い
。

そ
れ
は
一
言
で
い
う
な
ら
、
主
客
の
対
立
に
つ
い
て
の
意
識
の
差

で
あ
る
。
宣
長
の
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
一
応
意
識
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
、
「
か
れ
と
わ
れ
と
隔
絶
し
て
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ

ど
に
切
実
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
対
象
と
な
る
事
物
に
つ
い
て

も
、
先
に
指
摘
し
た
（
注
３
）
よ
う
な
、
内
部
を
も
っ
た
構
造
体

と
し
て
在
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
た
か
、
文
面
か
ら
は
定
か

で
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
は
、
主
客
の
合
一

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
鋭
く
遣
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
相
良
亨
氏

も
述
べ
る
よ
う
に
（
注
４
）
、
そ
れ
が
「
思
い
や
り
」
「
恕
」
と
よ

ぶ
べ
き
心
的
態
度
を
意
味
し
、
宣
長
に
主
客
の
合
一
に
つ
い
て
の

何
が
し
か
の
意
識
が
あ
っ
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
次
の
部
分
で
あ
る
。

　
　
人
の
哀
な
る
事
を
み
て
は
哀
と
思
ひ
、
人
の
よ
ろ
こ
ぶ
を
き
ｘ

て
は
共
に
よ
ろ
こ
ぶ
、
是
す
な
は
ち
人
情
に
か
な
ふ
也
。
物

の
哀
を
し
る
也
。
人
情
に
か
な
は
ず
、
物
の
哀
を
し
ら
ぬ
人

は
、
人
の
か
な
し
み
を
み
て
も
何
共
思
は
ず
、
人
の
う
れ
へ

4
j
W
y
て
も
何
共
思
は
ぬ
も
の
也
。
（
『
紫
文
要
領
』
三
八
ペ
ー

ジ
）
。

人
の
お
も
き
う
れ
へ
に
あ
ひ
て
、
い
た
く
か
な
し
む
を
見
聞

て
、
さ
こ
そ
か
な
し
か
ら
め
と
を
し
は
か
る
は
、
か
な
し
か

る
べ
き
事
を
し
る
ゆ
へ
也
。
是
事
の
心
を
し
る
也
。
そ
の
か

な
し
か
る
べ
き
事
、
事
の
心
を
し
り
て
、
さ
こ
そ
か
な
し
か

　
　
ら
む
と
、
わ
が
心
に
も
を
し
は
か
り
て
感
ず
る
が
物
の
哀
也
。

　
　
（
同
五
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
他
者
と
心
（
特
に

感
情
）
を
「
共
に
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
の
心
を
さ
こ
そ
あ

ら
ん
と
「
を
し
は
か
る
」
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
「
を
し
は

’
か
る
」
が
他
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
ま
で
意
味
す
る
な
ら
、
こ
れ

は
た
し
か
に
�
乙
い
や
る
心
〃
と
呼
ぶ
に
た
る
。
だ
が
し
か
し
、

こ
こ
で
も
蘆
庵
と
の
違
い
を
認
め
う
る
。
右
に
述
べ
る
「
を
し
は

か
る
」
心
は
人
倫
関
係
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
蘆
庵
の
よ
う
に
、

鳥
獣
草
木
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
宣
長
の
「
物
の
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あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
に
お
け
る
対
象
は
外
界
の
一
切
を
含
み
、

人
の
情
が
そ
の
す
べ
て
の
対
象
の
内
部
に
ま
で
至
る
こ
と
を
「
知

る
」
と
表
現
す
る
（
従
っ
て
「
感
ず
る
」
と
も
表
現
で
き
る
）
の

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
思
い
や
り
」
と
か
「
を
し
は
か
る
」

「
推
察
す
る
」
と
い
う
語
を
伴
っ
て
説
か
れ
る
部
分
の
対
象
は
、

ほ
と
ん
ど
人
事
に
限
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
宣
長
の
。
思
い
や
る
心
〃
の
特
徴

　
だ
が
宣
長
の
論
の
中
の
。
思
い
や
る
心
〃
を
考
え
る
時
、
見
逃

し
え
な
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
は
、
特
に
『
紫
文
要

領
』
の
場
合
だ
が
、
中
古
と
当
代
と
い
う
時
間
差
を
意
識
し
、
当

代
と
い
う
「
い
ま
」
を
基
点
と
し
て
中
古
の
人
に
思
い
を
馳
せ
る

に
際
し
、
「
思
い
や
る
」
に
類
し
た
表
現
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
歌
物
語
は
い
づ
れ
も
其
時
の
風
儀
を
よ
く
く
心
得
て
、
其

時
の
人
の
心
に
な
り
て
見
る
べ
き
事
也
。
…
…
人
情
は
古
今

貴
賤
の
へ
だ
て
な
し
と
い
へ
ど
も
、
其
時
処
の
風
儀
と
境
界

と
に
つ
れ
て
か
は
る
事
も
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
物
語
は
其
時

の
風
儀
、
其
人
の
境
界
を
よ
く
心
得
て
、
其
人
の
心
に
な
り

ー
‐

て
見
ざ
れ
ば
、
あ
や
し
き
事
も
あ
り
、
又
ひ
と
わ
た
り
聞
え

て
も
、
深
き
意
味
の
し
れ
ぬ
事
も
あ
れ
ば
、
物
が
た
り
を
よ

む
に
は
、
其
時
の
風
儀
、
其
人
の
境
界
を
よ
く
く
心
得
て
、

　
　
其
人
の
心
に
な
り
て
見
る
と
き
は
、
今
一
き
は
物
の
哀
も
深

　
　
き
物
也
。
（
九
七
ペ
ー
ジ
）

右
の
文
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
其
時
の
人
の
心
に
な
り
て
」
「
其

人
の
心
に
な
り
て
」
と
い
う
表
現
は
、
第
一
稿
・
第
二
稿
で
見
て

き
た
と
お
り
、
私
が
い
う
。
思
い
や
る
心
〃
を
端
的
に
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
情
に
基
づ
く
心
的
態
度
だ
が
、
一

方
に
お
い
て
、
対
象
に
即
す
る
と
い
う
点
て
、
合
理
的
な
思
考
方

法
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
を
と
ら
せ
た
理
由
は
、
人

情
が
「
其
時
処
の
風
儀
と
境
界
と
に
つ
れ
て
か
は
る
事
も
あ
る
」

と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
宣
長
は
源
氏
物
語
を
、
中
古
の
人
の
心

に
即
し
て
読
み
と
ろ
う
と
す
る
。
よ
っ
て
巻
下
の
「
歌
人
此
物
語

を
見
る
心
ば
へ
の
事
」
の
段
で
は
、
「
い
に
し
へ
の
中
以
上
の
人

情
風
儀
を
よ
く
く
心
得
、
そ
の
境
界
に
心
を
な
し
て
…
…
」

二
〇
一
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
た
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
繰
り

返
す
理
由
を
問
わ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

　
　
人
の
情
は
境
界
に
よ
り
て
か
は
る
事
も
有
も
の
也
。
貴
人
は

　
　
貴
人
の
情
、
読
者
は
読
者
の
情
、
僧
は
僧
の
情
、
俗
は
俗
の
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情
、
男
は
男
の
情
、
女
は
女
の
情
、
老
人
は
老
人
の
情
、
壮

　
　
夫
は
壮
夫
の
情
と
、
す
こ
し
づ
ゝ
は
か
は
る
所
の
有
物
也
。

　
　
さ
れ
ば
こ
の
物
語
の
中
に
も
、
そ
れ
ぐ
に
か
は
れ
る
や
う

　
　
を
か
き
わ
け
た
り
。
情
の
み
な
ら
ず
、
言
語
も
す
こ
し
づ
ｘ

　
　
か
は
れ
ば
、
そ
れ
も
そ
れ
ぐ
に
か
き
わ
け
た
り
。
見
る
人

　
　
よ
く
よ
く
心
を
つ
け
て
昧
ふ
べ
し
。
（
一
〇
五
ペ
ー
ジ
）

こ
こ
で
は
、
本
質
的
に
は
普
遍
性
を
も
つ
人
情
が
、
現
実
の
具
体

相
で
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

異
な
る
と
、
己
に
と
っ
て
理
解
困
難
な
こ
と
が
多
く
な
る
。
そ
れ

故
、
「
を
の
が
心
を
其
境
界
に
な
し
て
」
（
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）
こ
の

物
語
を
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
人
情
を
学
び
と
ら
ね
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
眼
目
は
、
人
情
を
こ

の
よ
う
に
差
異
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
把
握
こ
そ
、
。
思
い
や
９
４
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
自
他
の
心
の
非
斉
一
性
を
自
覚
し
た
と
き
、
自
が
他
に
結
合

す
る
手
段
が
模
索
さ
れ
、
。
思
い
や
る
心
〃
　
へ
の
志
向
が
生
ず
る

か
ら
で
あ
る
（
注
５
）
。
従
っ
て
右
の
記
事
は
大
い
に
重
視
す
べ

き
だ
が
、
こ
れ
に
も
留
保
が
伴
う
。
こ
こ
で
説
か
れ
る
人
情
の
差

異
は
、
物
語
の
中
の
そ
れ
で
あ
る
。
当
代
の
現
実
へ
の
投
射
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

り
え
よ
う
が
、
そ
の
差
異
の
指
摘
は
、
第
一
義
的
に
は
、
「
心
を

其
境
界
に
な
し
て
歌
よ
む
と
き
は
、
い
つ
共
な
く
い
に
し
へ
の
み

や
び
や
か
な
る
風
儀
人
情
が
心
に
そ
み
て
、
じ
ね
ん
と
心
も
い
に

し
へ
の
み
や
び
や
か
な
る
情
に
似
た
る
や
う
に
な
り
ゆ
き
て
、
俗

人
の
情
と
は
は
る
か
に
ま
さ
り
ゆ
」
（
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）
く
の
で
、

「
た
、
ゞ
む
か
し
の
歌
に
な
ら
ふ
て
、
む
か
し
の
人
の
情
の
ご
と
く

に
よ
む
」
二
〇
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
目
的
か
ら
、
中
古
の
人
情

を
学
ぶ
た
め
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
当
代
か
ら
中
古
を
顧
み
る

そ
の
姿
勢
に
お
い
て
、
当
代
を
基
点
と
し
た
時
間
差
の
中
に
中
古

を
と
ら
え
、
そ
こ
に
新
古
の
人
情
の
差
異
を
も
認
め
た
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
差
異
つ
ま
り
二
元
性
を
越
え
る
心
的
態
度
を
「
を
の
が

心
を
其
境
界
に
な
し
て
」
と
表
現
し
た
こ
と
、
こ
の
二
は
注
目
に

値
す
る
。
古
代
へ
の
憧
憬
は
国
学
の
本
領
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が

情
的
な
思
慕
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
知
的
な
操
作
を
経
て
古

代
人
の
心
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
�
乙
い
や
る

心
〃
の
発
現
を
見
た
い
の
で
あ
る
。

　
宣
長
の
論
で
注
意
を
ひ
く
第
二
は
、
『
石
上
私
淑
言
』
巻
三
で

説
か
れ
る
歌
の
効
用
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
宣
長
は
、
「
を
の
づ
か

ら
な
ぐ
さ
む
」
と
い
う
第
一
の
用
に
つ
づ
き
、
第
二
と
し
て
、
蘆
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庵
の
「
あ
し
か
び
」
に
も
似
た
倫
理
的
効
用
を
挙
げ
る
。

　
　
ま
づ
民
を
お
さ
め
国
を
ま
つ
り
ご
つ
人
は
、
な
べ
て
の
世
の

　
　
人
の
情
の
や
う
を
く
は
し
く
あ
き
ら
め
、
物
の
あ
は
れ
を
し

　
　
ら
で
は
か
な
は
ぬ
事
な
る
に
、
大
か
た
貴
き
人
は
い
や
し
き

　
　
下
ざ
ま
の
も
の
の
情
の
や
う
を
く
は
し
く
わ
き
ま
へ
し
る
事
″

　
　
う
と
し
。
す
べ
て
と
く
い
か
め
し
く
勢
ひ
あ
る
人
は
、
な
に

　
　
ご
と
も
心
に
物
の
か
な
ふ
ゆ
へ
に
、
身
に
う
き
事
を
し
ら
ね

　
　
ば
、
よ
ろ
づ
思
ひ
や
り
す
く
な
く
し
て
、
賤
し
く
貧
し
き
者

の
つ
ね
に
お
も
ひ
お
ほ
き
事
を
も
、
を
し
は
か
り
て
あ
は
れ

と
思
ふ
心
の
つ
か
ぬ
も
の
也
。
…
…
此
敦
ど
い
ふ
も
の
は
、
…
…

そ
れ
を
見
開
く
と
き
は
、
わ
が
身
の
う
へ
に
つ
ゆ
し
ら
ぬ
事

も
、
心
に
し
み
て
は
る
か
に
を
し
は
か
ら
れ
つ
ｘ
、
か
や
う

の
人
の
か
ゝ
る
事
に
ふ
れ
て
は
、
か
や
う
に
お
も
ふ
物
ぞ
、

か
く
す
れ
ば
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
ぞ
、
か
く
す
れ
ば
恨
む
る
物
ぞ

と
い
ふ
事
の
、
い
と
こ
ま
や
か
に
わ
き
ま
へ
し
ら
れ
て
、
天

の
下
の
人
の
情
は
、
ま
す
み
の
鏡
に
う
つ
し
た
ら
ん
よ
り
も

く
ま
な
く
明
ら
か
に
見
ゆ
る
故
に
、
を
の
づ
か
ら
あ
は
れ
と

思
ひ
や
ら
る
き
心
の
い
で
き
て
、
世
の
人
の
た
め
に
あ
し
か

る
わ
ざ
は
す
ま
じ
き
物
に
お
も
ひ
な
ら
る
犬
こ
れ
物
の
あ

は
れ
を
し
ら
す
る
功
徳
な
り
。
又
さ
や
う
に
世
を
ま
つ
り
ご

つ
人
の
み
に
も
あ
ら
ず
。
只
よ
の
つ
ね
の
ま
じ
ら
ひ
に
つ
け

て
も
、
こ
の
物
の
あ
は
れ
と
い
ふ
事
を
し
ら
ぬ
人
は
、
よ
ろ

　
　
づ
に
思
ひ
や
り
な
く
し
て
、
心
こ
は
ぐ
し
く
な
さ
け
な
き

　
　
事
の
み
多
き
物
也
。
す
べ
て
何
事
も
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
ざ
れ

　
　
ば
、
其
事
の
心
ば
へ
は
し
ら
れ
ぬ
も
の
に
て
、
富
る
人
は
貧

　
　
き
人
の
心
を
し
ら
ず
、
わ
か
き
人
は
老
た
る
人
の
心
を
し
ら

　
　
ず
、
男
は
女
の
心
を
し
ら
ず
、
…
…
。
（
ヱ
八
七
ペ
ー
ジ
）

長
々
と
引
い
た
が
、
「
思
い
や
る
」
の
語
を
用
い
て
宣
長
が
当
代

日
常
の
倫
理
に
ふ
れ
る
の
は
、
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
の

中
で
は
こ
の
他
に
見
あ
た
ら
な
い
。
末
尾
の
省
略
部
分
は
、
こ
の

よ
う
に
他
者
の
心
は
理
解
し
が
た
い
か
ら
、
歌
を
読
む
こ
と
で
他

者
の
心
を
「
思
い
や
る
」
と
、
自
分
の
体
験
せ
ぬ
こ
と
に
も
理
解

が
反
び
、
つ
ま
り
他
者
の
立
場
に
立
ち
得
て
、
自
分
の
身
を
正
す

効
用
が
あ
る
、
と
結
ば
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
一
段
を
も
っ
て
し

て
も
、
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
は
、
�
乙
い
や
る

心
〃
の
論
と
大
き
く
重
な
る
部
分
を
も
つ
、
と
明
ら
か
に
言
え
る
。

だ
が
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
右
の
記
事
が
「
民
を
お
さ
め
国
を

ま
つ
り
ご
つ
人
」
と
い
う
為
政
者
の
立
場
を
論
ず
る
こ
と
か
ら
始
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ま
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
が
大
部
分
を
占
め
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
敷
街
し
て
言
は
「
よ
の
つ
ね
の
ま
じ
ら
ひ
」
に
至
る
が
、
蘆

庵
が
人
倫
に
つ
い
て
説
く
熱
っ
ぽ
さ
の
比
で
は
な
く
、
ま
た
鳥
獣

草
木
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
も
な
い
。

　
以
上
、
官
長
の
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
論
を
、
。
思
い
や

る
心
〃
の
論
の
立
場
か
ら
概
観
し
て
み
た
が
、
こ
こ
で
思
い
合
わ

せ
る
の
は
、
『
祖
来
先
生
答
問
書
』
の
、
『
詩
経
』
大
序
に
基
づ
い

て
詩
文
章
の
効
用
を
述
べ
る
、
次
の
部
分
（
日
本
古
典
文
学
大
系

に
よ
る
）
　
で
あ
る
。

　
　
是
を
学
び
候
と
て
道
理
の
便
に
は
成
不
べ
甲
候
へ
共
、
言
葉

　
　
を
巧
に
し
て
人
情
を
よ
く
の
べ
候
故
、
其
力
に
て
自
然
と
心

　
　
こ
な
れ
、
道
理
も
ね
れ
、
又
道
理
の
上
ば
か
り
に
て
は
見
え

　
　
が
た
き
世
の
風
儀
国
の
風
儀
も
心
に
移
り
、
わ
が
心
を
の
づ

　
　
か
ら
に
人
情
に
行
わ
た
り
、
高
き
位
よ
り
賤
き
人
の
事
を
も

　
　
し
り
、
男
が
女
の
心
ゆ
き
を
も
し
り
、
又
か
し
こ
き
が
愚
な

　
　
る
人
の
心
あ
は
ひ
を
も
し
ら
る
ゝ
益
御
座
候
。

右
の
言
辞
の
一
部
は
、
こ
れ
ま
で
見
来
っ
た
官
長
の
論
調
に
よ
く

似
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
官
長
の
師
・
堀
景
山
は
古
文
辞
学

に
も
通
じ
て
お
り
、
官
長
が
荻
生
祖
練
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受

け
た
こ
と
は
十
分
に
考
慮
で
き
よ
う
。
そ
の
実
態
の
解
明
は
今
の

私
の
任
で
は
な
い
が
（
注
６
）
、
こ
れ
ま
で
掲
げ
た
資
料
だ
け
に

よ
っ
て
も
、
宣
長
の
論
が
、
蘆
庵
の
論
よ
り
も
祖
徐
に
近
い
位
置

に
あ
り
、
遡
上
に
つ
れ
て
細
ま
る
と
は
い
え
、
三
者
が
�
乙
い
や

る
心
〃
の
論
の
系
譜
を
な
し
て
連
な
る
、
と
い
う
事
実
は
認
め
て

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
私
が
こ
の
節
で
述
べ
た
か
っ

た
こ
と
は
、
。
思
い
や
る
心
〃
の
論
ま
た
�
乙
い
や
る
心
〃
の
展

開
に
は
歴
史
が
あ
り
、
源
流
を
求
め
う
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。

（
３
）
蕪
村
の
「
浪
漫
」
性
と
。
思
い
や
る
心
〃

　
�
乙
い
や
る
心
〃
の
詩
歌
を
考
え
る
時
、
蕪
村
の
俳
諧
に
ふ
れ

ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
を
論
じ
た
蕪
村
の
言
辞
が
残
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
「
想
像
」
の
語
を
用
い
た
例
も
あ
っ
て
（
注
７
）
、

附
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
な
に
よ
り
も
そ
の
作
品

が
多
く
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
論
じ

た
こ
と
も
あ
る
の
で
（
注
８
）
、
こ
こ
で
は
二
、
三
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め
よ
う
。

　
一
つ
は
、
蕪
村
に
つ
い
て
「
浪
漫
的
」
あ
る
い
は
「
浪
漫
精
神
」
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と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

蕪
村
の
名
を
広
め
る
う
え
で
萩
原
朔
太
郎
の
『
郷
愁
の
詩
人
与
謝

蕪
村
』
（
昭
和
一
一
年
初
刊
）
が
は
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
こ

の
書
の
キ
イ
ワ
ー
ド
の
Ｉ
つ
が
「
浪
漫
的
」
「
浪
漫
感
」
で
あ
っ

た
。
ま
た
頴
原
退
蔵
は
、
「
蕪
村
の
離
俗
論
は
所
詮
彼
の
浪
漫
精

神
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
昭
和
フ
七
年
初
発
表
の
「
蕪
村
の

離
俗
論
」
・
注
９
）
と
述
べ
、
国
学
の
影
響
を
指
摘
し
て
、
「
古

代
の
生
活
に
対
す
る
一
種
の
あ
こ
が
れ
が
、
学
者
と
文
人
と
の
心

に
、
あ
る
浪
漫
的
な
情
熱
を
与
へ
た
」
と
記
し
た
。
朔
太
郎
の
い

う
「
浪
漫
的
」
の
概
念
は
、
並
ん
で
「
ロ
マ
ン
チ
。
ク
」
「
ロ
マ

ネ
ス
ク
」
の
語
も
用
い
る
の
で
、
美
学
用
語
の
「
浪
漫
的
」
の
概

念
と
は
多
少
ず
れ
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
引
か
れ
る
、

　
　
遅
き
日
の
つ
も
り
て
遠
き
昔
か
な

　
　
凧
　
き
の
ふ
の
空
の
有
り
ど
こ
ろ

の
ご
と
き
、
彼
の
い
う
郷
愁
あ
る
句
だ
が
、
こ
れ
ら
を
一
典
型
と

す
る
作
風
を
さ
す
の
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
平
安
朝
懐
古
趣
味
と

よ
ん
で
挙
げ
る
、

　
　
春
雨
や
同
車
の
君
が
さ
さ
め
言

　
　
さ
し
ぬ
き
を
足
で
脱
ぐ
夜
や
朧
月

な
ど
も
ま
た
、
「
浪
漫
的
」
と
感
じ
ら
れ
た
句
で
あ
ろ
う
。
一
方

の
頴
原
退
蔵
は
、
「
離
俗
論
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
「
取
句
法
」
の

「
嘘
月
賞
花
、
心
ヲ
塵
衰
ノ
外
二
道
バ
シ
メ
、
常
二
蕉
翁
・
其
嵐

之
流
亜
ヲ
友
ト
シ
、
俗
気
ヲ
脱
ス
ル
…
…
」
（
原
漢
文
）
や
、
『
春

泥
句
集
』
序
の
「
日
々
此
四
老
（
其
角
・
嵐
雪
・
素
堂
・
鬼
貫
）

に
会
し
て
、
は
つ
か
に
市
城
名
利
の
域
を
離
れ
…
…
」
と
い
っ
た

言
の
中
に
、
「
浪
漫
精
神
」
を
見
出
し
て
い
た
。
私
た
ち
は
、
　
こ

の
二
人
に
導
か
れ
て
、
蕪
村
の
俳
諧
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部

に
、
「
浪
漫
的
」
と
よ
ぶ
に
た
る
要
素
が
あ
る
の
を
認
め
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
よ
ぶ
に
た
る
理
由
を
、

も
う
一
度
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
「
浪
漫
的
」
と
い
う
語
は
、
学
術
用
語
と
し
て
は
、
芸
術
表
現

の
一
つ
の
類
型
を
も
さ
す
が
、
元
来
、
一
つ
の
時
代
様
式
と
し
て
、

十
八
世
紀
末
か
ら
ョ
ー
ロ
乙
ハ
に
展
開
し
た
ロ
マ
ン
主
義
の
思
潮

に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全

体
に
わ
た
り
、
文
学
以
外
の
美
術
・
音
楽
に
も
及
び
、
半
世
紀
も

続
い
た
の
で
、
そ
こ
に
現
れ
た
主
張
は
多
岐
多
様
で
あ
る
。
し
か

し
基
本
的
に
は
、
次
の
こ
と
が
ら
を
要
件
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
）
近
代
市
民
社
会
の
成
立
に
先
立
つ
、
精
神
史
上
の
転
換
を
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背
景
に
も
ち
、
主
張
が
時
に
運
動
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
、
（
二
）

自
我
に
つ
い
て
の
意
識
が
拡
大
し
、
感
情
や
感
覚
を
重
視
す
る
こ

と
、
（
三
）
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
、
遠
く
隔
た
る
も
の
へ
の

志
向
が
あ
る
こ
と
、
（
四
）
現
実
を
離
れ
て
高
揚
し
よ
う
と
す
る

傾
向
が
あ
る
こ
と
、
（
五
）
想
像
力
を
駆
使
す
る
こ
と
、
こ
の
五

点
て
あ
る
（
注
1
0
）
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
要
件
は
、
蕪
村
の
俳
諧
に
適
合
す
る
だ
ろ
う
か
。

二
）
と
（
二
）
に
つ
い
て
は
、
当
代
に
お
い
て
個
我
意
識
が
高

ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
他
の
分
化
も
意
識
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
、
第
一
稿
以
来
述
べ
て
き
た
。
（
三
）
に
つ
い
て
は
、

蕪
村
の
作
品
に
「
こ
こ
」
「
い
ま
」
を
原
点
と
し
た
遠
近
感
を
認

め
う
る
こ
と
を
、
す
で
に
報
告
し
た
（
注
Ｈ
）
。
右
に
朔
太
郎
が

挙
げ
る
発
句
や
「
離
俗
論
」
は
、
（
三
）
ま
た
は
（
四
）
の
性
格

を
お
び
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
遠
い
世
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
す
王

朝
趣
味
の
発
句
は
、
（
五
）
を
も
充
た
す
と
い
え
よ
う
。
「
想
像
」

を
「
オ
モ
ヒ
ヤ
ル
」
と
読
む
こ
と
が
あ
り
、
「
思
い
や
り
」
の
同

義
語
あ
る
い
は
類
義
語
と
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
第
一
稿
の
冒
頭

で
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
蕪
村
の
俳
諧
に
「
浪
漫

的
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
、
学
術
用
語
と
し
て
も
問
題
な

い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
敷
街
す
れ
ば
、
蕪
村
の
俳
諧

に
は
、
。
思
い
や
９
％
に
か
な
う
作
品
を
多
く
見
込
め
る
こ
と

に
な
る
。

　
（
４
）
蕪
村
に
お
け
る
。
思
い
や
る
心
〃
の
方
法
化

　
蕪
村
に
つ
い
て
も
う
一
つ
述
べ
た
い
こ
と
は
、
蕪
村
が
�
乙
い

や
る
心
〃
あ
る
い
は
「
想
像
力
」
の
文
芸
表
現
に
お
け
る
重
要
性

を
よ
く
承
知
し
て
お
り
、
制
作
に
際
し
て
意
識
的
に
活
用
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
自
身
が
想
像
を
馳
せ
て
。

　
　
指
南
車
を
胡
地
に
引
去
ル
霞
哉

　
　
高
麗
舟
の
よ
ら
で
過
ゆ
く
霞
か
な

の
ご
と
く
、
多
彩
な
作
品
世
界
の
創
出
に
活
か
す
、
と
い
う
に
と

ど
ま
ら
ず
、
読
者
に
対
し
て
鑑
賞
の
際
に
想
像
力
の
発
動
を
求
め

る
、
と
い
う
高
度
な
技
法
と
し
て
も
取
り
入
れ
て
い
た
。
し
か
も
、

。
そ
れ
が
読
者
の
感
情
を
誘
い
出
す
、
と
い
う
効
果
ま
で
量
っ
て
の

う
え
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
証
す
る
の
は
、
先
に
も
引
い
た
こ
と
が
あ
る
、
発
句
の

自
解
で
あ
る
。
句
は
『
自
筆
句
帳
』
で
合
点
を
得
て
い
る
も
の
。

　
　
　
　
水
に
ち
り
て
花
な
く
な
り
ぬ
岸
の
梅
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右
の
句
、
定
而
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
句
と
思
召
候
は
ん
と
存
候
。

　
　
春
の
う
つ
り
行
を
惜
た
る
姿
情
也
。
梅
と
い
ふ
梅
に
ち
ら
ぬ

　
　
は
な
け
れ
共
、
樹
下
に
落
花
な
ど
の
見
ゆ
る
は
、
い
ま
だ
春

　
　
色
恋
々
の
光
景
育
之
候
。
崖
上
の
梅
は
散
と
其
ま
よ
流
水
が

　
　
奪
去
て
、
樹
下
に
の
こ
り
た
る
花
も
な
く
、
す
ご
片
Ｘ
．
と
さ

　
　
び
し
き
育
さ
ま
を
中
の
べ
た
る
也
。
ち
よ
と
聞
候
て
は
水
く

　
　
さ
き
様
な
れ
ど
も
、
と
く
と
尋
思
被
成
候
へ
ば
う
ま
み
出
候

　
　
句
也
。
（
何
来
宛
書
簡
）

蕪
村
は
こ
の
句
を
、
表
面
的
に
は
「
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
」
「
水
く

さ
き
」
と
心
得
て
い
る
。
同
内
容
の
霞
夫
宛
書
簡
に
も
「
う
ち
見

に
は
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
」
と
あ
っ
た
。
こ
こ
に
一
見
平
凡
な
景
だ

け
が
詠
ま
れ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
者
は
、
そ
の

景
を
通
し
て
読
者
に
「
す
ご
ぐ
と
さ
び
し
き
育
さ
ま
」
（
霞
夫

宛
で
は
「
あ
わ
れ
成
育
さ
ま
」
）
を
汲
み
と
ら
せ
よ
う
と
す
る
。

そ
の
情
を
感
得
す
る
こ
と
を
「
う
ま
み
出
候
」
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。
具
体
的
な
景
を
つ
く
り
感
情
を
背
後
に
ひ
そ
ま
せ
る
、
と
い

う
蕪
村
に
多
い
手
法
だ
が
、
こ
の
句
を
特
に
秀
句
と
す
る
理
由
は

別
に
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
を
解
く
鍵
は
、
「
ち
よ
と
聞
候
て
は
水

く
さ
き
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
平
凡
さ
の
強
調
と
「
と
く
と
尋

思
披
成
候
へ
ば
」
と
い
う
条
件
付
け
（
霞
夫
宛
も
同
じ
）
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
と
く
と
尋
思
」
と
い
う
の
は
、
読
者
に
精

神
活
動
の
負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
景
が
平
凡
な
ら
、
読
者

の
精
神
活
動
の
量
は
少
な
く
て
す
む
は
ず
。
し
か
し
景
中
に
情
が

あ
る
と
す
る
な
ら
、
景
が
平
凡
で
あ
る
ほ
ど
、
読
者
の
精
神
は
よ

り
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
景
の
表
面
か
ら
、
そ
の
奥
に
あ

る
情
に
と
ど
く
よ
う
、
心
を
馳
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
。
と
こ
ろ
が

蕪
村
は
、
わ
ざ
と
の
よ
う
に
景
を
一
見
平
凡
に
こ
し
ら
え
た
。
意

図
的
に
、
景
の
表
面
か
ら
そ
の
奥
の
情
ま
で
の
距
離
を
大
き
く
と
っ

た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
句
の
表
現
は
、
情
趣
の
存
在
を
気
づ
か

せ
る
に
と
ど
め
、
読
者
に
対
し
て
、
読
者
自
身
が
情
趣
を
求
め
て

存
分
に
心
を
馳
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
馳
せ
る
心
が
想
像
力

だ
ろ
う
が
、
想
像
す
れ
ば
、
読
者
に
も
ま
た
情
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
「
想
像
」
と
い
う
精
神
作
用
に
つ
い
て
、
京
の
儒
者
・
皆

川
洪
園
が
精
細
に
論
じ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
洪
園
が
蕪
村
か
ら
近

い
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
（
注
1
2
）
。

　
こ
の
よ
う
に
蕪
村
は
、
読
者
に
想
像
力
の
発
揮
を
期
待
す
る
こ

と
を
方
法
の
Ｉ
と
し
た
が
、
そ
れ
を
趣
向
と
し
て
仕
掛
け
る
こ
と

も
多
か
っ
た
。
読
者
は
そ
れ
を
楽
し
む
内
、
い
つ
し
か
作
品
中
に
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情
を
そ
そ
ぎ
こ
む
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
次
の
句
で
あ
る
。

　
　
易
水
に
ね
ぶ
か
流
る
比
尽
か
な
　
　
　
（
『
蕪
村
句
集
』
）

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
秦
の
始
皇
帝
に
差
し
向
け
ら
れ
た
刺
客
荊
何

の
悲
劇
が
題
材
で
、
途
上
の
易
水
河
畔
で
詠
じ
た
詩
を
下
に
敷
く

作
。
靖
江
は
、
そ
の
寒
々
と
し
た
川
面
に
「
ね
ぶ
か
（
葱
）
」
を

置
く
と
こ
ろ
に
俳
諧
を
見
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
句
の
鑑
賞

は
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
典
拠
と
な
っ
た

『
史
記
』
の
刺
客
列
伝
を
読
む
者
に
は
、
そ
の
時
に
携
行
し
た
七

首
（
あ
い
く
ち
）
の
記
述
が
、
強
く
記
憶
に
残
る
は
ず
で
あ
る
。

繰
り
返
し
記
さ
れ
、
最
後
の
一
念
を
こ
め
始
皇
帝
め
が
け
て
投
げ

つ
け
た
レ
」
首
が
、
つ
い
に
は
ず
れ
て
柱
に
当
た
り
床
に
落
ち
る
場

面
は
、
こ
と
に
印
象
深
い
。
と
す
る
と
、
川
面
を
流
れ
る
白
く
て

細
い
「
ね
ぶ
か
」
は
、
床
に
転
が
っ
た
包
首
の
俳
諧
化
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
こ
と
で
始
め
て
、
読
者
は
荊

何
の
痛
恨
の
思
い
に
情
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
蕪
村
も
読
ん

だ
と
い
う
『
絶
句
解
』
に
は
こ
の
話
を
材
と
し
た
詩
が
見
え
、
い

ず
れ
も
「
レ
」
首
」
の
語
を
折
り
込
ん
で
い
た
（
注
1
3
）
。
ま
た
、

安
永
五
年
刊
の
『
絶
句
解
考
証
』
で
、
約
一
丁
に
わ
た
る
「
荊
和

事
」
の
項
目
は
、
包
首
を
中
心
に
し
た
記
事
で
あ
る
（
江
1
4
）
。

「
ね
ぶ
か
」
か
ら
「
七
首
」
へ
の
連
想
を
求
め
る
の
が
趣
向
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
で
悲
劇
の
人
物
の
心
中
へ
の
想
像
つ
ま
り
「
思
い
や

り
」
が
働
き
、
情
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。

　
蕪
村
に
つ
い
て
述
べ
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
文
芸
活
動
に
お
い

て
。
思
い
や
る
心
〃
が
す
で
に
血
肉
化
し
、
作
品
に
自
在
な
駆
使

が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
精
神
の
あ

り
方
の
底
に
あ
っ
た
の
は
、
自
他
を
相
対
的
な
関
係
性
に
お
い
て

認
識
す
る
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
春
風
馬
堤
曲
」
で
使
わ
れ

る
「
茶
店
の
老
婆
子
價
を
見
て
…
…
」
の
「
價
」
も
、
「
我
」
と

の
違
い
を
意
識
し
て
の
使
い
分
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
洪
園
の

『
虚
字
解
』
は
、
「
我
」
を
「
人
ニ
ク
ラ
ベ
テ
オ
レ
ガ
方
ガ
ト
云
フ

キ
ミ
」
と
説
明
し
、
「
價
」
に
つ
い
て
は
呉
人
の
語
と
断
っ
た
う

え
で
、
「
コ
チ
ラ
ノ
心
ヲ
モ
ツ
テ
向
ノ
心
ニ
オ
モ
ハ
セ
ル
コ
ト
バ

ナ
リ
」
と
解
説
し
て
い
る
。
後
者
の
解
は
や
や
分
か
り
に
く
い
が
、

づ
我
」
の
視
点
が
自
分
側
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
「
價
」
の
場
合

は
、
相
手
側
の
視
点
を
も
持
ち
合
わ
せ
る
も
の
、
と
言
え
る
。

「
老
婆
子
」
の
「
子
」
は
「
親
愛
の
情
を
こ
め
た
敬
称
」
と
い
う

が
（
注
1
5
）
、
蕪
村
は
、
老
婆
が
情
を
に
じ
ま
せ
た
目
を
注
ぐ
、

そ
の
自
分
へ
向
か
う
視
線
の
や
さ
し
さ
を
意
識
し
た
少
女
の
立
場
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を
「
價
」
と
表
記
し
た
の
で
あ
る
。
情
の
交
流
に
ふ
さ
わ
し
い
文

字
と
し
て
。
蕪
村
の
、
か
よ
う
な
。
思
い
や
＠
ｙ
を
伴
う
対
他

意
識
は
、
「
得
た
き
も
の
は
し
ゐ
て
得
る
が
よ
し
。
見
た
き
も
の

は
つ
と
め
て
見
る
が
よ
し
」
（
『
新
花
摘
』
）
と
す
る
、
強
い
自
我

意
識
の
上
に
成
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
（
５
）
　
。
思
い
や
る
心
〃
の
源
流

　
前
節
で
、
蕪
村
の
作
品
に
お
い
て
、
。
思
い
や
る
心
〃
が
多
様

に
現
れ
る
こ
と
を
見
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
心
的
態

度
が
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
史
的
背
景
を
も
つ
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
第
二
節
の
結
び
で
も
、
宣
長
の
論
の
前
に
祖
練
の

論
を
想
定
し
て
指
摘
し
た
。
か
よ
う
に
文
芸
論
の
一
部
と
な
り
う

る
の
は
、
お
そ
ら
く
享
保
期
が
上
限
で
あ
ろ
う
が
、
文
芸
作
品
の

内
容
と
し
て
は
、
す
で
に
享
保
期
以
前
に
も
存
在
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
こ
こ
で
私
が
た
だ
ち
に
思
い
出
す
の
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
世

話
物
で
あ
る
。
人
形
浄
瑠
璃
ゆ
え
、
一
般
の
文
芸
と
は
異
な
る
が
、

こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
の
は
許
さ
れ
よ
う
。
近
松
の
世
話
物
で
は
、

　
�
乙
い
や
る
心
〃
が
ま
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
お
り
、

ど
れ
ほ
ど
意
識
的
か
は
知
ら
ず
な
が
ら
、
作
劇
の
中
で
次
第
に
そ

れ
を
重
ん
じ
て
い
っ
た
、
と
私
は
思
う
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
す
で

に
世
話
物
第
一
作
の
『
曾
根
崎
心
中
』
か
ら
現
れ
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
の
有
名
な
足
問
答
の
趣
向
は
、
観
客
に
対
し
て
、
せ
り
ふ
と

し
て
語
ら
ぬ
二
人
の
決
意
と
真
情
を
察
し
や
る
こ
と
を
求
め
る
も

の
で
、
こ
の
技
法
で
観
客
に
深
い
感
動
を
与
え
、
こ
の
作
の
名
を

高
め
た
。
こ
れ
は
、
蕪
村
の
場
合
に
見
た
、
読
者
の
想
像
力
を
期

待
し
て
趣
向
を
仕
掛
け
る
手
法
に
等
し
い
。

　
だ
が
晩
年
の
傑
作
『
心
中
大
の
網
島
』
の
場
合
は
、
�
乙
い
や

る
心
〃
の
使
わ
れ
方
が
変
容
す
る
。
こ
れ
も
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に

な
る
が
、
治
兵
衛
の
妻
お
さ
ん
は
、
ひ
そ
か
に
手
紙
を
送
り
、
思

い
通
り
に
小
春
を
夫
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
を
得
、
久
方
ぶ
り
に
夫

と
対
座
し
て
い
る
。
そ
の
中
途
、
夫
の
言
葉
か
ら
突
然
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
こ
れ
を
頂
点
と
し
て
、
ド
ラ
マ
の
筋
は
大
き
く
転
回

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
は
っ
と
お
さ
ん
が
興
さ
め
顔
、
ヤ
ア
ウ
ハ
ウ
そ
れ
な
れ
ば
い

　
　
と
し
や
小
春
は
死
に
や
る
ぞ
や
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
。
思
い
や
る
心
〃
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

怨
み
あ
る
女
の
命
を
救
お
う
と
す
る
人
間
的
な
高
貴
な
情
Ｉ
。
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小
春
は
お
さ
ん
の
手
紙
を
読
み
、
そ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
く
れ

た
、
そ
れ
に
対
し
て
の
義
理
が
あ
る
か
ら
、
と
も
解
釈
さ
れ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
道
生
氏
の
卓
説
が
あ
る
。
氏
は
、
近
松
の

方
法
を
「
義
理
」
を
通
し
て
「
情
」
を
描
く
も
の
と
見
な
し
、

「
卑
近
な
私
情
を
抑
制
し
て
、
よ
り
高
い
倫
理
的
価
値
を
持
つ
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
「
義
理
」
を
立
て
抜
こ
う
と
し
て
腐
心
す
る
彼

ら
の
懸
命
な
行
動
の
根
抵
に
は
、
極
め
て
本
源
的
な
、
殆
ど
崇
高

と
も
評
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
人
間
と
し
て
の
情
念
が
熾
烈
に
龍
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
、
「
虚
構
と
し
て
の
義
理
」
の
方

法
で
語
ろ
う
と
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
注
拓
）
。
私

は
そ
の
入
聞
性
に
み
ち
た
情
が
、
黙
し
た
ま
ま
姿
を
消
し
た
他
者

の
内
心
を
、
き
っ
か
け
を
得
た
別
人
が
突
然
に
洞
察
す
る
（
つ
ま

り
他
者
の
心
に
同
化
す
る
）
、
と
い
う
手
法
で
描
き
出
さ
れ
る
点

に
深
い
興
味
を
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
。
思
い
や
Ｑ
ｙ
は
、

趣
向
を
楽
し
む
受
容
者
の
側
の
そ
れ
で
は
な
く
、
作
者
が
創
出
し

た
登
場
人
物
の
精
神
活
動
と
し
て
使
わ
れ
、
作
品
の
テ
ー
マ
に
大

き
く
か
か
わ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
思
え
ば
、
第
一
稿
で
そ
の

名
を
挙
げ
た
穂
積
以
貫
は
、
近
松
の
浄
瑠
璃
を
論
じ
て
『
難
波
土

産
』
の
成
立
に
与
っ
た
人
だ
っ
た
。
記
事
を
引
用
し
た
『
経
学
要

字
簾
』
の
著
者
で
あ
り
、
鳥
酔
系
俳
人
へ
「
想
像
」
や
「
思
い
や

り
」
を
説
い
た
新
井
白
蛾
へ
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。

　
近
松
の
場
合
を
見
た
が
、
こ
の
よ
う
に
詮
索
す
る
な
ら
、
文
芸

作
品
の
中
の
。
思
い
や
る
心
〃
は
、
西
鶴
に
も
芭
蕉
に
も
こ
れ
に

近
い
例
は
見
い
だ
せ
よ
う
。
蕉
風
俳
諧
の
匂
い
付
も
、
前
句
の
余

情
を
す
か
さ
ず
汲
み
と
る
と
こ
ろ
、
や
は
り
同
質
の
心
と
い
え
る
。

文
芸
に
お
い
て
し
か
り
だ
か
ら
、
元
禄
期
の
社
会
生
活
に
�
乙
い

や
る
心
″
が
な
か
っ
た
と
は
、
と
て
も
言
え
な
い
。
儒
者
・
伊
藤

仁
斎
の
「
恕
」
の
解
釈
（
注
1
7
）
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
裏
づ

け
る
。
た
だ
そ
れ
が
、
一
般
の
意
識
と
し
て
は
、
「
情
」
と
い
う

広
い
概
念
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。
日
常
に
お
け
る
「
思
い
や

り
」
の
語
も
、
倫
理
的
な
意
味
づ
け
に
乏
し
か
っ
た
。
し
か
し
、

白
銀
や
蘆
庵
た
ち
の
�
乙
い
や
る
心
〃
の
源
流
を
求
め
る
な
ら
、

そ
れ
は
や
は
り
、
こ
の
元
禄
期
の
「
情
」
の
重
視
に
ゆ
き
つ
く
だ

。
ろ
う
。
こ
の
「
情
」
の
中
に
含
意
さ
れ
て
い
た
�
乙
い
や
る
心
〃

が
、
自
他
の
二
元
性
の
意
識
化
に
伴
っ
て
、
必
要
か
ら
倫
理
的
な

　
一
つ
の
観
念
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
諸
事
象
の
背
景
で
あ
ろ
う
。

　
中
村
幸
彦
先
生
の
論
文
「
文
学
は
「
人
情
を
道
ふ
」
の
説
」

一
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（
注
1
8
）
は
、
元
禄
期
に
お
い
て
、
「
情
」
が
す
で
に
文
学
論
の
内

容
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
か
つ
て
こ
の
「
情
」

の
中
に
含
意
さ
れ
て
い
た
。
思
い
や
る
心
〃
も
、
そ
れ
が
多
く
の

人
の
意
識
の
中
で
自
覚
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
る
時
点
に
至
っ
て
、
や

は
り
文
学
論
の
一
部
に
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
時
点
が
十
八
世
紀

の
後
半
で
あ
り
、
百
年
と
い
う
時
間
を
か
け
て
、
人
々
は
、
人
間

の
精
神
活
動
へ
の
理
解
を
よ
り
精
細
に
し
、
よ
り
深
め
た
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

注

Ａ
　
第
一
稿
は
、
田
中
道
雄
「
。
思
い
や
る
（
想
像
ル
）
心
〃
の

　
詩
歌
－
鳥
酔
系
俳
人
の
場
合
ｉ
」
（
『
佐
賀
大
国
文
』
二
六
号
）
。

　
第
二
稿
は
、
同
「
。
思
い
や
る
（
想
像
ル
）
心
〃
の
詩
歌
－
小

　
沢
蘆
庵
の
場
合
－
」
（
『
雅
俗
』
六
号
）
。

１
　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
項

　
（
秋
山
虔
執
筆
）
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
「
個
々
人
の
限
定

　
さ
れ
た
経
験
の
位
相
に
属
す
る
「
あ
は
れ
」
を
越
え
て
一
般
化

　
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
た
、
主
客
融
合
の
気
分
・
情
趣
の
一
様
態
で

　
あ
る
」
、
そ
れ
を
「
知
る
」
こ
と
を
「
対
象
の
本
来
の
意
味
を

　
深
く
理
解
し
、
こ
れ
に
共
感
す
る
こ
と
」
と
解
説
す
る
。

２
　
二
書
の
本
文
は
、
筑
摩
書
房
版
『
本
居
官
長
全
集
』
に
よ
っ

　
た
。
た
だ
し
、
私
に
濁
点
を
施
し
、
句
読
点
を
改
め
、
ま
た
補
っ

　
た
。

３
　
第
二
稿
ヱ
八
三
ペ
ー
ジ
。
田
中
道
雄
「
趣
向
の
料
と
し
て
の

　
実
情
－
蕪
村
の
方
法
を
例
に
Ｉ
」
（
『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
八
号
）

　
七
六
ペ
ー
ジ
。

４
　
第
二
稿
ヱ
八
五
ペ
ー
ジ
。

５
　
第
一
稿
一
五
ペ
ー
ジ
。

６
　
日
野
龍
夫
氏
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
本
居
宣
長
集
』
の

　
頭
注
に
お
い
て
、
『
石
上
私
淑
言
』
の
歌
の
効
用
論
の
部
分
を
、

　
祖
練
の
『
弁
道
』
に
見
え
る
詩
経
に
つ
い
て
の
論
の
影
響
と
指

　
摘
す
る
。

７
　
安
永
六
年
三
月
七
日
付
几
董
宛
書
簡
に
「
此
ほ
ど
伏
水
の
佳

　
境
、
さ
ぞ
と
相
（
‥
‥
想
）
像
い
た
し
、
御
う
ら
山
し
く
存
候
」

　
と
記
す
。

８
　
注
３
の
『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
稿
七
六
ペ
ー
ジ
。

９
　
『
頴
原
退
蔵
著
作
集
』
第
十
三
巻
。

1
0
　
竹
内
敏
雄
編
修
『
美
学
事
典
』
増
補
版
「
浪
漫
主
義
」
の
項
・

30
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佐
々
木
健
一
　
『
美
学
辞
典
』
「
想
像
力
」
の
項
・
平
凡
社
『
大

　
百
科
事
典
』
「
ロ
マ
ン
し
ゅ
ぎ
」
の
項
（
田
村
毅
執
筆
）
を
参

　
考
に
し
た
。

‥
‥
ハ
　
田
中
道
雄
「
「
我
」
の
情
の
承
認
－
影
写
説
と
白
雄
・
蕪
村

　
な
ど
ー
」
（
『
連
歌
俳
諧
研
究
』
七
一
号
）
　
一
五
ペ
ー
ジ
。

1
2
　
第
二
稿
ヱ
八
二
ペ
ー
ジ
。
注
３
の
『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
稿

　
七
六
ペ
ー
ジ
。

1
3
　
李
単
竜
の
「
渡
易
水
贈
伯
承
」
に
「
ヒ
首
腰
間
二
嗚
ル
。
蕭

　
蕭
ト
シ
テ
北
風
起
ル
。
…
…
」
、
「
流
浪
七
絶
三
百
首
解
」
の

　
「
席
上
鼓
飲
歌
送
元
美
」
第
三
首
に
「
風
色
蕭
蕭
ト
シ
テ
易
水

　
寒
シ
。
荊
卿
ガ
ヒ
首
長
安
二
人
ル
。
…
…
」
と
あ
り
、
前
者
に

　
は
「
荊
何
が
事
ヲ
用
フ
」
と
注
す
る
。

1
4
　
こ
の
ヒ
首
の
人
手
の
い
き
さ
つ
、
天
下
の
利
器
と
さ
れ
る
い

　
わ
れ
を
詳
し
く
述
べ
、
記
事
の
末
に
は
、
『
索
隠
』
な
ど
に
よ

　
る
「
レ
」
首
」
の
語
義
考
証
を
付
す
。

1
5
　
日
本
古
典
全
書
『
与
謝
蕪
村
集
』
の
頭
注
に
、
中
村
幸
彦
説

　
と
し
て
引
く
。

1
6
　
原
道
生
「
虚
構
と
し
て
の
「
義
理
ヒ
（
『
講
座
・
日
本
思
想
』

　
３
）
ご
二
五
ペ
ー
ジ
。

1718

第
二
稿
一
六
五
ペ
ー
ジ
。

『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
一
巻
。
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