
西行
の
和
歌

1
出
家
と
草
庵
を
め
ぐ
っ
て
ー

鈴
　
木
　
徳
　
男

一

　我
々
が
西
行
に
つ
い
て
知
る
手
だ
て
は
、
限
ら
れ
た
史
料
と
詠
み
残
し
て
い
る
和
歌
作
品
（
二
千
二
百
首
余
り
）
に
よ
る
他
は
な
い
。

和
歌
を
丹
念
に
解
釈
し
て
西
行
の
人
間
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
ご
く
最
近
に
は
じ
ま
る
こ
と
で
あ
る
し
（
そ
の
端
緒
は
明
治
時
代
の
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ユ

末年
、
藤
岡
作
太
郎
の
西
行
論
）
、
伝
記
に
つ
い
て
の
考
察
も
同
様
で
和
歌
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
輪
郭
が
描
か
れ
る
よ
う
　
　
　
　
↓

に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
西
行
像
は
伝
説
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　多
く
の
研
究
書
を
見
て
も
、
西
行
の
和
歌
を
論
ず
る
と
き
、
西
行
の
境
涯
に
触
れ
ず
に
済
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
。
西
行

の和
歌
と
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
上
に
お
け
る
西
行
の
人
間
像
の
追
究
と
の
関
係
が
皮
肉
に
も
中
世
歌
人
西
行
を
か
え
っ
て
不
可
解
な
存

在
にす
る
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
作
品
と
作
者
の
生
き
方
が
互
い
に
不
可
欠
な
関
係
と
し
て
表
裏
を
な
し
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、

当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
実
は
中
世
和
歌
（
お
お
よ
そ
新
古
今
時
代
以
降
の
和
歌
を
念
頭
に
お
く
言
い
方
）
に
お
い
て
は
特
殊

な
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
、
宮
廷
や
そ
の
周
辺
で
詠
ま
れ
る
和
歌
の
場
合
、
作
者
の
伝
記
が
、
た
と
え
詳
細
に
わ
た
り
知
る
こ
と
が

でき
て
も
、
和
歌
の
解
釈
に
直
接
に
立
ち
入
っ
て
く
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
よ
う
に
思
う
。
当
時
の
作
歌
方
法
の
中

心
であ
る
題
詠
で
は
、
題
の
心
に
即
し
た
言
語
表
現
が
構
築
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
把
捉
す
れ
ば
、
そ
の
彫
琢
さ
れ
た
詩
的
世
界
は
十
分
理
解

西行
の
和
歌



西
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の
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歌

でき
る
の
で
あ
っ
て
、
詠
作
時
点
が
作
者
の
人
生
の
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
影
響
を
考
慮
せ
ず
に
作
品
を
鑑
賞
で
き
る
。

作
者
の
性
格
、
経
験
や
生
活
ぶ
り
な
ど
は
消
去
さ
れ
て
詠
作
の
上
に
反
映
し
な
い
、
あ
る
い
は
反
映
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
捨
象
し

ても
享
受
で
き
る
文
芸
的
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
作
品
内
容
と
作
者
は
、
詠
み
だ
し
た
時
点
で
難
れ
て
し
ま
い
、
ほ
と
ん

ど
無
関
係
に
な
る
。
作
者
と
し
て
そ
の
和
歌
作
品
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
詠
作
に
際
し
て
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
け
で
あ
ろ
う
。
（
歌

人
研
究
や
歌
壇
史
研
究
が
無
効
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
文
学
史
を
ひ
も
と
け
ば
明
白
で
あ
る
。
た
だ
一
首
を
抽
出
し
て
享
受
す
る
場
合
に
、
当

時
の
作
歌方
法
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
評
価
基
準
が
作
者
の
実
体
と
は
別
の
次
元
に
存
す
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
）
と
こ
ろ
が
、
西
行
は

違
っ
て
い
る
。
西
行
の
和
歌
に
は
背
後
に
詠
み
出
し
た
西
行
自
身
が
つ
い
て
ま
わ
り
、
作
品
を
味
わ
う
も
の
に
、
い
わ
ば
生
々
し
い
西
行

像を
強
要
す
る
の
で
あ
る
。

　そ
こ
で
、
和
歌
を
読
む
に
あ
た
り
、
詠
作
活
動
と
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
西
行
の
人
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
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2

概
観し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
生
年
は
元
永
元
年
（
一
＝
八
）
、
没
年
は
建
久
元
年
（
＝
九
〇
）
。
生
ま
れ
は
平
清
盛
と
同
じ
年
で
　
　
　
　
一

あ
る
。
翌
年
に
は
顕
仁
（
の
ち
の
崇
徳
院
）
が
誕
生
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
七
十
三
年
の
生
涯
は
、
平
安
時
代
末
の
動
乱
期
に
あ
た
り
、

保
元
の
乱
は

三
十
九歳
、
平
治
の
乱
は
四
十
二
歳
、
治
承
・
寿
永
の
源
平
の
争
乱
は
六
十
代
の
晩
年
で
あ
る
。

　
西行
の
生
涯
は
五
区
分
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
川
田
順
に
よ
る
分
類
を
基
に
す
る
が
、
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

　
一
在
俗
時
代
（
一
歳
か
ら
二
十
三
歳
）

　
二出
家
直
後
時
代
（
二
十
四
歳
か
ら
三
十
歳
）

　
三高
野
山
中
心
時
代
前
期
（
三
十
一
歳
か
ら
四
十
九
歳
）

　
四高
野
山
中
心
時
代
後
期
（
五
十
歳
か
ら
六
十
二
歳
）

　
五
晩年
時
代
（
六
十
三
歳
か
ら
七
十
三
歳
）



　
以
上
の
区

分
の目
安
を
示
す
。
二
十
三
歳
の
時
、
出
家
し
て
京
都
近
郊
で
の
草
庵
生
活
に
入
る
。
三
十
歳
頃
ま
で
に
初
度
陸
奥
修
行
を

し
て
、
高
野
山
に
登
り
、
以
後
こ
こ
を
中
心
に
活
動
す
る
。
こ
の
間
、
熊
野
、
大
峰
の
修
行
を
し
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
真
言
密
教
を
学
習

し
た
。
五
十
歳
の
こ
ろ
、
讃
岐
行
を
行
う
。
目
的
は
、
弘
法
大
師
遺
跡
巡
礼
と
崇
徳
院
の
展
墓
で
あ
っ
た
。
六
十
三
歳
こ
ろ
、
高
野
山
を

離
れ
、
伊
勢
に
移
る
。
六
十
九
歳
の
時
、
東
大
寺
再
建
勧
進
の
た
め
再
度
陸
奥
行
。
建
久
元
年
二
月
十
六
日
、
弘
川
寺
に
て
入
寂
。

二

　
こ
の
う
ち
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
出
家
で
あ
る
。
出
家
遁
世
は
西
行
の
そ
の
後
の
人
生
を
決
定
づ
け
た
一
大
事
で
あ
る
。
頼
長
の

『台
記
』
永
治
二
年
三
月
十
五
日
の
条
か
ら
出
家
の
事
情
が
知
ら
れ
、
時
期
は
保
延
六
年
（
『
百
練
抄
』
に
よ
れ
ば
十
月
十
五
日
、
慈
鎮
和

尚
自
歌
合
十
禅
師
十
三
番
左
歌
〈
新
古
今
集
・
雑
下
に
も
〉
を
参
考
に
す
る
と
月
の
照
る
日
で
あ
っ
た
ら
し
い
）
で
あ
る
。
『
台
記
』
に
よ
れ
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ば
、
「
重
代
の
勇
士
を
も
っ
て
法
皇
に
仕
へ
、
俗
時
よ
り
心
を
仏
道
に
入
る
。
家
富
み
、
年
若
く
、
心
に
愁
ひ
な
き
に
、
遂
に
も
っ
て
遁
　
　
　
　
づ

世
す
。
人
こ
れ
を
嘆
美
す
る
な
り
。
」
と
あ
り
、
仏
道
に
心
を
入
れ
て
の
出
家
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
々
が
西
行
の
出
家

を
嘆
美
し
た
と
言
う
。
西
行
が
三
十
四
歳
の
時
に
撰
進
さ
れ
た
『
詞
花
集
』
に
読
み
人
知
ら
ず
で
あ
る
が
、
「
身
を
捨
つ
る
人
は
ま
こ
と
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に
捨
つ
る
か
は
捨
て
ぬ
人
こ
そ
捨
つ
る
な
り
け
れ
」
が
入
集
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
観
念
的
過
ぎ
る
き
ら
い
は

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
出
家
者
の
心
境
を
詠
ん
だ
作
が
、
匿
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
勅
撰
集
に
と
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
当
時
の
西
行
の

世間
的
評
価
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　出
家
の
動
機
を
探
る
に
は
、
伝
承
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
主
と
し
て
、
出
家
前
後
の
詠
と
認
め
ら
れ
る
西
行
の
和
歌
作
品
を
解
釈
し
内
容

を
吟
味
す
る
方
法
を
と
る
他
は
な
い
。
た
だ
、
当
時
の
出
家
を
か
ん
が
え
る
に
は
、
西
行
個
人
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
流

に
お
け
る
類
型
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
配
慮
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
西
行
の
内
面
的
葛
藤
と
社
会
的
理
解
と
の
間
に
相
違
が

西行
の
和
歌



西行
の
和
歌

有
り
得
る
こ
と
は
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に出
家
の
動
機
を
め
ぐ
る
諸
説
を
整
理
し
て
お
く
。

　川
田
順
『
西
行
』
（
昭
和
一
四
年
）
は
、
従
来
の
考
察
を
ふ
ま
え
つ
つ
次
の
四
説
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
般
厭
世
説
（
生
活
思
想
と
も
に

動
揺
し
天
変
地
異
相
次
ぐ
退
廃
的
過
渡
期
に
お
け
る
時
代
の
普
通
の
無
常
観
に
よ
る
。
『
西
行
物
語
』
に
も
み
え
る
）
、
恋
愛
原
因
説
（
家
集
中

の

恋
歌に
告
白
さ
れ
て
い
る
心
情
か
ら
読
み
と
る
。
『
源
平
盛
衰
記
』
に
載
る
）
、
政
治
原
因
説
（
乱
世
の
兆
し
の
あ
っ
た
当
時
の
政
治
情
勢
か

ら
身
を
遠
ざ
け
る
た
め
、
『
山
家
集
』
中
に
一
四
二
〇
、
一
四
二
一
の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
）
、
総
合
原
因
説
二
般
厭
世
観
、
政
治
原
因
の
悩

み
は
遠
因
で
、
悲
恋
の
苦
し
み
は
近
因
）
な
ど
を
あ
げ
る
。

　安
田
章
生
『
西
行
』
（
昭
和
四
八
年
）
は
、
詩
人
的
な
は
げ
し
い
性
格
と
結
び
つ
い
た
深
い
道
心
が
根
本
に
あ
り
、
こ
う
し
た
根
本
的

な
事
の
他
に
、
失
恋
や
近
親
者
の
死
な
ど
の
直
接
的
原
因
が
あ
っ
た
と
す
る
（
山
木
幸
一
の
指
摘
す
る
孤
児
的
陰
影
の
つ
き
ま
と
う
家
庭
環
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境
に
も
注
意
す
る
）
。
同
じ
く
『
西
行
と
定
家
』
（
昭
和
五
〇
年
）
に
は
「
当
時
の
皇
室
の
内
部
で
は
鳥
羽
院
と
崇
徳
院
と
の
対
立
が
あ
っ
　
　
　
　
一

た
。
鳥
羽
院
に
仕
え
な
が
ら
、
崇
徳
院
に
深
い
同
情
の
念
を
抱
い
て
い
た
西
行
は
、
そ
う
し
た
皇
室
内
部
の
事
情
か
ら
も
厭
世
の
思
い
を

強
く
抱
く
に
い
た
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
と
あ
る
。

　
窪
田章
一
郎
『
西
行
の
研
究
』
（
昭
和
三
六
年
）
は
、
西
行
の
特
色
あ
る
歌
風
は
出
家
生
活
に
密
接
で
あ
り
出
家
と
作
歌
は
一
致
し
て

お
り
、
し
い
て
他
に
動
機
、
原
因
を
求
め
る
よ
り
も
佐
藤
義
清
（
西
行
の
俗
名
）
の
人
間
的
性
情
、
資
質
の
中
に
求
め
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
出
家
と
い
う
行
為
は
自
身
を
自
由
に
し
束
縛
か
ら
放
つ
こ
と
で
あ
り
自
己
を
遂
げ
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
に
価
値
あ
る
生
き

方
を
求
め
た
と
述
べ
、
純
粋
な
信
仰
に
よ
る
文
学
表
現
の
深
化
を
目
標
に
し
た
出
家
と
す
る
。

　久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
（
昭
和
四
八
年
）
は
、
「
佐
藤
義
清
は
北
面
の
武
士
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
仏
道
に
関
心
の
深
い
変

わ
っ
た
男
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
空
仁
の
生
活
や
東
山
の
「
阿
み
だ
房
」
の
生
活
へ
の
憧
憬
を
歌
っ
た
作
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、



そ
の
関
心
は
、
主
と
し
て
、
信
仰
そ
の
も
の
、
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
出
家
者
と
し
て
の
生
き
方
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
憧
憬
の
念
は
自
己
変
革
へ
の
熱
望
で
あ
り
、
か
れ
の
資
質
の
重
要
な
一
面
に
若
々
し
い
浪
漫
的
精
神

があ
っ
た
と
す
る
（
「
西
行
と
草
庵
と
歌
と
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
一
年
六
月
号
に
お
い
て
も
「
草
庵
生
活
者
と
の
接
触
が
、
義
清
を
出
家

に
踏
み
切
ら
せ
た
か
な
り
直
接
的
動
機
付
け
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
く
）
。

　目
崎
徳
衛
『
西
行
の
思
想
史
的
研
究
』
（
昭
和
五
三
年
）
は
「
西
行
は
数
奇
の
遁
世
者
の
典
型
と
言
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
遁
世
の
原

因
は
こ
こ
に
求
め
る
の
が
何
よ
り
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
、
数
奇
の
遁
世
者
の
系
譜
を
歴
史
的
に
た
ど
っ
て
い
る
。

　
窪
田

が
「

む
し
ろ
出
家
の
理
由
を
考
え
る
に
は
、
出
家
以
後
の
行
為
・
生
活
に
解
答
を
求
め
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
よ
う

に
、
出
家
直
後
の
草
庵
生
活
を
見
る
と
、
根
本
に
道
心
が
あ
る
に
し
て
も
、
数
奇
の
遁
世
者
の
面
影
が
濃
厚
で
あ
る
の
は
確
か
な
よ
う
で
、

目
崎
が
説
く
「
数
奇
の
遁
世
」
は
、
信
仰
よ
り
生
き
方
や
文
学
的
資
質
を
優
先
さ
せ
る
点
で
、
結
果
的
に
は
、
窪
田
、
久
保
田
の
各
説
を
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

延
長
線
上
に
受
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　こ
れ
に
対
し
て
、
山
本
幸
一
『
西
行
和
歌
の
形
成
と
受
容
』
（
昭
和
六
二
年
）
は
出
家
し
た
原
因
・
理
由
は
つ
い
に
実
証
さ
れ
え
ぬ
謎

と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
出
家
遁
世
の
心
理
と
論
理
ま
た
場
面
・
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
で
「
出
家
の
理
由
・
原

因
と
し
て
「
数
奇
」
を
強
調
す
れ
ば
、
出
家
そ
れ
自
体
の
自
己
目
的
性
、
す
な
わ
ち
、
当
初
の
求
道
的
意
志
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
」
と
述
べ
、
出
家
以
前
の
草
庵
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
草
庵
の
数
奇
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
よ
り
も
素
朴
な
草
庵
生
活
に

お
い
て
求
道
を
実
践
す
る
者
へ
の
羨
望
で
は
な
い
か
と
、
求
道
的
機
因
を
説
い
た
。
さ
ら
に
、
山
木
説
を
受
け
て
、
萩
原
昌
好
は
在
俗
時

に

お
け
る
数
奇
が
見
ら
れ
な
い
と
し
、
動
機
と
生
き
方
は
別
に
論
ず
べ
き
か
と
し
て
「
和
歌
の
詠
み
ぶ
り
か
ら
察
し
て
、
西
行
は
（
別
の

動
機
に
よ
る
）
出
家
と
い
う
行
為
を
経
て
後
、
数
奇
者
と
し
て
の
眼
が
開
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
数
奇
者
と
し
て
生
き
る
為
に

出
家
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」
と
述
べ
て
、
数
奇
の
遁
世
を
批
判
し
、
恋
愛
（
失
恋
）
説
や
資
質
的
に
仏
道
に
心
ひ
か
れ
て
い
た

西行
の
和
歌



西

行
の和
歌

と
い
う
説
を
主
張
し
た
（
「
西
行
は
な
ぜ
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
」
『
国
文
学
』
昭
和
五
六
年
六
月
号
）
。

　山
田
昭
全
は
西
行
を
心
の
詩
人
と
み
て
、
心
の
歌
の
具
体
例
を
あ
げ
て
説
明
し
、
そ
れ
を
て
が
か
り
に
出
家
の
意
味
を
考
察
、
「
西
行

は
も
と
も
と
稀
に
見
る
内
面
直
視
型
の
人
間
で
あ
り
、
そ
の
上
強
烈
な
自
我
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
魂
は
家
族
や
周
囲
の
環
境

に制
約
さ
れ
る
こ
と
を
き
ら
い
、
激
し
く
自
由
を
求
め
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
強
烈
な
魂
の
爆
発
が
二
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
出
家

さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
」
と
結
論
し
て
い
る
（
「
佐
藤
義
清
と
西
行
と
ー
西
行
出
家
の
意
味
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
一
年
六
月
号
）
。

　気
が
つ
い
た
範
囲
で
出
家
を
め
ぐ
る
主
な
論
説
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
た
。
諸
説
を
網
羅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
取
り
上
げ
た
説
も
誤

解
な
く
紹
介
し
得
た
か
心
許
な
い
次
第
で
あ
る
が
、
西
行
の
出
家
の
動
機
を
め
ぐ
る
諸
説
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
西
行
の
詩
人

的
な
資
質
や
出
家
遁
世
に
関
す
る
当
時
の
諸
事
情
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
と
思
う
。
結
局
、
西
行
の
出
家
の
原
因
は
謎
の
ま
ま
な
の
で
あ

る
が
、
出
家
直
後
の
生
活
が
山
里
の
草
庵
生
活
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
出
家
し
た
西
行
は
新
し
い
生
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
6

き
方
と
し
て
、
と
も
か
く
草
庵
生
活
を
得
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　な
お
、
在
俗
時
の
西
行
、
佐
藤
義
清
は
左
兵
衛
尉
で
あ
り
、
鳥
羽
院
の
下
北
面
に
勤
仕
、
徳
大
寺
家
の
家
司
的
な
生
活
も
し
て
い
た
。

義
清
は

宮
廷周
辺
に
奉
仕
す
る
武
官
、
い
わ
ゆ
る
武
士
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
頼
朝
と
の
会
見
（
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
八
月
十
六
日
条
）
か

ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
祖
の
藤
原
秀
郷
（
俵
藤
太
）
に
誇
り
を
抱
い
て
い
た
。
西
行
に
お
け
る
出
家
の
意
味
を
把
握
す
る
に
は
、

こ

のよ
う
な
武
士
的
資
質
を
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
妻
子
の
い
た
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
（
『
発
心
集
』
巻
六
「
西

行
女
子
出
家
事
」
な
ど
）
。
こ
う
し
た
在
俗
時
の
環
境
を
捨
て
て
出
家
遁
世
し
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
周
辺
か
ら
山
里
へ
、
い
わ
ば
生
き
方
の

百

八
十度
の
転
換
を
成
し
遂
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
西
行
物
語
』
に
あ
る
よ
う
に
、
出
家
を
決
心
し
た
か
れ
が
煩
悩
の
き
つ
な
を
絶
つ
た

め
に
出
迎
え
に
出
て
袖
に
取
り
付
く
四
歳
の
娘
を
縁
か
ら
下
へ
蹴
落
し
た
と
い
う
ほ
ど
の
激
し
さ
は
事
実
で
は
な
い
に
し
て
も
、
調
和
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
こ

た

安
定を
破
り
一
つ
の
道
に
徹
し
よ
う
と
す
る
中
世
的
生
き
方
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
武
士
的
資
質
を
見
い
だ
し
た
い
と



思う
。

注

（1
）
身
を
捨
て
出
家
す
る
人
は
本
当
に
身
を
捨
て
た
こ
と
に
な
ら
な
い
、
捨
て
ず
に
俗
世
に
い
る
人
こ
そ
身
を
い
た
ず
ら
に
捨
て
て
い

　
　
　　
る
こ
と
に
な
る
の
だ
の
意
で
、
出
家
後
の
感
懐
と
と
る
。
な
お
、
逆
に
形
だ
け
の
出
家
で
は
な
く
俗
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
方
が

　
　
　
　
本当
の
出
家
で
あ
る
と
い
う
別
解
も
あ
る
が
と
ら
な
い
。
こ
の
歌
に
関
し
て
は
井
上
宗
雄
・
片
野
達
郎
校
注
『
詞
花
和
歌
集
』
の

　
　
　
　補
注
に
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。

注
（
2
）
谷
山
茂
校
注
『
歌
合
集
』
中
世
篇
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
補
注
は
調
和
を
破
っ
て
も
徹
底
す
る
こ
と
を
中
世
的
だ
と
指
摘

　
　
　
　し
て
い
る
。
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三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7

　出
家
後
、
京
都
近
郊
で
の
草
庵
生
活
が
、
し
ば
ら
く
西
行
の
生
活
の
中
心
で
あ
っ
た
。
歌
枕
探
訪
を
主
目
的
に
し
た
初
度
陸
奥
修
行
以

後
に
高
野
山
に
登
る
ま
で
続
く
。
し
か
し
、
高
野
山
を
中
心
に
し
た
生
活
に
は
、
そ
れ
ま
で
と
異
質
な
も
の
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、

高
野
山
中
心
の
西
行
の
生
活
は
、
草
庵
生
活
に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
数
奇
よ
り
仏
道
の
比
重
が
重
く
な
っ
て
き
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
真
言
密
教
に
帰
依
し
て
修
行
と
学
習
に
励
ん
だ
ら
し
く
、
か
な
り
高
度
な
『
法
華
経
』
二
十
八
品
歌
を
詠
む
ま
で
に
な
っ
て
い
る

（山
田
昭
全
『
西
行
の
和
歌
と
仏
教
』
昭
和
六
二
年
）
。
大
峰
修
行
も
こ
の
間
で
あ
ろ
う
（
『
山
家
集
』
に
峰
入
り
の
折
り
の
詠
歌
群
が
み
え
る
、

ま
た
『
古
今
著
聞
集
』
第
二
釈
教
に
よ
れ
ば
、
宗
南
坊
僧
都
行
宗
を
先
達
と
し
て
二
度
の
峰
入
り
を
は
た
し
た
と
言
う
）
。
さ
ら
に
は
、
や
が
て

弘
法
大
師
を
慕
い
、
四
国
へ
下
向
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
のよ
う
な
西
行
の
出
家
を
ふ
ま
え
て
、
出
家
後
の
山
里
で
の
草
庵
生
活
の
文
学
的
意
味
を
検
討
し
、
草
庵
生
活
を
基
盤
に
し
て
詠

西
行
の
和
歌



西行
の
和
歌

ま
れ
た
和
歌
、
と
く
に
四
季
の
景
物
を
詠
ん
だ
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
西
行
の
和
歌
の
特
徴
の
ひ
と
つ
を
確
認
し
て
み
た
く
思
う
。

　と
こ
ろ
で
、
西
行
の
草
庵
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
例
え
ば
、
鴨
長
明
が
『
方
丈
記
』
で
詳
細
に
記
す
よ
う
な
草
庵
で
あ
っ

た
か
、
質
素
閑
寂
を
旨
と
し
た
も
の
に
は
違
い
な
い
か
ら
、
長
明
の
日
野
の
草
庵
と
そ
う
大
差
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、

は
っ
き
り
し
な
い
。
『
西
行
上
人
談
抄
』
に
よ
る
と
、
二
見
が
浦
の
草
庵
は
浜
荻
を
敷
い
た
住
居
で
、
自
然
石
を
硯
に
用
い
、
机
代
わ
り

は
花
篭
や
扇
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
。

　ま
た
、
『
山
家
集
』
な
ど
か
ら
地
名
を
拾
う
と
、
草
庵
を
結
ん
だ
具
体
的
な
場
所
と
し
て
は
、
東
山
、
嵯
峨
野
、
あ
る
い
は
吉
野
な
ど

が挙
げ
ら
れ
る
。
一
所
止
住
を
嫌
う
隠
遁
の
性
質
上
、
ひ
と
と
こ
ろ
に
庵
を
結
び
、
久
し
く
定
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
少
な
く
と
も
西
行
の
場
合
は
、
各
地
の
寺
社
や
歌
枕
で
あ
る
景
勝
の
地
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
遊
覧
や
修
業
に
出
歩
く
こ
と
が
多
か
っ

た
。
時
に
数
奇
者
の
集
ま
る
歌
会
な
ど
に
も
出
席
し
て
い
る
。
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つ
ば

　
こ
う
し
た
形
で
営
ま
れ
た
山
里
の
草
庵
生
活
と
は
、
文
学
的
見
地
か
ら
み
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
、
文
学
（
作
歌
活
　
　
　
　
一

動
）
と
山
里
の
草
庵
生
活
の
関
係
を
先
ず
考
え
て
み
た
い
。
「
山
里
」
の
沿
革
は
、
す
で
に
家
永
三
郎
『
日
本
思
想
史
に
お
け
る
宗
教
的

自
然
観
の
展
開
』
（
昭
和
一
九
年
）
に
説
か
れ
て
い
る
。
試
み
に
『
古
今
集
』
か
ら
山
里
を
詠
ん
だ
和
歌
を
挙
げ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

棟　
　
梁

春
た
て
ど
　
花
も
に
ほ
は
ぬ
　
山
里
は
　
も
の
憂
か
る
音
に
　
鶯
ぞ
鳴
く
　
　
　
（
一
五
）

　
　亭
子
院
の
歌
合
の
時
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
　
　
勢

見る
人
も
　
な
き
山
里
の
　
桜
花
　
ほ
か
の
散
り
な
む
　
後
ぞ
咲
か
ま
し
　
　
（
六
八
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人不
知

　
　
ひぐ
ら
し
の
　
鳴
く
山
里
の
　
夕
暮
れ
は
　
風
よ
り
ほ
か
に
　
と
ふ
人
も
な
し
　
　
（
二
〇
五
）

　
　
　
　
是貞
親
王
の
家
の
歌
合
の
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
　
　
　
琴

　
　山
里
は
　
秋
こ
そ
こ
と
に
　
わ
び
し
け
れ
　
鹿
の
鳴
く
音
に
　
目
を
さ
ま
し
つ
つ
　
　
（
二
一
四
）

　
　
　
　冬
の
歌
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
宗
子
朝
臣

　
　山
里
は
　
冬
ぞ
さ
び
し
さ
　
ま
さ
り
け
る
　
人
め
も
草
も
　
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
　
　
　
（
三
一
五
）
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一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人

不知

　
　白
雪
の
　
降
り
て
つ
も
れ
る
　
山
里
は
　
住
む
人
さ
へ
や
　
お
も
ひ
消
ゆ
ら
む
　
　
（
三
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
人

不
知

　
　山
里
は
　
も
の
の
わ
び
し
き
　
こ
と
こ
そ
あ
れ
　
世
の
憂
き
よ
り
は
　
住
み
よ
か
り
け
り
　
　
（
九
四
四
）

　山
里
は
孤
絶
し
た
わ
び
し
く
寂
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
西
行
歌
か
ら
例
を
と
る
と
『
山
家
集
』
中
雑
の
最
後
に
「
題
知
ら

ず
」
と
し
て
一
括
さ
れ
た
歌
群
は
山
里
の
生
活
を
詠
じ
た
作
で
あ
る
。
は
じ
め
の
数
首
を
挙
げ
る
。

　
　
　
　
西
行
の
和
歌



　
　
西
行
の
和
歌

　
　
題し
ら
ず

木
枯
に
　
木
の
葉
の
落
つ
る
　
山
里
は
　
涙
こ
そ
さ
へ
　
も
ろ
く
な
り
け
れ
　
　
　
（
九
三
五
）

峯
わ
た
る
　
嵐
は
げ
し
き
　
山
里
に
　
添
へ
て
聞
ゆ
る
　
滝
川
の
水
　
　
　
（
九
三
六
）

と
ふ
人
も
　
思
ひ
絶
え
た
る
　
山
里
の
　
さ
び
し
さ
な
く
ば
　
住
み
憂
か
ら
ま
し
　
　
　
（
九
三
七
）

暁
の

　
嵐
に
た
ぐ
ふ
　
鐘
の
音
を
　
心
の
そ
こ
に
　
ご
た
へ
て
ぞ
聞
く
　
　
　
（
九
三
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
4
0

待
た

れ
つる
　
入
相
の
鐘
の
　
音
す
な
り
　
明
日
も
や
あ
ら
ば
　
聞
か
ん
と
す
ら
ん
　
　
　
（
九
三
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

松
風
の

　
音あ
は
れ
な
る
　
山
里
に
　
さ
び
し
さ
添
ふ
る
　
ひ
ぐ
ら
し
の
声
　
　
　
（
九
四
〇
）

谷
の間
に
　
ひ
と
り
ぞ
松
も
　
立
て
り
け
る
　
わ
れ
の
み
友
は
　
な
き
か
と
思
へ
ば
　
　
（
九
四
こ

入
日
さ
す
　
山
の
あ
な
た
は
　
知
ら
ね
ど
も
　
心
を
か
ね
て
　
送
り
お
き
つ
る
　
　
（
九
四
二
）

な
に
と
な
く
　
汲
む
た
び
に
澄
む
　
心
か
な
　
岩
井
の
水
に
　
影
う
つ
し
つ
つ
　
　
　
（
九
四
三
）



水
の
音
は
　
さ
び
し
き
庵
の
　
友
な
れ
や
　
峯
の
嵐
の
　
絶
え
間
絶
え
間
に
　
　
（
九
四
四
）

　
そ

れら
の
歌
を
見
る
と
山
里
の
草
庵
生
活
の
基
調
が
理
解
で
き
る
。
俗
を
捨
て
て
き
び
し
い
孤
独
の
中
で
心
を
澄
ま
し
、
周
囲
の
自
然

を
静
か
な
境
地
で
見
つ
め
て
い
る
。
九
三
七
の
作
に
つ
い
て
、
家
永
前
掲
書
は
「
寂
し
さ
を
全
生
命
と
す
る
『
山
里
』
は
い
は
ば
自
然
の

き
び
し
さ
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
又
無
限
の
魅
力
を
も
具
備
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
」
と
述
べ
て
「
こ
の
逆
接
的
な
山
里
の
魅
力

は
そ
の
矛
盾
の
極
ま
る
処
、
俄
然
」
こ
の
作
の
「
玲
瀧
た
る
境
地
を
導
く
に
至
る
の
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
九
三
七
だ
け
で
な
く
、

歌
群

全
体に
お
い
て
、
寂
蓼
の
意
味
を
積
極
的
に
見
い
だ
し
て
い
る
処
が
注
目
さ
れ
る
。
西
行
の
文
学
観
の
要
点
は
ま
さ
し
く
寂
蓼
の
発

見
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
寂
し
さ
を
ひ
と
つ
の
美
意
識
に
ま
で
高
め
、
そ
れ
を
自
然
と
む
き
あ
う
う
ち
に
宗
教
的
に
も
つ
き

つ
め
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
浮
か
れ
い
つ
る
」
文
学
的
資
質
の
上
に
、
山
里
の
草
庵
生
活
に
よ
っ
て
寂
蓼
感
を
実
践
的
に
体
得
し
た
西
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
1

行
の
眼
は
、
桜
の
優
雅
、
月
の
清
澄
さ
と
い
っ
た
自
然
美
を
、
さ
ら
に
深
め
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
歌
を
詠
む
と
い
う
表
現
行
為
　
　
　
　
一

に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
境
地
を
さ
ら
に
切
り
開
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
求
道
的
と
も
い
え
る
姿
勢
は
西
行
の
和
歌
に

古
典
主
義
的な
方
法
に
よ
り
な
が
ら
も
主
体
的
個
性
を
は
っ
き
り
と
主
張
す
る
独
特
の
創
作
方
法
を
与
え
て
い
る
。
以
上
が
山
里
の
草
庵

生
活
の
文
学
的
意
味
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

四

　結
論
を
早
急
に
述
べ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
が
、
今
少
し
具
体
的
に
草
庵
生
活
を
基
盤
に
し
て
詠
ま
れ
た
西
行
の
和
歌
を
見
て
、
そ
れ

を
補
う
こ
と
と
す
る
。
『
山
家
集
』
中
の
作
品
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
場
合
各
作
品
の
詠
作
年
時
は
ほ
と
ん
ど
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
特
定
の
期
間
に
お
け
る
草
庵
生
活
と
い
う
想
定
は
無
理
な
の
で
あ
る
が
、
時
期
を
不
問
に
し
た
上
で
山
里
の
草
庵
生

西
行
の
和
歌



西行
の
和
歌

活
の
中
で
詠
ま
れ
た
と
い
う
前
提
を
重
視
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
現存
の
『
山
家
集
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
、
底
本
は
陽
明
文
庫
本
）
の
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

上巻
　
春
　
　
　
　
　
一
七
三
首

　
　
　
　夏
　
　
　
　
　
八
〇
首

　
　
　
　
秋

二
三
七首

　
　
　
　冬
　
　
　
　
　
八
七
首

　中
巻
　
恋
　
　
　
　
　
二
二
七
首

　
　
　
　雑
　
　
　
　
　
三
三
〇
首

　
下
巻　
雑
　
　
　
　
　
一
九
九
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
2

　
　
　
　
恋
百
十首
　
　
＝
○
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
雑　
　
　
　
　
一
〇
二
首

　
　
　
　百
首
　
　
　
　
一
〇
〇
首

　
一
見
す
る
と
、
勅
撰
集
の
構
成
の
よ
う
で
、
伝
統
的
な
体
裁
を
持
つ
。
し
か
し
、
作
品
を
つ
ぶ
さ
に
見
れ
ば
、
山
家
集
と
い
う
書
名
が

示す
よ
う
に
、
山
居
の
出
家
遁
世
者
の
詠
作
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
異
な
性
格
が
明
ら
か
に
看
取
で
き
る
。
ど
の
作
品
に
も
、
背

景
に
草
庵
生
活
が
存
す
る
。
こ
の
体
裁
と
内
容
に
西
行
の
庶
機
す
る
特
色
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
正
統
な
和
歌
を
独
自
な
境

地
で

詠む
態
度
で
あ
る
。
西
行
の
独
自
性
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
真
骨
頂
は
雑
の
歌
に
見
い
だ
せ
る
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
『
山

家
集
』
の
歌
数
を
見
て
も
、
雑
歌
に
秀
逸
の
多
い
『
新
古
今
集
』
入
集
歌
を
み
て
も
、
そ
れ
は
わ
か
る
。
け
れ
ど
も
、
正
統
な
和
歌
の
素

材
を
西
行
な
り
の
立
場
で
ど
の
よ
う
に
こ
な
し
た
か
を
考
察
す
る
意
味
で
、
こ
こ
で
は
伝
統
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
自
然
の
景
物
を
取
材
し



て

いる
四
季
の
歌
を
検
討
す
る
。

　
四

季
部
の

歌材
配
列
を
主
題
に
よ
っ
て
一
覧
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

春
部

　

立
春

　

子
の日

　
若
菜

　
鶯

　

推

子

　
毎

　

春雨

　

帰雁

　
呼
子
鳥

　
苗
代

　

春月

　
籾

　
桜

墓早蕨燕
子
花

邸蹟
山
吹蛙

郭
公

暮
春

一～
＝
二

一
四
～
一
七

一
八～
二
三

二四
～
三
〇

三
一
ー
三
四

三

五ー
四
四

四
五

四
六
ー
四
八

四
九五〇

五
一五

二～
五
五

五
六
～
一
五
八
〔
五
六
～
六
　
待
花
、
六
二
ー
一
〇
四
咲
花
、
一
〇
五
～
一
四
二
散
花
、
一
四
三
～
一
五
七

花
五首
、
一
五
八
散
り
て
後
花
を
思
ふ
〕

一
五九
・
　
一
⊥
ハ
〇

一
⊥二

一
六

二

一
山ハ＝
一

・

　
一

⊥ハ四

一
六
五
・
一
六
六

一
六七
・
＝
ハ
八

一
六

九

〔
春
の
う
ち
に
郭
公
を
聞
く
〕

一
七
〇
～
一
七
三

一4
3

一

西行
の
和
歌



夏
部

西行
の
和
歌

更
衣

夏
草

卯
の
花

郭
公

菖
蒲五月

雨

泉水
辺
納
涼

深
山
水
鶏

樟
の
木
陰

夏
草

夏
の
短
夜

夏
月風六月

祓

一
七四

一
七

五

一七
六
～
一
七
八

一七
九
～
二
〇
〇

一

一
〇
一
～
一
一
〇
⊥
ハ

ニ〇
七
～
二
二
九

二
三〇

二
＝
二

二
三

二　
　
水
辺
、
木
陰
に
涼
を
求
め
る
歌

二
三

三

二
三
四
～
二
三
八
〔
二
三
四
・
二
三
五
撫
子
〕

二
三九
・
二
四
〇
〔
二
三
九
照
射
〕

二四
一
～
二
四
九

二
五〇
ー
二
五
二
〔
二
五
〇
涼
風
如
秋
、
二
五
一
松
風
如
秋
〕

二

五
三

秋
部

秋風
（
初
秋
）

七夕

草
花
（
秋
草
）

萩薄

二
五
四
～
二
五
七

二
五
八～
二
六
三

二
六
四
～
二
六
八

二
六
九
～
二
七
二

二
七
三
・
二
七
四

一4
4

一



刈
萱女

郎
花

荻秋夕秋
の

長
夜

露秋
蝉

秋
歌
十

首

月
雁霧

鹿
砧

虫
秋夕

菊秋
夕葎紅葉

虫
紅葉

暮
秋

惜
秋

二
七
五

二
七
六
～
二
八
四

二
八
五～
二
八
八

二
八
九
～
二
九
二

二
九
三

二
九
四

二
九

五

二
九
六
～
三
〇
五
〔
二
九
六
風
、
二
九
七
薄
、
二
九
八
虫
の
音
、
二
九
九
荻
（
夕
暮
∀
、
三
〇
〇
鹿
（
霧
）
三

〇
一
時
雨
、
三
〇
二
～
三
〇
四
月
、
三
〇
五
暮
秋
〕

三
〇

六
～
四
一
八

四
一
九
～
四
二
四

四

二
五～
四
二
八

四

二
九～
四
四
一

四

四

二
・

四

四

三

四
四
四
～
四
六
三

四

六
四
・
四
六
五

四
六
六
～
四
六
九

四
七
〇

四七
一

四

七
二～
四
七
四

四
七
五
・
四
七
⊥
ハ
〔
秋
の
末
に
松
虫
を
聞
き
て
〕

四
七
七
～
四
八
三

四
八
四
ー
四
八
九

四

九
〇

一4
5

一

西
行
の

和

歌



西
行
の
和
歌

冬
部

時
雨

き
り
ぎ
り
す

落
葉

時
雨

落
葉

枯
れ
草

冬
歌

霜
冬月

鷹
狩雪

あ
ら
れ

炭
が
ま

千
鳥氷

冬
歌
十
首

雪氷
歳
暮

四
九
一
・
四
九
二

四
九
三

四
九
四
～
五
〇
〇

五〇
一
～
五
〇
三

五〇
四

五
〇

五
～
五
〇
九

五
一
〇
～
五
一
三
〔
五
一
〇
・
五
一
一
霜
、
五
一
二
初
雪
、
五
＝
二
冬
の
山
里
〕

五
一
四
・
五
一
五
〔
五
一
四
水
辺
寒
草
、
五
一
五
冬
の
山
里
〕

五
一
六
～
五
二
二

五
二
三
～
五
二
五

五
二
六
～
五
四
三

五
四

四
～
五
四
六

五四
七

五
四

八～
五
五
三

五
五
四
～
五
五
六

五
五
七
～
五
六
六
〔
五
五
七
・
五
五
八
山
里
、
五
五
九
丸
屋
（
津
国
）
、
五
六
〇
・
五
六
一
氷
（
昆
陽
池
・
大

井
川
）
、
五
六
二
千
鳥
（
木
綿
崎
）
、
五
六
三
山
里
、
五
六
四
氷
（
唐
崎
）
、
五
六
五
雪
（
吉
野
山
）
、
五
六
六

山
里
〕五

六
七
～
五
七
〇

五七
一

五
七

二～
五
七
七

一4
6

一



山
里
の
春
は
、
霞
に
包
ま
れ
て
訪
れ
る
。

　
　
　山
里
に
春
立
つ
と
い
ふ
こ
と

　山
里
は
　
霞
み
わ
た
れ
る
　
け
し
き
に
て
　
そ
ら
に
や
春
の
　
立
つ
を
知
る
ら
ん
　
　
（
七
）

谷
の

氷
が
解け
る
こ
と
で
春
を
知
る
。

　
　
　
題し
ら
ず

　春
知
れ
と
　
谷
の
細
水
　
洩
り
ぞ
く
る
　
岩
間
の
氷
　
ひ
ま
絶
え
に
け
り
　
　
二
〇
）

ま
た
、
鶯
の
声
や
梅
の
匂
い
が
山
住
ま
い
に
も
春
ら
し
さ
を
伝
え
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
7

　
　
　閑
中
鶯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　鶯
の
　
声
ぞ
霞
に
　
も
れ
て
く
る
　
人
め
と
も
し
き
　
春
の
山
里
　
　
（
二
五
）

春
の
ほ
ど
は
　
わ
が
住
む
庵
の
　
友
に
な
り
て
　
古
巣
な
出
で
そ
　
谷
の
鶯
　
　
（
三
〇
）

心
せ
ん

　
賎
が
垣
根
の

　
梅
はあ
や
な
　
よ
し
な
く
過
ぐ
る
　
人
と
ど
め
け
り
　
　
（
三
六
）

　
　
嵯
峨
に
住
み
け
る
に
、
道
を
隔
て
て
房
の
侍
り
け
る
よ
り
、
梅
の
風
に
散
り
け
る
を

主
い

か
に
　
風
わ
た
る
と
て
　
い
と
ふ
ら
ん
　
よ
そ
に
う
れ
し
き
　
梅
の
匂
ひ
を
　
　
（
三
八
）

西行
の
和
歌



西行
の
和
歌

　
　
　
　
庵
の前
な
り
け
る
梅
を
見
て
よ
み
け
る

　
　梅
が
香
を
　
谷
ふ
と
こ
ろ
に
　
吹
き
た
め
て
　
入
り
来
ん
人
に
　
染
め
よ
春
風
　
　
（
三
九
）

　
　
　
　伊
勢
に
、
も
り
や
ま
と
申
す
所
に
侍
り
け
る
に
、
庵
に
梅
の
か
う
ば
し
く
匂
ひ
け
る
を

　
　柴
の
庵
に
　
と
く
と
く
梅
の
　
匂
ひ
来
て
　
や
さ
し
き
か
た
も
　
あ
る
す
み
か
か
な
　
（
四
〇
）

　し
か
し
、
西
行
の
心
は
、
春
の
訪
れ
を
聞
く
や
、
花
（
桜
）
の
開
花
を
待
っ
て
「
う
か
れ
」
（
一
四
九
）
落
ち
着
か
な
い
。
「
花
の
歌
あ

ま
た
よ
み
け
る
に
」
と
詞
書
の
あ
る
歌
群
か
ら
、
例
歌
を
引
き
、
考
察
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

4
8

　
　吉
野
山
　
こ
ず
ゑ
の
花
を
　
見
し
日
よ
り
　
心
は
身
に
も
　
そ
は
ず
な
り
き
に
　
　
ニ
ハ
⊥
ハ
）

　
　あ
く
が
る
る
　
心
は
さ
て
も
　
や
ま
ざ
く
ら
　
散
り
な
ん
の
ち
や
　
身
に
か
へ
る
べ
き
　
　
（
六
七
）

　
　
花見
れ
ば
　
そ
の
い
は
れ
と
は
　
な
け
れ
ど
も
　
心
の
う
ち
ぞ
　
苦
し
か
り
け
る
　
　
（
六
八
）

　
　
ひき
か
へ
て
　
花
見
る
春
は
　
夜
は
な
く
　
月
見
る
秋
は
　
昼
な
か
ら
な
ん
　
　
（
七
こ



花
散ら
で
　
月
は
曇
ら
ぬ
　
よ
な
り
せ
ば
　
も
の
を
思
は
ぬ
　
わ
が
身
な
ら
ま
し
　
　
（
七
二
）

た
ぐ
ひ
な
き
　
花
を
し
枝
に
　
咲
か
す
れ
ば
　
桜
に
な
ら
ぶ
　
木
ぞ
な
か
り
け
る
　
　
（
七
三
）

身
を
わ
け
て
　
見
ぬ
こ
ず
ゑ
な
く
　
尽
く
さ
ば
や
　
よ
う
つ
の
山
の
　
花
の
盛
り
を
　
　
（
七
四
）

桜
咲く
　
四
方
の
山
辺
を
　
兼
ぬ
る
ま
に
　
の
ど
か
に
花
を
　
見
ぬ
心
地
す
る
　
　
（
七
五
）

花
に
染
む
　
心
の
い
か
で
　
残
り
け
ん
　
捨
て
果
て
て
き
と
　
思
ふ
わ
が
身
に
　
　
（
七
⊥
ハ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9

願
は
く
は
　
花
の
し
た
に
て
　
春
死
な
ん
　
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
　
望
月
の
頃
　
（
七
七
）

仏に
は
　
桜
の
花
を
　
た
て
ま
つ
れ
　
わ
が
後
の
世
を
　
人
と
ぶ
ら
は
ば
　
　
（
七
八
）

山
桜
　
霞
の
こ
ろ
も
　
あ
つ
く
着
て
　
こ
の
春
だ
に
も
　
風
つ
つ
ま
な
ん
　
　
（
八
〇
）

今よ
り
は
花
見
ん
人
に
伝
へ
お
か
ん
世
を
遁
れ
つ
つ
　
山
に
住
ま
へ
と
　
（
八
六
）

西行
の
和
歌



西行
の
和
歌

　こ
の
歌
群
は
吉
野
の
桜
を
賞
賛
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
の
形
状
で
は
な
く
、
花
を
見
る
西
行
自
身
の
心
の
情
態
を
詠
ん
で
い

る
。
桜
の
客
観
的
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
桜
に
対
し
て
詩
人
西
行
の
主
体
的
心
が
全
霊
を
も
っ
て
呼
び
か
け
る
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
一

首
一
首
は
別
々
に
詠
ま
れ
た
に
し
て
も
、
こ
こ
に
「
花
の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
に
」
と
し
て
配
列
さ
れ
た
歌
群
を
ま
と
め
て
い
る
の
は
、

八
六
であ
る
。
西
行
の
結
論
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
世
を
遁
れ
て
そ
れ
ほ
ど
時
の
経
て
な
い
時
点
で
の
感
慨
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、

つま
り
、
山
里
の
草
庵
生
活
で
の
桜
を
見
る
心
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
例
歌
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
花
の
歌
に

一貫
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　夏
歌
で
は
、
五
月
雨
二
二
一
、
二
一
六
な
ど
）
が
晴
れ
る
と
待
っ
て
い
た
よ
う
に
旅
に
出
る
様
子
（
二
三
七
、
二
三
八
な
ど
）
が
み

て
と
れ
る
。
夏
部
二
首
目
の
一
七
五
、
終
わ
り
か
ら
二
首
目
の
二
五
二
は
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
夏
部
に
お
い
て
も
山
里
の
草
庵
生
活

の

作
であ
る
と
言
う
編
纂
方
針
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

　
　
　
　夏
歌
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　草
し
げ
る
　
道
刈
り
あ
け
て
　
山
里
は
　
花
見
し
人
の
　
心
を
ぞ
知
る
　
　
（
一
七
五
）

　
　山
家
待
秋

山
里
は
　
そ
と
も
の
ま
く
さ
　
葉
を
し
げ
み
　
裏
吹
き
か
へ
す
　
秋
を
待
つ
か
な
　
　
（
二
五
二
）

　
秋
歌
は
、
「
身
に
し
む
」
も
の
が
な
し
さ
を
基
調
に
し
て
い
る
。
山
辺
を
吹
く
風
に
し
て
も
、
草
花
に
し
て
も
、
雁
や
鹿
や
虫
の
声
に

し
て
も
、
夕
暮
れ
に
し
て
も
で
あ
る
。
と
く
に
、
春
の
花
の
対
し
て
、
「
い
に
し
へ
」
か
ら
「
心
う
か
れ
し
」
（
三
四
九
）
月
の
歌
が
中
心

に
あ
る
。
花
の
場
合
と
同
様
で
、
具
体
的
な
月
の
あ
る
景
色
を
詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
月
に
対
し
て
い
る
西
行
自
身
の
心
の
様
態
を



吐
露し
て
い
る
。
多
く
の
作
は
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
た
め
の
趣
向
や
技
巧
は
弄
せ
ず
に
、
直
接
的
に
心
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
心
は
、
山
里
の
草
庵
か
ら
、
あ
る
い
は
旅
の
途
上
で
、
月
を
眺
め
て
い
る
遁
世
者
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　山
里
は
　
秋
の
末
に
ぞ
　
思
ひ
し
る
　
悲
し
か
り
け
り
　
木
枯
の
風
　
　
（
四
八
七
）

　こ
う
し
て
冬
が
く
る
。
冬
の
山
里
は
と
り
わ
け
厳
し
い
。
あ
た
り
の
霜
枯
れ
の
中
で
寂
し
さ
は
い
よ
い
よ
募
る
。

　
　
　
　
冬
歌
十
首

　
　
花も
枯
れ
　
紅
葉
も
散
ら
ぬ
　
山
里
は
　
さ
び
し
さ
を
ま
た
　
訪
ふ
人
も
が
な
　
　
（
五
五
七
）

　
　山
里
は
　
し
ぐ
れ
し
頃
の
　
さ
び
し
さ
に
　
嵐
の
音
は
　
や
や
ま
さ
り
け
り
　
　
（
五
六
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　山
ご
と
に
　
さ
び
し
か
ら
じ
と
　
は
げ
む
べ
し
　
煙
こ
め
た
り
　
小
野
の
山
里
　
　
〔
五
六
六
）

　
　
　
　山
家
冬
深

　
　
訪
ふ
人
は

　
初
雪を
こ
そ
　
分
け
來
し
か
　
路
と
ち
て
け
り
　
み
山
辺
の
里
　
　
（
五
六
九
）

　
　
　
　山
居
雪

　
　年
の
う
ち
は
　
訪
ふ
人
さ
ら
に
　
あ
ら
じ
か
し
　
雪
も
山
路
も
　
深
き
住
処
を
　
　
（
五
七
〇
）

西行
の
和
歌



西行
の
和
歌

　
　世
を
遁
れ
て
、
鞍
馬
の
奥
に
侍
り
け
る
に
、
寛
氷
り
て
、
水
ま
う
で
來
ざ
り
け
り
。

　
　春
に
な
る
ま
で
か
く
侍
る
な
り
と
申
し
け
る
を
聞
き
て
、
よ
め
る

わ
り
な
し
や
　
氷
る
寛
の
　
水
ゆ
ゑ
に
　
思
ひ
捨
て
て
し
　
春
の
待
た
る
る
　
　
（
五
七
一
）

　
『山
家
集
』
の
四
季
部
の
歌
を
見
て
み
る
と
、
伝
統
的
な
四
季
の
景
物
が
歌
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
草
庵
生
活
が
詠
作
の
場
に
設
定
さ

れ
て

おり
、
ま
た
そ
の
体
験
を
積
極
的
に
ふ
ま
え
、
旧
来
の
趣
向
に
と
ら
わ
れ
ず
自
在
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
出
家
の
結

果が
、
こ
こ
に
解
説
し
た
和
歌
作
品
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
花
や
月
な
ど
の
自
然
を
凝
視
す
る
純
粋
な
心
を
磨
き
表
出
し
得
た

の
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
寂
蓼
を
旨
と
し
た
孤
絶
し
た
草
庵
生
活
の
実
践
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
き

方自
体
が
西
行
の
場
合
、
そ
の
文
学
的
主
張
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
ら
の
生
き
方
を
芸
術
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

が
窺え
る
と
思
う
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
が
描
い
て
い
る
劇
的
な
武
士
の
生
き
ざ
ま
死
に
ざ
ま
に
共
通
す
る
。
西
行
に
中
世
　
　
　
　
一

の

武
士的
資
質
を
見
い
だ
せ
る
と
思
う
所
以
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
述
べ
た
出
家
と
草
庵
生
活
は
西
行
の
和
歌
活
動
あ
る
い
は
人
生
、

仏
道

修行
に
と
っ
て
、
そ
の
出
発
で
あ
り
基
礎
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
ね
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

〔付記
〕
本
稿
は
大
阪
市
大
学
開
放
講
座
、
相
愛
大
学
・
相
愛
女
子
短
期
大
学
市
民
教
養
講
座
「
日
本
文
学
の
点
描
」
で
担
当
し
た
「
西
行
の

　
　
和
歌
」
と
題
す
る
講
義
の
た
め
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。


