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め
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っ
て

岩

崎

禮
 
太
 
郎

輯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）

 
歌
枕
の
成
立
に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

歌
枕
は
土
地
（
地
名
）
と
い
う
自
然
的
事
物
事
象
に
つ
い
て
、
特
定
の
観
念
、

特
定
の
人
事
的
事
象
を
結
合
さ
せ
て
こ
そ
歌
枕
に
な
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
古

今
集
の
詠
人
不
知
時
代
の
歌
、

 
㈲
 
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
す
ゑ
の
松
山
浪
も
こ
え
な
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
今
・
陸
奥
歌
・
一
〇
九
三
）

の
段
階
で
は
、
ま
だ
歌
枕
に
な
り
切
っ
て
い
な
い
が
、

 
 
 
 
寛
平
御
点
苔
宮
歌
合
の
歌

 
㈲
 
浦
近
く
降
り
来
る
雪
は
白
浪
の
す
ゑ
の
松
山
こ
す
か
と
そ
見
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
A
コ
・
久
・
・
三
二
山
ハ
・
興
風
）

 
 
 
 
題
し
ろ
ず

 
③
 
い
つ
し
か
と
わ
が
松
山
に
今
は
と
て
こ
ゆ
な
る
浪
に
ぬ
る
る
袖
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
撰
・
恋
一
・
五
二
三
・
詠
人
不
知
）

 
 
 
 
題
し
ら
ず

 
⑪
 
わ
が
袖
は
名
に
立
つ
す
ゑ
の
松
山
か
空
よ
り
浪
の
こ
え
ぬ
日
は
な
し

（E）（F）（G）（・1）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
撰
・
恋
二
・
六
八
四
・
土
佐
）

せ
う
そ
こ
つ
か
は
し
け
る
女
の
、
又
こ
と
人
に
文
つ
か
は
す
と
き
き

て
、
い
ま
は
思
ひ
た
え
ね
と
い
ひ
お
く
り
て
侍
り
け
る
返
事
に

松
山
に
つ
ら
き
な
が
ら
も
浪
こ
さ
む
事
は
さ
す
が
に
か
な
し
き
も
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
干
・
恋
三
・
七
五
六
・
時
平
）

 
題
し
ら
ず

あ
ぢ
き
な
く
な
ど
か
松
山
浪
こ
さ
む
事
を
ば
さ
ら
に
思
ひ
は
な
る
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
（
後
撰
・
三
三
・
七
六
〇
・
時
平
）

 
か
へ
し

岸
も
な
く
も
ほ
し
満
ち
な
ば
松
山
を
下
に
て
浪
は
こ
さ
む
と
そ
思
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
撰
・
恋
三
・
七
六
一
・
伊
勢
）

か
ね
み
ち
の
朝
臣
か
れ
が
た
に
な
り
て
、
と
し
こ
え
て
と
ぶ
ら
ひ
侍
け

れ
ば

あ
ら
だ
ま
の
年
も
こ
え
ぬ
る
松
山
の
浪
の
心
は
い
か
が
な
る
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
撰
・
恋
三
・
七
八
四
・
元
平
親
王
母
）

 
返
し

松
山
の
す
ゑ
こ
す
浪
の
え
に
し
あ
ら
ば
君
が
袖
に
は
跡
も
と
ま
ら
じ
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（
二
五
・
恋
五
・
九
三
三
ノ
土
佐
）

 
 
 
 
か
ひ
に
人
の
豪
い
ふ
と
き
き
て

 
ω
 
松
山
に
浪
た
か
き
音
ぞ
聞
ゆ
な
る
我
よ
り
こ
ゆ
る
人
は
あ
ら
じ
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
撰
・
恋
山
田
・
 
】
〇
二
九
・
守
文
）

な
ど
の
ご
と
く
頻
用
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
そ
の
頻
用
そ
の
も
の
が
、
歌
枕
の

成
立
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
片
桐
洋
一
氏
の
説
は
、

首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

 
更
に
、
 
『
和
歌
初
学
抄
」
 
（
藤
原
清
輔
の
著
）
に
お
け
る
「
所
名
」
を
見
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

と
、
 
「
す
ゑ
の
松
山
「
ナ
ミ
コ
ユ
ト
ヨ
ム
」
と
あ
り
、
『
八
雲
御
古
」
巻
第

五
、
名
所
部
を
見
る
と
、
 
「
陸
 
、
す
ゑ
の
ま
つ
 
 
古
今
。
興
風
。
松
山
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

も
。
波
こ
ゆ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
 
「
末
の
松
山
」
ど
い
う
地
名

が
「
波
こ
ゆ
る
」
 
（
恋
に
お
い
て
は
約
束
を
破
る
事
）
と
い
う
観
念
と
結
び
つ

い
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

 
さ
き
に
あ
げ
た
、
後
撰
集
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
八
首
は
、
い
ず
れ
'

も
恋
の
歌
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
大
部
分
は
恋
の
恨
み
歌
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
、
 
「
末
の
松
山
」
は
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
恋
物
語
が
連
想
さ
れ
て
、
約

束
を
破
る
と
い
う
観
念
を
背
負
っ
た
歌
枕
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
、
て
い
る
。

 
と
乙
う
が
、
源
俊
頼
に
な
る
と
、
 
「
末
の
松
山
」
の
歌
は
、
恋
の
恨
み
歌
か

ら
離
れ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

 
 
い
つ
し
か
と
末
の
松
山
か
す
め
る
は
な
み
と
と
も
に
や
春
も
こ
ゆ
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
散
木
奇
歌
集
・
春
）

と
い
う
春
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
つ
こ
の
歌
は
、
古
今
集
の
「
君
を
お
き
て
…
」

の
本
歌
を
連
想
さ
せ
は
す
る
が
、
本
歌
の
恋
歌
と
は
違
っ
て
春
歌
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
や
が
て
、

 
 
秋
風
は
波
と
と
も
に
や
越
え
ぬ
ら
ん
ま
だ
き
涼
し
き
末
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
千
載
・
夏
・
二
．
一
九
・
藤
原
錦
帯
）

 
 
霞
立
つ
末
の
松
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
古
今
・
春
上
・
三
七
・
藤
原
家
隆
）

 
 
 
 
 
 
（
6
）

な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
右
の
家
隆
の
歌
に
な
る
と
、
 
「
波
こ
ゆ
」
の
「
こ
ゆ
」
と
い
う

詞
は
歌
の
表
面
に
は
な
く
な
っ
て
馬
 
「
末
の
松
山
」
は
「
波
」
と
い
う
詞
だ
け

 
 
（
7
）

と
結
び
つ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
波
こ
ゆ
」
と
の
結
合
の
ヴ
ァ

リ
エ
ト
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
ヶ
し
て
、
 
「
波
に
は
な
る
る
横
雲
の
空
」

は
、
後
朝
の
男
女
の
別
れ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
恋
の
情
趣
が
漂

っ
て
い
る
。

 
新
古
今
回
に
は
、
 
「
末
の
松
山
」
の
歌
は
次
の
五
首
が
採
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
摂
政
太
政
大
臣
家
百
首
歌
合
に
春
曙
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
魔
王
朝
臣

 
 
か
す
み
た
っ
す
ゑ
の
ま
つ
山
ほ
の
ぼ
の
と
波
に
は
な
る
る
よ
こ
雲
の
空

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
置
上
二
二
七
）
．

 
 
 
土
御
門
内
大
臣
家
に
て
海
辺
歳
暮
心
を
よ
み
侍
り
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寂
蓮
法
師

 
 
老
の
浪
こ
え
け
る
身
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
こ
と
し
も
い
ま
は
す
ゑ
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
冬
・
七
〇
五
）

 
 
 
千
五
百
番
歌
合
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家
隆
朝
臣

 
 
ふ
る
さ
と
に
た
の
め
し
人
も
す
ゑ
の
ま
つ
ま
つ
ら
ん
そ
で
に
な
み
や
こ
す
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ら
ん
 
 
 
 
．
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
（
罵
旅
・
九
七
〇
）

 
 
 
八
月
十
五
夜
和
歌
所
に
て
月
前
恋
と
い
ふ
こ
と
を
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定
家
朝
臣

 
 
ま
つ
山
と
ち
ぎ
り
し
人
は
つ
れ
な
く
て
袖
こ
す
な
み
に
の
こ
る
月
か
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
恋
四
・
一
二
八
凪
）

 
 
 
橘
幽
趣
朝
臣
道
の
奥
に
侍
り
け
る
時
歌
あ
ま
た
つ
か
は
し
け
る
中
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加
賀
左
衛
門

 
 
し
ら
な
み
の
こ
ゆ
ら
ん
す
ゑ
の
ま
つ
松
は
花
と
や
み
ゆ
る
春
の
夜
の
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
雑
上
・
一
四
七
三
）

 
右
の
五
首
の
歌
に
お
い
て
、
 
「
末
の
松
山
」
と
い
う
地
名
は
、
 
「
か
す
み
た

つ
…
…
」
の
歌
で
は
「
波
」
と
い
う
観
念
と
結
び
つ
き
、
他
の
四
首
で
は
「
波

こ
ゆ
」
と
い
う
観
念
と
結
び
W
つ
て
い
る
・

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
と
こ
ろ
が
ハ
建
保
三
年
（
＝
一
一
五
）
に
成
立
し
だ
「
内
裏
名
所
百
首
」
の

春
二
十
首
の
申
の
「
末
の
松
山
」
の
歌
十
二
首
の
中
に
は
、
 
「
波
こ
ゆ
る
」
ま

た
は
「
波
」
と
い
う
語
を
全
く
用
い
な
い
歌
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

 
こ
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
の
「
末
の
松
山
」
十
二
首
の
歌
を
全
部
あ
げ
よ
う
。

 
ω
や
よ
ひ
も
や
末
の
松
山
春
の
色
に
い
ま
一
し
ほ
の
浪
は
こ
え
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
順
徳
院
）

 
，
ω
い
ま
は
と
て
あ
だ
し
心
の
春
な
れ
や
や
よ
ひ
の
空
も
す
ゑ
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
僧
正
行
意
）

 
㈲
あ
つ
さ
弓
末
の
松
山
春
は
た
だ
け
ふ
ま
で
か
す
む
浪
の
夕
暮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
定
家
）

内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

 
ω
春
風
に
末
の
松
山
浪
こ
さ
ば
こ
ろ
し
も
花
の
ち
る
か
と
や
み
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
家
衡
）

 
㈲
立
ち
な
れ
し
．
霞
の
袖
も
波
こ
え
て
暮
れ
行
く
春
の
末
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
成
臨
急
V

 
㈲
を
り
し
も
あ
れ
末
の
松
山
波
こ
え
て
つ
ら
き
な
が
め
に
帰
る
か
り
が
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
兵
衛
内
侍
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
り
が
ね
イ
（
0
】
）

 
ω
時
わ
か
ず
す
ゑ
の
松
山
こ
す
波
の
花
を
分
け
て
も
帰
る
春
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
家
倉
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
V

 
㈹
月
日
さ
へ
い
つ
こ
え
ぬ
ら
ん
霞
み
こ
し
波
も
や
よ
ひ
の
末
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
忠
定
）

㈲
い
蔭
ま
暮
の
な
が
め
も
末
の
松
名
残
有
明
の
山
の
は
の
脆
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
家
）

 
⑳
た
ち
か
へ
る
浪
よ
り
う
へ
の
か
す
め
る
は
末
の
松
山
春
や
こ
ゆ
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
範
宗
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

 
ω
す
ゑ
の
松
山
に
か
か
れ
る
白
雲
の
た
え
て
わ
か
る
る
春
の
色
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
能
）

 
⑫
春
の
行
く
す
ゑ
の
ま
つ
山
吹
く
風
に
か
す
ま
ぬ
波
の
花
や
ち
る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
康
光
）

 
右
の
十
二
首
の
中
で
、
 
「
波
こ
ゆ
」
 
「
波
こ
す
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
い

る
歌
は
、
ω
ω
㈲
㈲
ω
の
五
首
で
あ
る
。
 
「
波
」
と
「
こ
す
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ

別
の
語
と
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
は
㈲
⑩
の
二
首
で
》
単
に
「
波
」

と
い
う
語
の
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
は
㈹
⑫
の
二
首
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
波
」

と
い
う
語
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
歌
は
、
残
り
の
三
首
、
す
な
わ
ち
ω
㈲

ω
で
あ
る
。
 
（
㈲
に
は
「
あ
だ
し
心
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
で
取

（87）



り
上
げ
る
。
）

 
と
こ
ろ
で
、
右
の
「
波
こ
ゆ
」
「
波
こ
す
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
い
る
歌

の
う
ち
、
ω
は
・
「
波
「
が
越
す
」
こ
と
を
仮
定
条
件
と
し
て
表
現
し
て
い
る
が
、

ω
㈲
㈲
ω
㈹
の
歌
は
実
際
に
「
波
が
越
す
」
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
さ
き
に
あ
げ
た
後
撰
集
の
歌
で
、
③
㈲
㈹
㈲
㈲
ω
．
の
歌
も
、
同
じ
く

「
越
す
波
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
幽
青
柳
恵
介
氏
は
、
顕
昭
の
『
袖
中
妻
」
の
、

 
 
末
の
松
山
な
み
こ
す
と
い
ふ
事
は
、
昔
男
女
に
あ
ひ
て
彼
等
に
波
の
こ
え

 
・
ん
時
そ
こ
と
心
は
有
べ
き
と
ち
か
ひ
け
る
よ
り
、
男
も
女
も
こ
と
ふ
る
ま

 
 
ひ
す
る
を
ば
す
ゑ
の
松
山
波
こ
す
と
読
也
。
但
な
に
事
に
よ
り
て
、
，
お
も

 
 
ひ
か
け
ず
山
に
波
こ
え
ん
こ
と
を
ば
ち
か
ひ
け
る
ぞ
と
お
ぼ
つ
か
な
き

 
 
に
、
彼
山
は
遠
く
み
れ
ば
山
よ
り
あ
な
た
に
海
の
波
の
立
が
山
よ
り
上
に

 
 
見
こ
さ
れ
て
山
を
こ
ゆ
る
と
み
ゆ
る
に
よ
り
て
、
ま
こ
と
の
波
の
こ
ゆ
べ

 
 
き
よ
し
を
ち
か
へ
る
な
る
な
め
り
。

を
引
用
し
て
、
 
「
末
の
松
山
は
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
山
上
を
見
越
し
て
波
の

た
つ
の
が
見
え
る
の
だ
と
い
う
。
そ
う
い
う
属
目
の
景
を
も
と
に
し
て
、
男
は

女
に
「
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
む
」
と
契
っ
た
の
だ

と
い
う
。
末
の
松
山
は
実
際
波
が
越
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ら
し
い
と
い
う

風
聞
は
、
「
古
今
』
成
立
期
に
す
で
に
都
へ
伝
わ
り
、
風
流
人
士
を
喜
ば
せ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
（
中
略
）

 
そ
う
し
て
、
一
末
の
松
山
は
、
約
束
を
破
る
と
い
う
観
念
を
背
負
っ
て
定
着
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）
 
・

て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
首
肯
す
る
こ
と
の
で
き
る
説

で
あ
る
。
末
の
松
山
を
遠
ぐ
か
ら
眺
め
る
と
山
上
を
見
越
し
て
波
の
た
つ
の
が

見
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
と
い
う
想
像
は
で
き
や

す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
波
が
越
え
る
と
い
う
想
像
は
、

「
波
が
越
す
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三

ま
も
な
く

 
「
末
の
松
山
」
の
歌
に
お
い
て
、
俊
頼
が
「
い
つ
し
か
…
…
」
の
歌
を
詠
ん

で
以
来
、
恋
の
恨
み
歌
か
ら
離
れ
て
、
四
季
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
が
現
れ

た
こ
と
を
前
述
し
た
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
は
、
学
部

二
十
首
の
最
後
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
歌
人
た
ち
は
、
 
「
末
の

松
山
」
の
名
所
歌
を
、
春
の
歌
と
し
て
、
ま
た
特
に
春
の
末
の
歌
と
す
る
べ

く
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
た
と
こ
ろ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
も
更
に
、
古
今
集

に
お
け
る
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
す
ゑ
の
松
山
浪
も
こ
え
な

む
」
と
い
う
東
歌
（
み
ち
の
く
歌
）
を
踏
ま
え
て
、
恋
の
感
情
を
強
く
連
想
さ

せ
る
歌
を
詠
ん
だ
歌
人
も
あ
る
ゆ

 
㈲
を
り
し
も
あ
れ
末
の
松
山
波
こ
え
て
つ
ら
き
な
が
め
に
帰
る
か
り
が
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
兵
衛
内
侍
）

 
こ
の
歌
に
お
い
て
「
波
こ
え
て
つ
ら
き
な
が
め
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
恋

●
の
誓
約
が
破
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
波
が
こ
え
る
と
い
う
つ
ら
い
「
な
が
め
」
の

意
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
古
今
集
東
歌
の
、

 
 
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む

を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
朽
ち
か
で
あ
る
。
そ
の
恋
の
感
情
を
背
景
と
し

て
、
そ
の
「
波
の
こ
え
る
な
が
め
」
に
「
帰
る
雁
」
を
組
合
わ
せ
て
、
春
の
情

景
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、

（88）



 
ω
い
ま
は
と
て
あ
だ
し
心
の
春
な
れ
や
や
よ
ひ
の
空
も
す
ゑ
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
僧
正
行
当
）

の
歌
は
、
幽
「
末
の
松
山
」
に
関
す
る
常
套
的
結
合
語
と
も
い
う
べ
き
「
波
」
と

い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
「
あ
だ
し
心
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、
．
か
の

古
今
集
東
歌
を
思
い
出
さ
せ
、
ま
た
そ
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
 
「
あ
だ
し
心
の
春
」
と
い
語
句
に
よ
っ
て
、
春
を
擬
人
化
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
 
「
あ
だ
し
心
-
愛
情
が
さ
め
て
心
が
他
に
移
る
-
離
れ

去
る
」
と
い
う
恋
の
感
情
層
連
想
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
、
 
「
末
」
が
掛
詞
と
な

っ
て
、
末
の
松
山
で
や
よ
い
の
空
も
末
に
な
っ
た
の
は
、
も
う
春
の
心
が
我
々

か
ら
離
れ
て
他
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 
右
の
㈲
ω
の
歌
は
、
表
現
の
上
に
恋
の
心
を
特
に
感
b
さ
せ
る
歌
と
し
て
あ

げ
た
の
で
あ
る
。
 
『
八
雲
御
抄
」
に
も
「
す
ゑ
の
ま
つ
 
 
古
今
。
興
風
。
松

山
と
も
。
波
こ
ゆ
る
。
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
「
君
を
お
き
て
…
…
」
の
歌
は

広
く
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
 
「
波
こ
ゆ
」
と
い
う
語
旬
を
用
い
た
歌

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
単
に
「
波
」
と
い
う
語
を
用
い
て
詠
ま
れ
た
四
季
の
歌

と
し
て
の
「
末
の
松
山
」
の
歌
で
あ
っ
て
も
、
古
今
集
東
歌
を
連
想
し
、
恋
の

感
情
を
心
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
ヶ
。

 
「
波
こ
ゆ
」
 
「
波
こ
す
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
い
る
歌
五
首
の
う
ち
、
㈲

の
歌
は
、
恋
の
感
情
を
強
く
連
想
さ
せ
る
歌
と
し
て
前
述
し
た
。
残
り
の
四
首

の
歌
に
触
れ
よ
う
。

．
ω
や
よ
ひ
も
や
末
の
松
山
春
の
色
に
い
ま
一
し
ほ
の
な
み
は
こ
え
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
順
無
蓋
）

 
こ
の
歌
の
本
歌
は
、
古
今
集
・
春
上
・
二
四
・
源
宗
子
の
「
と
き
は
な
る
松

の
緑
も
劉
来
れ
ば
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り
」
で
あ
ろ
ヶ
。
こ
の
歌
に

内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

お
い
て
も
、
 
「
末
」
．
は
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
 
「
春
の
色
」
は
上
の
語
に
続
い

て
、
 
「
末
の
松
山
」
が
「
春
の
色
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
、
吏
に
下
に
続
い

て
、
 
「
春
の
色
」
の
状
態
で
「
い
ま
一
し
ほ
の
波
」
が
越
え
て
ゆ
く
こ
と
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
下
の
句
の
「
い
ま
一
し
ほ
の
な
み
は
こ
え
け
り
」
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

は
、
 
『
名
所
百
首
和
歌
聞
書
」
に
、
 
「
波
こ
す
と
ば
か
り
い
ひ
て
も
人
の
か
は

り
た
る
心
行
」
と
述
べ
る
と
お
り
、
古
今
集
東
歌
の
連
想
を
呼
び
起
し
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
ω
春
風
に
末
の
松
山
浪
ζ
さ
ば
こ
ろ
し
も
花
の
ち
る
か
と
や
み
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
家
並
）

 
こ
の
歌
は
、
伝
本
に
よ
る
と
「
波
越
さ
ば
」
と
「
波
越
せ
ぱ
」
と
の
両
方
の

本
文
が
あ
る
。
「
春
風
」
「
花
の
ち
る
」
に
よ
っ
て
春
の
季
節
と
結
び
つ
け
て

い
る
。

 
㈲
立
ち
な
れ
し
霞
の
袖
も
波
こ
え
て
暮
れ
行
く
春
の
末
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
成
卿
女
）

 
こ
の
歌
は
、
上
の
句
の
「
立
ち
な
れ
し
霞
の
袖
も
波
こ
え
て
」
が
イ
メ
ー
ジ

を
大
き
く
描
き
な
が
ら
春
の
終
の
季
節
感
を
表
出
し
、
か
つ
「
袖
」
を
涙
の
波

が
越
え
る
と
い
う
惜
春
の
情
・
を
も
こ
め
、
下
の
句
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
調
べ
に

連
な
っ
て
い
る
。
 
，
 
 
 
，
、

 
ω
時
わ
か
ず
す
ゑ
の
松
山
こ
す
波
の
花
を
分
け
て
も
帰
る
春
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
家
隆
）

 
第
一
句
の
「
時
わ
か
ず
」
は
「
こ
す
」
に
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
「
時
わ

か
ず
こ
す
波
」
を
「
波
の
花
」
と
続
け
、
 
「
波
の
花
を
分
け
て
も
か
へ
'
る
春
か

な
」
と
続
け
て
い
る
。
，

 
こ
の
歌
の
類
想
歌
と
し
て
は
、
前
掲
の
、
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い
つ
し
か
と
末
の
松
山
か
す
め
る
は
波
と
と
も
に
や
春
も
こ
ゆ
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
源
俊
頼
・
散
木
奇
歌
集
・
春
）

が
あ
る
。
こ
の
俊
頼
の
後
の
時
期
に
は
、

 
 
す
ゑ
の
松
山
も
霞
の
た
え
ま
よ
り
花
の
波
こ
す
春
は
き
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
建
仁
元
年
・
老
若
五
十
首
歌
合
・
慈
円
）

 
 
年
な
み
の
こ
ゆ
れ
ば
や
が
て
色
そ
そ
ふ
霞
か
か
れ
る
末
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
建
仁
元
年
・
千
五
百
番
歌
合
百
首
・
源
通
具
）

と
い
う
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
俊
頼
・
慈
円
の
歌
は
春
の
初
め
で
あ
り
、
家
書

の
歌
は
春
の
終
り
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
末
の

松
山
は
波
が
越
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
風
聞
が
あ
り
、
そ
の
風
聞
が

や
が
て
波
が
越
え
て
い
る
と
い
う
幻
想
へ
と
連
な
り
、
ま
た
、
波
と
と
も
に
春

が
越
え
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
幻
想
へ
と
連
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
発
想
が
、
や
が
て
春
の
終
り
に
は
末
の
松
山
を
越
す
波
と
と
も
春
が
帰
っ
て

ゆ
く
と
い
う
幻
想
と
な
り
、
右
の
家
領
の
「
時
わ
か
ず
…
…
」
の
歌
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
は
惜
春
の
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
 
「
こ
す
波
の
花

を
分
け
て
も
帰
る
春
」
と
い
う
、
／
メ
L
ジ
を
伴
う
幻
想
が
美
し
い
。
声
調
が

流
麗
で
、
下
句
の
語
頭
に
あ
る
四
つ
の
ア
段
音
の
リ
ズ
ム
も
快
い
。

 
次
に
、
 
「
波
」
と
「
こ
す
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
語
と
結
び
つ
い
て
用
い
ち

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
二
首
の
歌
に
触
れ
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
㈲
月
日
さ
へ
い
つ
こ
え
ぬ
ら
ん
霞
み
こ
し
波
も
や
よ
ひ
の
末
の
松
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
認
定
）

 
こ
の
歌
は
、
 
「
月
日
さ
へ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 
「
波
」
が
越

．
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
 
「
波
」
の
修
飾
語
を
「
霞
み
こ
し
」
と
し
、

「
末
」
を
掛
詞
と
し
て
、
春
の
終
り
を
表
わ
し
た
上
で
、
 
「
月
日
さ
へ
い
つ
こ

え
ぬ
ら
む
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
．
こ
の
歌
は
、
知
的
趣
向
が
表
面

に
目
だ
つ
歌
で
、
情
趣
の
乏
し
い
歌
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
㈹
た
ち
か
へ
る
浪
よ
り
う
へ
の
か
す
め
る
は
末
の
松
山
春
や
こ
ゆ
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
範
宗
）

 
こ
の
歌
は
、
さ
き
に
ω
の
歌
の
と
こ
ろ
で
掲
げ
た
俊
頼
と
慈
円
．
と
の
歌
に
発

想
の
似
た
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
俊
頼
と
慈
円
の
歌
は
春
が
越
え
て
や
っ
て
来

る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
⑩
の
歌
は
、
向
う
に
引
き
返
す
波
を
意

味
・
す
る
「
た
ち
か
へ
．
る
浪
」
と
い
う
語
句
を
用
い
、
 
「
春
や
こ
ゆ
ら
ん
」
に
よ

っ
て
、
春
の
終
り
の
歌
と
し
て
い
る
。

 
次
に
、
単
に
「
波
」
と
い
う
語
の
用
い
ら
れ
て
い
る
二
首
の
歌
に
触
れ
よ

う
。 

紛
あ
つ
さ
弓
末
の
松
山
春
は
た
だ
け
，
ふ
ま
で
か
す
む
浪
の
夕
暮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
定
家
）

 
「
春
は
た
だ
け
ふ
ま
で
か
す
む
」
に
よ
っ
て
、
春
の
最
終
日
で
あ
る
こ
と
を

表
わ
し
、
 
「
か
す
む
波
の
夕
暮
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

「
波
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
 
「
末
の
松
山
」
固
有
の
情
緒
的
イ
メ
ー
ジ
を
表

わ
し
て
い
る
。
声
調
が
流
麗
で
あ
っ
て
、
一
首
全
体
が
お
お
ら
か
で
ゆ
っ
た
り

と
し
た
調
子
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

 
0
9
春
の
行
く
す
ゑ
の
ま
つ
山
吹
く
風
に
か
す
ま
ぬ
波
の
花
や
ち
る
ら
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
康
光
）

 
こ
の
歌
は
次
の
歌
を
本
歌
と
レ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
波
の
花
沖
か
ら
さ
き
て
散
り
く
め
り
水
の
春
と
は
風
や
な
る
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
今
・
物
名
・
か
ら
さ
き
・
四
五
九
・
伊
勢
）

こ
の
歌
の
「
か
す
ま
ぬ
波
」
は
、
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難
波
が
た
か
す
ま
ぬ
波
も
か
す
み
け
り
う
つ
る
も
く
も
る
お
ぼ
ろ
月
夜
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
古
今
・
春
上
・
五
七
・
三
具
親
）

を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
康
光
の
歌
は
「
波
」
と
い
う
語
を
用
い
、
か
す
ま
ぬ
波

の
花
が
風
に
よ
っ
て
散
る
と
い
う
風
景
を
詠
ん
で
い
て
、
興
趣
あ
る
歌
に
な
っ

て
い
る
。

 
次
に
、
 
「
波
」
、
と
い
う
語
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
歌
三
首
の
詠
み
ぶ
り

を
見
よ
う
。
そ
の
中
の
一
首
で
あ
る
⑧
の
歌
は
、
 
「
波
」
と
い
う
語
は
用
い
て

い
な
い
が
、
h
あ
だ
し
心
」
と
い
う
語
句
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
「
波
こ

ゆ
」
と
い
う
語
句
と
同
様
に
、
古
今
集
東
歌
「
君
を
お
き
て
…
…
」
を
思
い
起

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ω
の
歌
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。

 
㈲
い
ま
は
ま
た
春
の
な
が
め
も
末
の
松
名
残
有
明
の
山
の
は
の
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
知
家
）

 
こ
の
歌
は
、
 
「
末
の
松
」
に
「
有
明
の
山
の
は
の
月
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
更
に
、
 
「
末
」
と
い
う
語
と
「
有
」
と
い
う
語
と
を
掛

詞
に
す
る
と
い
う
技
巧
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
後
の
春
の
な
が
め

に
名
残
惜
し
さ
を
表
わ
す
歌
に
な
っ
て
い
る
。
 
「
波
」
と
い
う
語
は
全
く
用
い

て
い
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
歌
は
『
新
旧
古
今
和
歌
集
』
の
春
心
・

一
二
四
の
歌
と
し
て
入
集
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
百
首
に
お
け
る
「
末
の

松
山
」
の
十
二
首
の
歌
め
中
で
、
た
だ
一
首
の
勅
撰
集
入
三
極
で
あ
る
。

 
ω
す
ゑ
の
松
山
に
か
か
れ
る
白
雲
の
た
え
て
わ
か
る
る
春
の
色
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
能
）

 
こ
の
歌
に
は
次
の
よ
う
な
本
歌
お
よ
び
参
考
歌
が
あ
る
。

 
本
歌

 
 
風
ふ
け
ば
嶺
に
わ
か
る
る
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か

内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
古
ム
コ
・
恋
二
・
山
江
〇
一
 
。
中
心
果
「
）

 
参
考
歌

 
 
さ
く
ら
花
盛
か
う
つ
つ
か
白
雲
の
た
え
て
つ
れ
な
き
峰
の
春
風

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
古
今
・
雨
下
・
一
三
九
・
家
計
）

 
こ
の
歌
に
お
い
て
、
 
「
山
に
か
か
れ
る
白
雲
の
た
え
て
わ
か
る
る
」
と
い
う

叙
景
的
表
現
が
、
右
の
参
考
歌
を
連
想
さ
せ
な
が
ら
、
そ
こ
に
春
と
の
別
れ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ

情
趣
を
も
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
波
」
と
い
う
語
を
全
く
用
い
て
い
な

い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
鴨
長
明
は
、
 
『
無
名
抄
」
に
お
い
て
、

 
 
名
所
を
取
る
に
故
実
あ
り
。
国
々
の
歌
枕
、
数
も
知
ら
ず
多
か
れ
ど
、
其

 
 
歌
の
姿
に
し
た
が
ひ
て
よ
む
べ
き
所
の
あ
る
也
。
た
と
へ
ば
、
山
水
を
作

 
 
る
に
、
松
を
植
う
べ
き
所
に
は
岩
を
立
て
、
池
を
掘
り
水
を
ま
か
す
べ
き

 
 
 
 
 
 
 
つ

 
 
地
に
は
山
を
築
き
、
眺
望
を
な
す
が
ご
と
く
、
其
所
の
名
に
よ
り
て
歌
の

 
 
姿
を
ば
飾
る
べ
し
。
是
等
い
み
じ
き
口
伝
な
り
。
も
し
歌
の
姿
と
名
所
と

 
 
か
け
合
は
ず
成
り
ぬ
れ
ば
、
こ
と
違
ひ
た
る
や
う
に
て
、
い
み
じ
き
風
情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

 
 
有
れ
ど
、
破
れ
て
聞
ゆ
る
也
。

と
述
べ
、
有
吉
保
氏
は
、

 
 
名
所
和
歌
は
単
に
地
名
を
無
作
為
に
詠
み
込
む
の
で
は
な
く
、
名
所
の
も

 
 
つ
固
有
の
情
緒
的
イ
メ
ト
ジ
を
利
用
し
て
、
一
首
全
体
に
重
層
性
を
も
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
7
）

 
 
せ
、
余
情
を
深
め
る
ζ
と
を
理
想
と
し
た
。

、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
竹
下
三
三
が
、

 
 
あ
く
ま
で
も
都
人
で
あ
り
、
題
詠
専
心
の
歌
人
達
に
と
っ
て
、
歌
枕
と
は
、
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古
歌
を
中
心
と
し
た
先
行
作
品
を
通
し
て
、
純
化
さ
れ
、
観
念
化
さ
れ
た

 
 
も
の
で
あ
り
、
地
理
的
な
究
明
な
ど
は
二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
歌

 
 
人
達
に
と
っ
て
、
歌
枕
を
詠
む
こ
と
は
、
そ
の
歌
枕
が
伝
統
的
に
負
っ
て

 
 
い
る
表
現
の
重
み
を
、
実
感
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

 
 
（
1
8
）

 
 
た
。

と
言
わ
れ
る
の
も
、
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
な
お
、
竹
下
豊
氏
は
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ぢ
れ
る
。
 
「
六
百
番
歌
合
』

に
お
い
て
、
顕
昭
が
、
．

 
 
う
つ
の
山
夕
べ
越
．
冗
ぐ
れ
ば
み
ぞ
れ
ふ
り
袖
ほ
ル
か
ぶ
曙
は
れ
こ
の
た

 
 
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
冬
上
・
震
・
二
十
四
番
）

と
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
俊
成
が
翁
面
に
お
い
て
、

 
 
左
、
袖
ほ
し
か
ね
つ
あ
は
れ
此
の
た
び
な
ど
い
へ
る
、
さ
び
て
は
聞
え
侍

 
 
れ
ど
、
う
つ
の
山
こ
そ
よ
り
所
な
く
や
侍
ら
む
。
伊
勢
物
語
な
ど
に
、
う

 
 
つ
の
山
べ
の
う
つ
つ
に
も
な
ど
云
へ
る
所
に
も
、
震
ふ
れ
り
と
も
見
え

 
 
ず
。
其
の
故
な
き
な
ら
ば
、
筆
降
り
ぬ
べ
か
ら
む
山
も
、
あ
は
れ
此
の
た

 
 
び
と
い
は
む
儒
学
多
く
侍
ら
む
か
し
。
う
つ
の
山
故
な
く
は
無
心
や
あ
ら

 
 
む
。

と
非
難
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
三
は
『
六
百
番
陳
状
」
に
お
い
て
、

 
 
さ
る
歌
（
引
用
者
注
一
『
伊
勢
物
語
』
東
下
り
に
み
え
る
「
駿
河
な
る

 
 
宇
津
の
山
べ
の
…
…
」
の
歌
）
侍
れ
ば
と
て
、
あ
な
が
ち
に
う
つ
の
山
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ

 
 
の
う
つ
つ
に
も
と
よ
ま
ば
、
無
下
に
古
歌
に
な
り
侍
（
ぬ
）
べ
し
。

と
考
え
て
、
．
「
古
歌
」
に
な
ら
な
い
た
め
に
、

 
 
彼
の
物
語
に
は
宇
津
山
と
云
ふ
に
つ
き
て
、
現
に
も
夢
に
も
と
添
へ
た
り
。

 
 
今
の
歌
は
、
彼
の
山
の
心
ぼ
そ
き
か
た
を
、
震
に
ひ
き
よ
せ
て
侍
れ
ば
、

 
 
此
の
難
不
レ
可
・
侍
。

と
そ
の
趣
向
の
新
し
さ
を
求
め
た
旨
を
論
じ
て
い
る
。
「
う
つ
の
山
こ
そ
よ
り

所
な
く
や
侍
ら
む
」
と
い
う
俊
成
判
に
対
し
て
は
、

 
 
震
所
も
わ
か
ず
ふ
る
も
の
な
れ
ば
、
何
の
野
山
海
川
に
て
も
よ
み
た
ら
む

 
 
に
、
回
り
侍
る
べ
か
ら
ず
。
雨
雪
の
降
り
、
霜
露
の
お
か
む
に
、
た
だ
同

 
 
じ
事
也
。

と
反
論
し
て
い
る
。
つ
ま
歌
枕
の
も
つ
伝
統
的
な
重
み
を
敢
え
て
捨
て
て
、
自

由
な
境
地
で
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
風
情
」
を
生
み
出
す
こ
と
、
そ

れ
が
歌
枕
表
現
の
類
型
化
、
固
定
化
に
よ
る
詩
想
の
沈
滞
を
克
服
す
べ
く
、
顕

昭
の
と
っ
た
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
が
竹
下
豊
氏
の
説
で
あ
る
。

 
こ
の
百
首
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
に
お
い
て
、
知
合
の
、

 
ω
い
ま
は
ま
た
春
の
な
が
め
も
末
の
松
名
残
有
明
の
山
の
は
の
月

の
歌
は
、
 
「
末
の
松
山
」
と
「
波
こ
ゆ
」
と
い
う
常
套
的
特
定
観
念
と
の
結
合

と
い
う
枠
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
な
境
地
で
詠
ん
で
い
る
。
そ
う
し

て
、
 
「
末
」
と
「
有
」
と
の
掛
詞
の
技
巧
も
な
め
ら
か
で
あ
っ
て
、
．
惜
春
の
情

層
山
の
は
の
月
の
描
出
に
よ
っ
て
詠
み
上
げ
て
、
新
し
い
風
情
を
出
し
て
い

る
。
 
「
末
の
松
山
」
十
二
首
の
中
で
、
こ
の
歌
だ
け
が
勅
撰
集
に
入
集
し
た
こ

と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

 
広
く
こ
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
お
け
る
百
の
名
所
ご
と
の
歌
、
総
計
千
二

百
首
を
見
る
と
、
そ
の
歌
枕
が
特
定
の
観
念
と
結
び
つ
く
と
い
う
伝
統
を
重
ん

じ
、
そ
の
歌
枕
に
固
有
な
情
緒
的
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
、
新
し
い
表
現
を
生

み
出
そ
う
と
創
意
工
夫
を
重
ね
て
い
る
歌
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
伝
統

の
重
み
か
ら
離
れ
て
自
由
な
境
地
で
詠
ん
で
い
る
歌
も
あ
る
。

 
そ
の
例
を
「
三
島
江
」
 
（
春
）
の
歌
十
二
首
に
つ
い
て
見
よ
う
。
万
葉
集
な
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ら
び
に
勅
撰
集
に
当
た
る
ど
、
「
三
島
江
」
の
歌
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し

 
 
三
島
江
の
玉
江
の
こ
も
を
冷
め
し
ょ
り
お
の
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈
ら
ね

 
 
ど
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
（
万
葉
・
巻
七
・
＝
二
四
八
）

 
 
三
島
江
の
入
江
の
こ
も
を
か
り
に
こ
そ
わ
れ
を
ば
君
三
思
ひ
た
り
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
万
葉
・
巻
十
一
・
一
一
七
六
六
）

 
 
み
し
ま
江
の
玉
江
の
芦
を
し
め
し
よ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
か
ら
ね
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
拾
遺
・
難
論
・
＝
＝
二
人
麿
）

 
 
み
島
江
に
つ
の
ぐ
み
わ
た
る
芦
の
根
の
一
よ
の
程
に
春
め
き
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
拾
遺
・
迫
上
・
四
二
好
忠
）

 
 
み
島
江
や
霜
も
ま
だ
ひ
ぬ
芦
の
葉
に
つ
の
ぐ
む
程
の
春
風
ぞ
吹
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
古
今
・
春
酒
・
二
五
通
光
）

 
 
三
島
江
の
入
江
の
ま
こ
も
雨
ふ
れ
ば
い
と
ど
し
を
れ
て
刈
る
人
も
な
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
古
今
・
夏
・
二
二
八
経
信
）

が
あ
る
。
 
『
八
雲
御
抄
」
巻
第
五
、
名
所
部
の
記
載
、
 
「
み
し
ま
江
噛
萬
。

あ
し
。
「
こ
も
。
」
は
、
・
右
に
基
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
．
「
内
裏
名
所
百
首
」
に
お
け
る
「
三
島
江
」
の
十
二
首
の
歌
を

見
る
と
、
 
「
あ
し
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
歌
五
首
は
、
 
「
こ
も
」
を
詠
み
込
ん

で
い
る
歌
は
一
首
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
は
、

 
 
三
島
江
の
あ
し
の
葉
か
げ
の
夕
が
す
み
か
な
ら
ず
し
も
や
春
の
あ
け
ぼ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
家
隆
）

 
 
と
き
は
い
ま
春
に
な
り
ぬ
と
み
し
ま
江
の
つ
の
ぐ
む
奮
に
淡
雪
ぞ
ふ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
如
意
〉
」

 
 
み
し
ま
江
や
わ
が
し
め
お
き
し
ま
こ
も
草
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
霞
む
こ
ろ
か

 
 
な
■
・
・
 

（
知
事
）

内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

な
ど
で
あ
る
。
他
の
六
首
は
、
い
ず
れ
も
「
あ
し
」
 
「
こ
も
」
か
ら
離
脱
b
た

「
三
島
江
」
の
春
の
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
申
に
は
、

 
 
み
し
ま
江
や
な
ぎ
ざ
に
し
つ
む
松
の
葉
の
色
よ
り
ふ
か
き
春
の
み
け
ぼ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
順
器
量
）
，

 
 
三
島
江
の
浪
に
さ
．
を
さ
す
た
を
や
め
の
春
の
衣
の
色
ぞ
う
つ
ろ
ぶ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
定
家
）
．

 
 
か
へ
る
雁
雲
に
消
え
ゆ
く
有
明
の
空
も
霞
に
み
し
ま
江
の
月

も
含
ま
れ
て
い
る
。

 
和
歌
史
に
お
け
る
和
歌
の
詠
風
の
流
れ
を
た
ど
る
と
、

家
が
、
文
治
．
・
建
久
期
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
新
風
和
歌

の
た
め
新
儀
非
拠
達
磨
歌
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
）

を
反
省
し
、
そ
の
詞
の
技
術
の
氾
濫
に
よ
乃
晦
渋
さ
を
避
け
な
が
ら
「
心
急
均

衡
」
へ
と
進
み
、

で
あ
る
と
考
え
ち
れ
る
。

い
る
。

 
こ
の
「
内
裏
名
所
百
首
」
の
「
末
の
松
山
」
の
歌
に
お
い
て
も
、
晦
渋
さ
を

避
け
な
が
ら
、
し
か
も
巧
緻
な
詞
続
き
を
用
い
て
、
深
い
歌
境
を
あ
ら
わ
レ
え

歌
を
多
く
見
る
こ
ど
が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
に
多
彩
な
「
末
の
松
山
」
の
歌
を
展

・
開
さ
せ
て
い
る
。

 
こ
の
小
論
の
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
、
そ
れ
乃
の
歌
境
を
次
に
述
べ
よ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
、
 
「
末
の
松
山
」
を
春
の
終
り
の
歌
と
し
て
詠
む
た
め
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
成
卿
女
）

こ
れ
ら
の
歌
に
は
新
味
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
建
保
期
は
、
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
そ
の
晦
渋
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
行
き
過
ぎ

 
 
 
 
 
 
（
1
9
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
0
）

い
わ
ゆ
る
「
有
心
」
の
歌
を
求
め
る
傾
向
の
強
ま
っ
た
時
期

 
 
 
こ
の
こ
と
は
、
他
の
主
要
歌
人
に
も
影
響
を
与
え
て
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さ
ま
ざ
ま
な
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。
ω
㈲
の
歌
は
、
密
書
の
、

 
 
い
つ
し
か
と
末
の
松
山
か
す
め
る
は
波
と
と
も
に
や
春
も
こ
ゆ
ら
ん

の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
 
「
波
と
と
も
に
」
で
は
な
く
て
、
 
η
波
」
が
越
え
る

そ
の
こ
と
が
、
春
の
離
れ
去
る
こ
と
の
象
徴
的
表
現
と
な
っ
て
、
壮
大
な
幻
想

的
光
景
を
表
わ
し
て
い
る
。
更
に
ω
の
歌
は
、
 
「
時
分
か
ず
…
…
こ
す
波
の
花

を
分
け
て
も
か
へ
る
春
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
美
し
い
幻
想
的
イ
メ
ー
ジ
を
あ

ら
わ
し
、
惜
春
の
情
を
こ
め
た
歌
に
な
っ
て
い
る
。
．
⑩
の
歌
は
、
浪
の
上
の
霞

の
中
に
春
の
越
え
去
る
と
い
う
、
．
壮
大
な
幻
想
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し

て
、
ω
の
歌
は
、
人
に
見
立
て
た
春
を
「
あ
だ
し
心
」
、
の
春
と
言
い
、
恋
の
心

を
連
想
さ
せ
て
春
の
終
り
の
気
分
を
表
わ
し
、
㈲
の
歌
は
、
波
の
こ
え
る
「
つ

ら
き
な
が
め
」
と
い
う
語
句
に
恋
人
の
心
変
り
を
連
想
さ
せ
、
そ
の
「
な
が

め
」
に
「
帰
る
雁
」
を
組
み
合
わ
せ
た
壮
大
な
景
観
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、

㈲
の
歌
は
、
恋
歌
離
れ
を
し
て
い
る
歌
で
あ
っ
て
、
春
の
最
終
日
で
あ
る
こ
と

を
巧
み
に
表
わ
し
、
 
「
か
す
む
波
の
ダ
ぐ
れ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
焦
点
を
当

て
て
、
ゆ
っ
た
り
と
し
か
も
流
麗
な
声
調
に
よ
っ
て
詠
ん
で
い
る
。
そ
う
し

て
、
 
「
波
」
と
い
う
語
を
全
く
用
い
て
い
な
い
㈲
の
歌
が
「
新
室
古
今
和
歌

集
」
に
入
集
し
た
の
は
、
こ
の
歌
に
お
け
る
二
つ
の
掛
詞
が
な
め
ら
か
に
表
現

に
融
け
込
ん
で
い
て
、
し
か
も
盛
り
上
が
っ
た
惜
春
の
情
を
抱
い
て
な
が
め
る

も
の
と
し
て
の
「
有
明
の
山
の
ば
の
月
」
を
第
五
句
に
置
い
て
体
言
止
め
に
し

た
、
こ
の
表
現
が
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

 
1
 
片
桐
洋
一
氏
「
歌
枕
の
成
立
t
古
今
集
表
現
研
究
の
一
・
部
と
し
て

 
 
一
」
国
語
と
国
文
学
、
昭
4
5
・
4
月
。

 
2
 
佐
々
木
信
綱
三
編
『
日
本
歌
学
大
系
、
第
二
巻
』
二
二
二
ペ
ー
ジ
。

3
 
久
曽
神
昇
氏
『
校
本
八
雲
御
抄
と
そ
の
研
究
」
一
八
四
ペ
ー
ジ
（
『
八

 
雲
御
亭
」
の
第
一
次
本
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
以
前
に
な
っ
た
と
考

 
え
ら
れ
て
い
る
。
 
〈
「
日
本
歌
学
大
系
、
第
三
巻
』
解
題
〉
）
。

4
 
「
末
の
松
山
」
は
陸
奥
国
（
陸
前
）
の
歌
枕
で
、
そ
の
位
置
は
不
明
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
わ
た

 
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
奥
村
恒
哉
氏
は
、
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
に
あ

 
つ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
和
歌
集
』
一
二
六

 
ペ
ー
ジ
頭
注
）
。

 
 
稿
者
は
そ
こ
に
行
っ
て
み
た
。
宮
．
城
県
多
賀
城
市
宝
国
寺
の
う
し
ろ
、

 
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
の
小
高
い
所
に
二
本
の
下
松
が
天
空
に
そ
び
え
て
い

 
る
。
宝
国
寺
の
入
口
に
あ
る
標
柱
に
は
、
表
面
に
「
末
の
松
山
」
と
あ

 
り
、
裏
面
に
「
財
団
法
人
宮
城
県
文
化
財
保
護
協
会
」
 
「
宮
城
県
教
育
委

 
員
会
」
と
並
べ
書
か
れ
て
い
る
。

5
 
『
私
家
集
大
成
、
申
古
皿
』
に
よ
る
。

6
 
青
柳
恵
介
氏
「
末
の
松
山
i
一
つ
の
本
歌
取
論
i
」
成
城
文
芸

 
8
2
、
昭
和
5
2
年
。

7
 
青
柳
恵
介
氏
は
、
 
「
家
隆
は
、
山
を
越
す
波
の
イ
メ
ー
ジ
が
享
受
者
に

 
喚
起
さ
れ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
に
違
い
な
い
の
で
あ

 
る
。
越
え
る
波
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ん
で
こ
そ
く
波
に
は
な
る
る
〉
と
い
う

 
言
葉
は
出
て
来
る
の
だ
思
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
6
の
論
文
）
。

 
宣
長
は
『
美
濃
の
家
づ
と
』
に
お
い
て
、
 
「
末
の
松
．
山
を
、
浪
の
こ
ゆ
る

 
物
に
し
て
、
か
く
よ
め
る
な
り
」
と
し
、
山
を
越
b
た
波
の
そ
の
上
に
横

 
雲
が
離
れ
て
ゆ
く
様
を
想
定
し
て
い
る
。

8
 
曼
三
三
蔵
本
（
臨
川
書
店
か
ら
そ
の
影
印
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
）
を

 
底
本
と
し
、
そ
の
校
異
を
注
記
し
た
。

（94）



 
 
 
 
 
せ
f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
イ

9
 
校
異
 
さ
ば
（
書
陵
高
松
・
永
青
文
庫
）
せ
（
東
大
本
・
黒
川
文
庫
）

 
さ
ば
（
曼
珠
院
・
群
類
・
長
谷
川
豊
山
・
内
閣
文
庫
）
。

10
@
校
異
 
は
る
か
な
（
永
三
文
三
等
）
か
り
か
ね
（
東
大
本
・
内
閣
文
庫

 
2
・
黒
川
文
庫
）
。

11
@
校
異
 
こ
え
つ
（
東
大
本
独
自
異
文
）
。

12
@
新
旧
古
・
春
下
・
二
一
四
三
三
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ

ー3

@
校
異
 
色
か
な
（
黒
川
文
庫
等
）
比
か
な
◇
永
青
文
庫
）
。

14
@
注
6
の
論
文
。

15
@
立
教
大
学
日
本
文
学
、
第
三
十
一
号
に
「
解
説
と
翻
刻
」
が
あ
る
。

 
こ
の
書
は
順
徳
院
．
定
家
．
家
隆
の
三
人
の
歌
に
つ
い
て
の
注
釈
書
で
あ

 
る
。

16
@
日
本
古
典
文
学
大
系
「
歌
論
集
能
楽
論
集
」
九
一
ペ
ー
ジ
。

17
@
『
和
歌
文
学
辞
典
」
 
「
名
所
和
歌
」
の
項
。

18
@
竹
下
豊
氏
「
晩
年
の
顕
昭
卜
『
六
百
番
歌
合
」
を
申
心
と
し
て
一
」

 
国
語
国
文
、
昭
和
5
1
年
5
月
。

19
@
有
心
体
と
は
、
 
「
作
歌
主
体
の
創
作
に
あ
た
っ
て
の
精
神
的
深
度
が
情

 
趣
乃
至
情
調
の
深
さ
と
な
っ
て
表
現
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
幽

あ
る
」
と
す
る
藤
平
春
男
氏
の
解
説
に
従
う
。
（
『
新
古
今
と
そ
の
前
後
」

 
二
三
九
ペ
ー
ジ
）

20
@
小
論
「
定
家
の
有
心
体
と
そ
の
背
後
」
 
（
『
新
古
今
歌
風
と
そ
の
周

 
辺
』
一
二
三
、
＝
一
四
ペ
ー
ジ
）
。

（95）

内
裏
名
所
百
首
に
お
け
る
「
末
の
松
山
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て


