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『
土
佐
日
記
』「
ふ
な
う
た
」
注
釈

橋

本

智

史

一
、
は
じ
め
に

紀
貫
之
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
土
佐
日
記
』
に
は
六
十
一
首
の
歌
（
一
）

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
三
首
は
和
歌
で
は
な
く
「
ふ
な
う
た
」
と
記
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
ふ
な
う
た
」
は
一
月
九
日
に
二
首
、
一
月
二

十
一
日
に
一
首
出
て
く
る
。
こ
の
三
首
の
う
ち
一
月
二
十
一
日
の
「
ふ
な

う
た
」
は
、

こ
の
あ
ひ
だ
に
、
使
は
れ
む
と
て
、
つ
き
て
来
る
童
あ
り
。
そ
れ
が

う
た
ふ
舟
歌
、

な
ほ
こ
そ
国
の
方
は
見
や
ら
る
れ

わ
が
父
母
あ
り
と
し
思
へ

ば

か
へ
ら
や

と
う
た
ふ
ぞ
、
あ
は
れ
な
る
。

と
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
故
郷
の
方
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
、
父
母

が
そ
こ
に
い
る
と
思
う
と
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
ふ
な
う
た
」
は

『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
の
以
下
の
歌
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

舟
子
ど
も
の
荒
々
し
き
声
に
て
、
「
う
ら
悲
し
く
も
遠
く
来
に
け
る

か
な
」
と
う
た
ふ
を
聞
く
ま
ま
に
二
人
さ
し
向
か
ひ
て
泣
き
け
り
。

「
舟
子
ど
も
」
に
よ
る
、
「
悲
し
い
こ
と
に
も
遠
く
に
来
て
し
ま
っ
た
も

の
だ
」
と
い
う
内
容
の
歌
で
あ
る
。
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
船
旅
の
情
緒

を
歌
っ
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
歌
と
一
月
二
十
一
日
の
「
ふ
な
う
た
」
は

共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
『
土
佐
日
記
』
の
語
り
手
は
こ
の
「
ふ
な

う
た
」
を
「
あ
は
れ
な
る
」
と
評
す
る
。
し
か
し
、
一
月
九
日
の
「
ふ
な

う
た
」
二
首
は
そ
の
よ
う
な
情
緒
を
備
え
た
も
の
と
は
評
価
で
き
な
い
。

か
く
あ
る
を
見
つ
つ
漕
ぎ
行
く
ま
に
ま
に
、
山
も
海
も
み
な
暮
れ
、

夜
更
け
て
、
西
東
も
見
え
ず
し
て
、
天
気
の
こ
と
、
楫
取
の
心
に
ま

か
せ
つ
。
男
も
な
ら
は
ぬ
は
、
い
と
も
心
細
し
。
ま
し
て
女
は
、
船

底
に
頭
を
つ
き
あ
て
て
、
音
を
の
み
ぞ
泣
く
。
か
く
思
へ
ば
、
船
子
、

楫
取
は
船
歌
う
た
ひ
て
、
何
と
も
思
へ
ら
ず
。
そ
の
う
た
ふ
歌
は
、

春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く

わ
か
す
す
き
に

手
切
る
切
る

摘
ん
だ
る
菜
を

親
や
ま
ぼ
る
ら
む

姑
や
食
ふ
ら
む

か
へ

ら
や

よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
も
が
な

銭
乞
は
む

そ
ら
ご
と
を
し
て

お
き
の
り
わ
ざ
を
し
て

銭
も
持
て
来
ず

お
の
れ
だ
に
来
ず
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こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き

て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。

こ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
二
首
の
歌
の
内
容
は
明
ら
か
に
船
旅
と
は
関
係
が
な

い
。
こ
の
「
ふ
な
う
た
」
に
つ
い
て
、
近
森
敏
夫
氏
は
「
こ
の
三
篇
は
、

わ
が
国
の
「
舟
唄
」
と
よ
ば
れ
る
民
謡
の
、
記
録
さ
れ
た
最
初
の
も
の
と

さ
れ
て
い
る

。」
と
述
べ
る
。
ま
た
飯
島
一
彦
氏
は
、

（
二
）

と
こ
ろ
で
『
土
左
日
記
』
に
は
「
舟
子
梶
取
り
」
の
「
う
た
ふ
う
た
」

（
「
ふ
な
う
た
」
）
が
二
首
（
別
に
「
わ
ら
は
」
が
歌
う
舟
歌
一
首
あ

り
）
記
録
さ
れ
て
い
て
有
名
で
あ
る
。
民
俗
歌
謡
の
記
録
と
し
て
は

最
古
の
部
類
に
属
し
て
お
り
、
「
こ
れ
な
ら
ず
お
ほ
か
れ
ど
も
、
書

か
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
と
て
も
残
念
な
ほ
ど
、
生
き
生
き
と

し
た
歌
謡
の
記
録
で
あ
る

。

（
三
）

と
評
価
す
る
。
し
か
し
、
『
土
佐
日
記
』
で
の
「
ふ
な
う
た
」
の
記
録
が

こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
当
該
歌
謡
そ
の
も
の
の
解
釈
は
い
ま

だ
定
説
を
得
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
『
土
佐
日
記
』
一
月
九
日
の

「
ふ
な
う
た
」
二
首
の
解
釈
に
関
わ
る
語
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
上
で

「
ふ
な
う
た
」
を
解
釈
す
る
こ
と

―
注
釈

―
を
目
的
と
す
る
。
こ
の

注
釈
に
は
、上
代
の
文
献
と
中
古
前
期
の
文
献
を
主
に
手
が
か
り
と
す
る
。

そ
れ
で
は
、
「
ふ
な
う
た
」
に
注
釈
を
施
す
前
に
先
行
研
究
に
つ
い
て

簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
古
注
釈
は
こ
の
「
ふ
な
う
た
」
を
一
首
と
見

な
し
て
い
た
が
、
現
代
で
は
二
首
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
春
の
野
」
か
ら
始
ま
る
前
半
部
が
野
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

後
半
部
が
「
銭
」
「
お
き
の
り
」
と
い
う
、
商
売
の
場
を
歌
っ
て
い
る
と

い
う
理
由
に
拠
る
。
こ
の
考
え
方
に
は
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お

い
て
も
二
首
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
注
釈
を
行
う
。

歌
謡
の
解
釈
と
し
て
は
、
「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
に
つ
い
て
萩
谷
朴

氏
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』

が
男
が
泣
い
て
い
る
女
を
見
て
下
心
か
ら

（
四
）

菜
を
摘
ん
で
や
っ
た
が
、
「
そ
の
後
は
サ
ッ
パ
リ
梨
の
礫
、
骨
折
り
損
の

草
臥
儲
け
で
、
女
か
ら
は
何
の
反
応
も
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
日
本

古
典
文
学
全
集
」（
以
下
「
全
集
」
）
が
「
女
が
泣
く
の
に
同
情
し
て
男
が

枯
れ
す
す
き
で
手
を
切
り
な
が
ら
菜
を
摘
ん
で
や
る
」
、「
新
日
本
古
典
文

学
大
系
」
（
以
下
「
新
大
系
」）
が
「
惨
め
な
婿
の
立
場
を
嘆
い
た
唄
か
」

と
、
男
が
詠
ん
だ
歌
と
す
る
。
一
方
、「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」（
以
下
「
集

成
」
）
が
「
農
家
の
嫁
の
苦
労
を
歌
う
」
と
し
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
」（
以
下
「
新
全
集
」
）
も
同
じ
く
「
農
家
の
嫁
の
苦
労
を
う
た
う
歌
。
」

と
、
女
の
詠
歌
と
す
る
。
ま
た
、
「
よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
」
歌
謡
は
騙
さ
れ

た
商
人
の
歌
と
す
る
こ
と
で
諸
注
一
致
し
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
謡
に
語
釈
と
解
釈
を
行
い
、
「
ふ
な

う
た
」
二
首
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
（
一
）
、「
わ
か
す
す
き
」
語
釈

「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
「
わ
か
す
す
き
」

で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
注
釈
書
に
よ
っ
て
「
わ
か
す
す
き
」
＝
「
若
薄
」

で
あ
る
か
、
「
わ
が
す
す
き
」
＝
「
我
が
薄
」
で
あ
る
か
意
見
が
分
か
れ

て
い
る
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
、「
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
以
下
「
大
系
」
）

「
新
大
系
」「
新
全
集
」
が
「
若
薄
」
の
説
、『
全
注
釈
』「
全
集
」「
集
成
」

が
「
我
が
薄
」
の
説
を
取
る
。

こ
の
是
非
を
検
討
す
る
前
に
「
す
す
き
」
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。『
萬
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葉
集
』
に
お
い
て
「
す
す
き
」
は
以
下
の
よ
う
に
、

我
が
門
に

守
る
田
を
見
れ
ば

佐
保
の
内
の

秋
芽
子
為
酢
寸

あ
き

は

ぎ

す

す

き

思
ほ
ゆ
る
か
も

（
『
萬
葉
集
』
巻
十

秋
雑
歌

二
二
二
一
）

と
「
は
ぎ
」
と
「
す
す
き
」
が
セ
ッ
ト
で
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、

め
づ
ら
し
き

君
が
家
な
る

皮
須
為
寸

穂
に
出
づ
る
秋
の

過

は
だ

す

す

き

ぐ
ら
く
惜
し
も

（
『
萬
葉
集
』
巻
八

秋
雑
歌

一
六
〇
一
）

の
よ
う
に
穂
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
代
人
の
考
え

る
薄
と
同
一
の
、
穂
を
持
つ
植
物
で
あ
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

秋
の
七
草
に
数
え
ら
れ
る
薄
は
基
本
的
に
は
秋
の
歌
に
詠
ま
れ
る
が
、

実
際
は
多
年
草
で
あ
る
た
め
年
中
生
え
て
お
り
、
秋
に
の
み
見
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
冬
の
歌
に
詠
ま
れ
た
例
が
以
下
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

波
太
須
珠
寸

尾
花
逆
葺
き

黒
木
も
ち

造
れ
る
室
は

万
世
ま

は

だ

す

す

き

で
に

（
『
萬
葉
集
』
巻
八

冬
雑
歌

一
六
三
七
）

ま
た
春
の
例
と
し
て
、
『
萬
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
、
竹
取
の
翁
に
対
し

て
娘
子
等
が
歌
っ
た
返
歌
群
九
首
の
う
ち
の
一
首
が
挙
げ
ら
れ
る
。

者
田
為
〻
寸

穂
に
は
な
出
で
そ
と

思
ひ
た
る

心
は
知
ら
ゆ

は

だ

す

す

き

我
も
寄
り
な
む
〈
七
〉

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
六

三
八
〇
〇
）

こ
の
歌
で
は
「
す
す
き
」
が
「
穂
」
の
枕
詞
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
題

詞
に
「
こ
の
翁
季
春
の
月
に
、
丘
に
登
り
遠
く
望
す
。
」
と
春
で
あ
る
こ

み
は
る
か

と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
同
じ
返
歌
群
の
三
八
〇
二
番
歌
が
初
句
に

「
春
之
野
乃
」
と
「
春
」
を
歌
中
に
持
つ
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

三
八
〇
〇
番
歌
は
春
に
「
す
す
き
」
が
詠
ま
れ
た
例
と
見
な
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
に
秋
に
詠
ま
れ
る
「
す
す
き
」
は
、
冬
の
歌
や
春
の

歌
に
も
稀
な
が
ら
見
ら
れ
る
。多
年
草
と
い
う
性
質
と
以
上
の
用
例
か
ら
、

春
正
月
で
あ
る
旧
暦
一
月
九
日
に
歌
わ
れ
た
当
該
歌
謡
に
「
す
す
き
」
が

詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
珍
し
い
が
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
る
。

さ
て
、
「
若
す
す
き
」
で
あ
る
か
「
我
が
す
す
き
」
で
あ
る
か
の
問
題

に
つ
い
て
、
多
年
草
で
あ
る
薄
の
性
質
と
春
と
い
う
場
面
か
ら
「
若
す
す

き
」
と
す
る
の
が
先
に
挙
げ
た
各
注
釈
書
の
説
で
あ
る
。
古
注
釈
に
お
い

て
も
天
保
三
年
刊
の
香
川
景
樹
『
土
佐
日
記
創
見
』
が
、

我
薄
と
つ
ゞ
け
ん
語
勢
、
有
ル

べ
き
な
ら
ず
。
又
、
自
他
を
わ
け
ん

事
、
こ
ゝ
に
用
な
し
。
然
も
、
春
の
野
に
つ
み
て
、
我
な
ら
ぬ
を
、

吾
薄
と
い
ふ
べ
け
ん
や
。
も
と
よ
り
、
春
な
ら
ん
に
は
若
薄
な
る
べ

く
、
言
が
ら
も
、
み
や
び
た
る
を
や
。

と
、
当
該
歌
謡
に
お
い
て
「
我
が
」
、
つ
ま
り
「
私
が
」
と
わ
ざ
わ
ざ
言

う
必
要
が
な
い
と
い
う
点
と
、
「
若
薄
」
の
方
が
季
節
に
合
い
雅
語
と
な

る
た
め
相
応
し
い
と
い
う
点
を
理
由
と
し
て
「
若
す
す
き
」
と
す
る
。
特

に
説
明
を
付
け
な
い
が
、
文
政
十
二
年
序
の
田
中
大
秀
『
土
佐
日
記
解
』
、

天
保
十
三
年
刊
の
橘
守
部
『
土
佐
日
記
舟
の
直
路
』
も
「
若
す
す
き
」
と

す
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
「
若
す
す
き
」
説
を
検
討
し
た
い
。
中
古
前
期
ま
で
の

文
献
で
は
、『
大
和
物
語
』
の
和
歌
に
以
下
の
通
り
「
す
す
き
」
と
「
若
」
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の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。

わ
が
宿
の

ひ
と
む
ら
す
す
き

う
ら
わ
か
み

む
す
び
時
に
は

ま
だ
し
か
り
け
り

（
『
大
和
物
語
』
百
二
十
五
段
）

「
自
分
の
家
の
す
す
き
は
結
ぶ
に
は
ま
だ
若
す
ぎ
る
」
と
い
う
歌
で
、
こ

の
歌
の
直
後
に
は
「
ま
こ
と
に
ま
だ
い
と
ち
ひ
さ
き
む
す
め
に
な
む
あ
り

け
る
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
う
ら
わ
か
み
」
と

さ
れ
る
「
す
す
き
」
は
幼
い
少
女
の
譬
喩
で
あ
り
、
「
結
婚
す
る
に
は
ま

だ
幼
い
」
と
い
う
主
旨
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

他
に
「
若
」
と
「
す
す
き
」
の
組
合
せ
は
管
見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
『
萬
葉
集
』
中
の
「
若
」
と
植
物
の
複
合
語
に
着
目
し
た
い
。

見
え
る
も
の
は
「
若
か
つ
ら
」「
若
か
へ
る
て
」「
若
木
の
梅
」「
若
草
」「
若

菜
」「
若
櫪

」
「
若
松
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
枕
詞
・
序

く
ぬ
ぎ
（
五
）

詞
・
譬
喩
・
象
徴
な
ど
、
「
若
」
が
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
譬
喩
の
用
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。

向
つ
峰
の

若

楓

の
木

下
枝
取
り

花
待
つ
い
間
に

嘆
き
つ

わ
か
か
つ
ら

る
か
も

（
『
萬
葉
集
』
巻
七

譬
喩
歌

一
三
五
九
）

こ
れ
は
、
「
向
こ
う
の
山
に
あ
る
若
い
か
つ
ら
の
木
の
花
が
咲
く
こ
と
を

待
っ
て
い
る
間
に
嘆
い
て
い
る
」
と
い
う
主
旨
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
若

か
つ
ら
」
は
「
譬
喩
歌
」
と
い
う
部
立
か
ら
し
て
若
い
女
性
の
暗
喩
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
譬
喩
と
し
て
「
若
木
の
梅
」

が
以
下
の
通
り
見
ら
れ
る
。

春
雨
を

待
つ
と
に
し
あ
ら
し

我
が
や
ど
の

若
木
乃
梅
も

い

わ
か

き

の

う
め

ま
だ
含
め
り

（
『
萬
葉
集
』
巻
四

相
聞

七
九
二
）

「
我
が
家
の
若
木
の
梅
も
ま
だ
花
が
咲
い
て
お
ら
ず
、
春
を
待
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
藤
原
久
須
麻
呂
が
大
伴
家

持
の
、春

の
雨
は

い
や
し
き
降
る
に

梅

花

い
ま
だ
咲
か
な
く

い

う
め
の
は
な

と
若
美
か
も

（
『
萬
葉
集
』
巻
四

相
聞

七
八
六
）

わ
か

み

に
答
え
た
も
の
と
目
さ
れ
、
こ
の
七
八
六
番
歌
の
「
梅
の
花
」
は
家
持
の

娘
の
譬
喩
で
あ
る
の
で
、
七
九
二
番
歌
の
「
若
木
の
梅
」
も
若
い
女
性
の

譬
喩
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
「
若
」
が
象
徴
の
意
味
を
持
つ
例
を
挙
げ
る
。

子
持
山

和
可
加
敝
流
弖
の

も
み
つ
ま
で

寝
も
と
我
は
思
ふ

わ

か

か

へ

る

て

汝
は
あ
ど
か
思
ふ

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
四

相
聞

三
四
九
四
）

厳
ろ
の

沿
ひ
の
和
可
麻
都

限
り
と
や

君
が
来
ま
さ
ぬ

う
ら

わ

か

ま

つ

も
と
な
く
も

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
四

相
聞

三
四
九
五
）

前
者
の
「
若
か
へ
る
て
」
は
「
も
み
つ
ま
で
」
と
結
び
つ
い
て
「
若
い
と

き
か
ら
老
い
る
ま
で
共
に
寝
た
い
」
と
い
う
意
味
を
示
す
。
ま
た
後
者
の

「
若
松
」
は
「
全
集
」
が
「
松
は
永
遠
の
木
と
み
な
さ
れ
、
次
の
カ
ギ
リ

と
対
照
さ
せ
て
い
る
」
と
説
く
通
り
で
あ
ろ
う
。「
新
大
系
」
が
「
限
り
」

の
序
詞
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
も
首
肯
さ
れ
、
下
の
句
の
「
あ
な
た
が
い

ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
こ
と
が
不
満
で
あ
る
」と
い
う
の
が
歌
の
本
旨
で
あ
る
。
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次
に
、
序
詞
を
構
成
す
る
「
若
菜
」「
若
櫪
」
の
歌
を
以
下
に
挙
げ
る
。

川
上
に

洗
ふ
若
菜
の

流
れ
来
て

妹
が
あ
た
り
の

瀬
に
こ

わ
か

な

そ
寄
ら
め

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
一

譬
喩

二
八
三
八
）

こ
の
歌
は
左
注
で
「
草
に
寄
せ
て
思
ひ
を
喩
へ
た
る
な
り
」
と
書
か
れ
て

お
り
、
寄
物
陳
思
型
の
和
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
流
れ
て
く

る
若
菜
を
見
て
、
「
若
菜
が
流
れ
て
い
く
よ
う
に
愛
し
い
人
の
と
こ
ろ
へ

行
き
た
い
」
と
い
う
思
い
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。「
若
櫪
」
に
つ
い
て
も
、

度
会
の

大
川
の
辺
の

若
歴
木

我
が
久
な
ら
ば

妹
恋
ひ
む
か

わ
か
く

ぬ

ぎ

も

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
二

羇
旅
発
思

三
一
二
七
）

の
上
の
句
が
「
我
が
」
の
序
詞
で
あ
り
、
「
久
し
く
会
わ
な
く
な
れ
ば
、

恋
人
は
自
分
を
恋
し
く
思
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
下
の
句
の
部
分
が
本
旨

の
歌
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
若
草
の
」
は
「
つ
ま
」
の
枕
詞
と
し
て
多
数
見
ら
れ
る
。

唯
一
「
若
」
と
植
物
の
複
合
語
が
、
譬
喩
や
序
詞
な
ど
に
な
っ
て
い
な

い
例
が
以
下
の
歌
で
あ
る
。

去
年
の
春

い
掘
じ
て
植
ゑ
し

我
が
や
ど
の

若
樹
梅
は

花
咲

わ
か
き
の
う
め

き
に
け
り

（
『
萬
葉
集
』
巻
八

春
雑
歌

一
四
二
三
）

「
昨
年
の
春
に
土
を
掘
っ
て
植
え
た
梅
の
花
が
咲
い
た
」
と
い
う
主
旨
の

歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
若
木
の
梅
」
は
、
梅
が
鑑
賞
さ
れ

る
植
物
で
あ
る
こ
と
、
歌
中
で
の
梅
の
木
が
去
年
植
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
若
」
と
植
物
の
複
合
語
は
、
「
大
系
」
所
収
「
神
楽
歌
」
七

六
番
歌
に
「
若
桜
」
と
い
う
例
で
見
ら
れ
る
が
、
桜
が
鑑
賞
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
鑑
賞
で
き
る
期
間
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
「
咲

い
た
ば
か
り
の
桜
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
例
か
ら
、
歌
に
お
け
る
「
若
」
と
植
物
の
複
合
語
は
、
何
ら
か

の
枕
詞
・
序
詞
・
譬
喩
・
象
徴
と
な
っ
て
い
る
か
、
或
い
は
歌
中
の
季
節

に
応
じ
て
観
賞
さ
れ
る
植
物
に
つ
い
て
は
、
「
若
」
が
付
く
に
相
応
し
い

年
数
な
い
し
は
時
期
が
見
出
せ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
当
該
歌
謡
に

目
を
向
け
る
と
、
当
該
歌
謡
の
「
す
す
き
」
は
人
の
手
を
切
る
だ
け
の
存

在
で
あ
り
、何
ら
か
の
枕
詞
・
序
詞
・
譬
喩
・
象
徴
と
な
っ
て
は
い
な
い
。

確
か
に
「
春
」
と
い
う
季
節
か
ら
「
若
す
す
き
」
を
考
え
そ
う
に
な
る

が
、
生
え
立
て
の
柔
ら
か
い
薄
で
人
の
手
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑

わ
し
い
。
ま
た
、
旧
暦
の
正
月
の
時
季
に
は
枯
薄
が
見
ら
れ
る
。
枯
薄
で

も
葉
緑
素
が
抜
け
て
、
赤
紫
色
に
な
っ
た
枯
れ
か
け
の
薄
は
硬
さ
を
保
っ

て
お
り
、
通
常
の
薄
（
六
）

と
同
じ
く
皮
膚
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
、
当
該
歌
謡
の
「
す
す
き
」
が
枕
詞
・
序
詞
・
譬
喩
・
象
徴
の

い
ず
れ
と
し
て
も
機
能
し
て
い
な
い
点
、
皮
膚
を
切
る
こ
と
の
出
来
る
枯

れ
か
け
の
薄
が
当
該
歌
謡
の
歌
わ
れ
た
旧
暦
正
月
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う

点
、
以
上
の
二
点
か
ら
「
若
す
す
き
」
説
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

「
す
す
き
」
は
枯
れ
か
け
の
薄
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
我
が
す
す
き
」
説
を
検
討
し
た
い
。
「
我
が
」
は
所
有
を
表
す

「
我
が
」
で
は
な
く
、
「
手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を
」
の
「
手
切
る
切

る
摘
ん
だ
る
」
の
主
語
で
あ
る
。
主
語
を
示
す
「
我
が
」
と
動
詞
の
間
に

語
が
入
る
例
は
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
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人
こ
そ
ば

凡
に
も
言
は
め

我
幾
許

し
の
ふ
川
原
を

標
結

わ
が
こ

こ

だ

ふ
な
ゆ
め

（
『
萬
葉
集
』
巻
七

問
答

一
二
五
二
）

ゆ
く
す
ゑ
の

宿
世
も
知
ら
ず

わ
が
む
か
し

契
り
し
こ
と
は

お
も
ほ
ゆ
や
君

（
『
大
和
物
語
』
百
二
十
四
段
）

従
っ
て
、
当
該
歌
謡
に
お
い
て
も
主
語
「
我
が
」
と
「
手
切
る
切
る
摘
ん

だ
る
」
の
間
に
「
す
す
き
」
の
語
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
、「
わ
か
す
す
き
」
は
「
我
が
す
す
き
」
と
解
し
た
い
。

二
（
二
）
、「
ま
ぼ
る
」
語
釈

次
に
「
親
や
ま
ぼ
る
ら
む
」
句
の
「
ま
ぼ
る
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

「
ま
ぼ
る
」
は
諸
注
で
「
食
べ
る
」
の
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
『
う

つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
巻
に
の
み
見
ら
れ
る
「
か
く
て
、
臥
し
た
ま
へ
る

ほ
ど
に
、
ま
う
ぼ
る
も
の
、
日
に
橘
一
つ
、
湯
水
ま
う
ぼ
ら
ず
、
」
の
「
ま

う
ぼ
る
」
が
縮
ま
っ
た
形
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
う
ぼ
る
」
は
、

節
制
し
た
生
活
に
よ
っ
て
財
産
を
蓄
え
る
三
春
高
基
が
病
床
に
あ
る
と
き

に
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
召
し
上
が
る
」
の
意
味
で
あ
る
。

当
該
歌
謡
の
「
ま
ぼ
る
」
が
「
食
べ
る
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
古

代
歌
謡
の
対
句
の
特
徴
か
ら
指
摘
が
で
き
る
。
当
該
歌
謡
の
「
親
や
ま
ぼ

る
ら
む
」
が
後
の
「
姑
や
食
ふ
ら
む
」
と
対
句
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
古
代
歌
謡
の
対
句
は
、
以
下
の
も
の
が
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
。枕

か
む
と
は

吾
は
す
れ
ど

さ
寝
む
と
は

吾
は
思
へ
ど

（
「
景
行
記
」
）

こ
れ
は
「
（
あ
な
た
の
腕
を
）
枕
に
し
よ
う
と
私
は
す
る
が
、
あ
な
た
と

寝
よ
う
と
私
は
思
う
が
」
と
女
性
と
の
共
寝
を
望
む
気
持
ち
を
表
し
て
い

る
。
ま
た
、
古
代
歌
謡
の
対
句
の
例
と
し
て
以
下
の
も
の
も
挙
げ
ら
れ
る
。

万
代
に

か
く
し
も
が
も

千
代
に
も

か
く
し
も
が
も

畏
み
て

仕
へ
奉
ら
む

拝
み
て

仕
へ
奉
ら
む

歌
づ
き
ま
つ
る

（
「
推
古
紀
」
二
十
年
春
正
月
）

こ
の
歌
謡
は
「
万
代
も
こ
の
よ
う
に
、
千
代
も
こ
の
よ
う
に
（
い
ら
っ
し

ゃ
っ
て
欲
し
い
。
）（
我
々
は
天
皇
に
）
畏
み
お
仕
え
し
よ
う
、
拝
み
お
仕

え
し
よ
う
」
と
永
久
に
続
く
天
皇
の
繁
栄
へ
の
願
い
と
、
そ
の
天
皇
に
仕

え
る
意
志
を
表
し
て
い
る
。
古
代
歌
謡
の
対
句
は
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
ほ

ぼ
同
じ
意
図
を
持
つ
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
、
当
該
歌
謡
の
「
ま
ぼ
る
」

が
「
食
ふ
」
と
似
た
意
味
の
語
句
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。

語
形
と
意
味
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
ま
う
ぼ
る
」

と
当
該
歌
謡
の
「
ま
ぼ
る
」
が
関
連
し
て
い
る
と
す
る
先
行
研
究
の
指
摘

は
首
肯
で
き
よ
う
。

た
だ
し
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
ま
う
ぼ
る
」
の
例
は
、
大
臣
と
な
っ

た
三
春
高
基
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
後
の
三
春
高
基
の
動
作
に
つ
い
て

尊
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
ま
う
ぼ
る
」
は
「
召
し

上
が
る
」
と
い
う
尊
敬
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
当

該
歌
謡
の
「
ま
ぼ
る
」
は
尊
敬
語
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
と
、
そ
う
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
ま
ぼ
る
」
の
主
語
で
あ
る
「
親
」
と
い
う
語
に
つ

い
て
『
萬
葉
集
』
を
見
る
と
、
「
親
」
が
出
て
く
る
歌
は
い
く
つ
か
見
ら

れ
る
が
、
動
作
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
以
下
が
そ



- 7 -

の
例
で
あ
る
。

み
さ
ご
居
る

磯
廻
に
生
ふ
る

な
の
り
そ
の

名
は
告
ら
し
て
よ

み

親
者
知
友

（
『
萬
葉
集
』
巻
三

雑
歌

三
六
二
）

お
や

は

し
る
と
も

上

野

佐
野
の
船
橋

取
り
放
し

於
也
波
左
久
礼
騰

我
は
離

か
み
つ
け
の

お

や

は

さ

く

れ

ど

る
が
へ

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
四

相
聞

三
四
二
〇
）

前
者
は
「
あ
な
た
の
親
が
知
っ
た
と
し
て
も
名
を
教
え
て
く
れ
」
と
い
う

求
婚
の
歌
で
あ
り
、
後
者
は
「
あ
な
た
の
親
が
離
そ
う
と
し
て
も
離
れ
な

い
」
と
い
う
意
志
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
親
」
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ

る
例
も
あ
る
が
、
こ
の
例
の
よ
う
に
使
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
『
土
佐

日
記
』
一
月
二
十
一
日
の
「
ふ
な
う
た
」
で
も
「
わ
が
父
母
あ
り
と
し
思

へ
ば
」
と
「
父
母
」
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
親
」
だ

け
で
は
な
く
一
般
的
に
敬
語
が
使
わ
れ
る
「
神
」
に
つ
い
て
も
、
以
下
の

よ
う
に
使
わ
れ
な
い
例
が
見
ら
れ
る
。

海

神

持
在
白
玉

見
ま
く
欲
り

千
度
そ
告
り
し

潜
き
す
る

わ
た
つ
み
の

も

て

る

海
人
は

（
『
萬
葉
集
』
巻
七

譬
喩
歌

一
三
〇
二
）

こ
の
歌
で
は
「
海
神
の
持
っ
て
い
る
白
玉
」
と
「
海
神
」
の
動
作
に
尊
敬

語
を
示
す
表
記
が
な
く
、
音
数
か
ら
考
え
て
も
尊
敬
の
意
味
の
語
を
補
う

こ
と
は
出
来
そ
う
に
な
い
。
以
下
の
例
も
同
じ
く
「
神
」
に
尊
敬
語
が
使

わ
れ
て
い
な
い
。

…
…
大
船
の

頼
め
る
時
に

ち
は
や
ぶ
る

神
哉
将
離

う
つ
せ

か
み

か

さ
け
け
む

み
の

人
歟
禁
良
武
…
…

（
『
萬
葉
集
』
巻
四

相
聞

六
一
九
）

ひ
と

か

さ
ふ

ら

む

「
神
」
と
「
人
」
と
が
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
「
神
」
に
尊
敬
語
を
示
す

表
記
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
「
姑
や
食
ふ
ら
む
」
と
対
句

を
な
す
「
親
や
ま
ぼ
る
ら
む
」
の
「
ま
ぼ
る
」
は
「
食
ふ
」
と
同
じ
、
尊

敬
語
で
は
な
い
と
考
え
る
（
七
）

。

さ
て
、
こ
の
「
ま
ぼ
る
」
を
文
化
十
二
年
序
の
岸
本
由
豆
流
『
土
佐
日

記
考
証
』
が
「
ま
ぼ
る
は
、
む
さ
ぼ
る
の
、
つ
ゞ
ま
り
た
る
に
て
、
貪
ら

ん
な
り
。
」
と
記
し
た
影
響
か
、
現
代
の
注
釈
書
で
も
「
全
集
」「
新
全
集
」

「
新
大
系
」
は
「
む
さ
ぼ
る
」
と
訳
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
う
つ
ほ

物
語
』
の
「
ま
う
ぼ
る
」
に
そ
の
意
味
は
見
い
だ
せ
な
い
。
「
食
べ
る
」

と
い
う
訳
出
が
穏
当
で
あ
ろ
う

。

（
八
）

二
（
三
）
、「
ら
む
」
語
釈

続
い
て
、
対
句
と
な
っ
て
い
る
「
親
や
ま
ぼ
る
ら
む

姑
や
食
ふ
ら
む
」

の
「
ら
む
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
「
ら
む
」
は
一
般
に
現
在
推
量
の

助
動
詞
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
眼
前
に
な
い
事
柄
を
推
量
す
る
際
に
用
い

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
山
上
憶
良
の
歌
が
有
名
で
あ
ろ
う
。

憶
良
ら
は

今
は
罷
ら
む

子
将
哭

そ
れ
そ
の
母
も

我
を
将
待

な
く
ら
む

あ

ま
つ
ら
む

そ

（
『
萬
葉
集
』
巻
三

雑
歌

三
三
七
）

音
数
か
ら
「
将
」
は
「
ら
む
」
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
歌
で
憶
良
は
「
今

頃
は
子
と
妻
が
私
を
待
っ
て
泣
い
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
推
量
し
、
宴
か
ら

退
出
す
る
意
志
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
今
頃
自
分
の
家

で
は
親
が
食
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
推
量
し
て
、
そ
れ
で
泣
い
て
い
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る
歌
で
あ
る
と
す
る
の
が
「
集
成
」「
新
大
系
」「
新
全
集
」
の
説
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
注
釈
書
の
解
釈
で
は
当
該
歌
謡
は
嘆
き
の
歌
と
な
り
、

「
人
の
笑
ふ
」
と
い
う
状
況
を
生
み
出
し
た
と
は
思
え
な
い
。

こ
こ
で
「
ら
む
」
の
例
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
助
動
詞
に
は
、
直
面
し

て
い
る
事
態
を
受
け
て
、
そ
こ
か
ら
眼
前
に
な
い
事
柄
を
推
量
す
る
と
い

う
用
法
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

梅
の
花

散
ら
す
春
雨

い
た
く
降
る

旅
に
や
君
が

廬
入
西
留

い
ほ

り

せ

る

良
武

（
『
萬
葉
集
』
巻
十

春
相
聞

一
九
一
八
）

ら

む

こ
の
歌
は
、
「
雨
が
ひ
ど
く
降
っ
て
い
る
」
と
い
う
眼
前
の
事
態
を
受
け

て
、
「
旅
に
出
て
い
る
あ
な
た
は
今
、
こ
の
雨
の
中
で
宿
り
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
眼
前
に
な
い
事
柄
を
推
量
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

次
の
歌
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。

旅
に
あ
れ
ど

夜
は
火
灯
し

居
る
我
を

闇
に
や
妹
が

恋
ひ
つ

つ
安
流
良
牟

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
五

三
六
六
九
）

あ

る

ら

む

こ
の
歌
は
、
「
旅
の
夜
に
火
を
灯
し
て
い
る
自
分
」
と
い
う
事
態
に
寄
せ

て
、
「
家
に
い
る
あ
な
た
は
、
灯
り
の
な
い
闇
の
中
で
私
を
恋
し
く
思
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
事
柄
を
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
ら
む
」
を
用
い
て
直
面
し
て
い
る
事
態
を
受
け
て
あ
る
事

柄
を
推
量
す
る
と
き
に
、
そ
の
推
量
さ
れ
た
事
柄
の
内
容
が
「
直
面
し
て

い
る
事
態
の
原
因
・
理
由
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

以
下
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

な
ぞ
鹿
の

わ
び
鳴
き
す
な
る

け
だ
し
く
も

秋
野
の
萩
也

繁

や

く
将
落

（
『
萬
葉
集
』
巻
十

秋
雑
歌

二
一
五
四
）

ち
る
ら
む

秋
の
よ
の

明
く
る
も
し
ら
ず

な
く
虫
は

わ
が
ご
と
も
の
や

か
な
し
か
る
ら
む

（
『
古
今
集
』
巻
四

秋
歌
上

一
九
七
）

夢
路
に
も

露
や
お
く
ら
む

夜
も
す
が
ら

通
へ
る
袖
の

ひ
ち

て
か
わ
か
ぬ

（
『
古
今
集
』
巻
十
二

恋
歌
二

五
七
四
）

一
首
目
は
原
文
の
「
也
」
と
の
対
応
な
ら
び
に
、
七
音
句
に
な
る
べ
き
と

こ
ろ
か
ら
、
「
将
」
を
「
ら
む
」
と
訓
む
こ
と
に
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
は
鹿
が
鳴
い
て
い
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
を
「
萩

が
し
き
り
に
散
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
推
量
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
二
首
目
も
「
虫
が
な
い
て
い
る
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、
「
悲

し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
そ
の
原
因
を
推
量
し
、
三
首
目
も
同
じ
く
「
袖

が
乾
か
な
い
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
「
夢
路
に
露
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
か
」
と
原
因
を
推
量
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
「
ら
む
」
の
用
法
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
歌
謡
の
「
ら
む
」
は

「
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
」
と
い
う
事
態
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て

「
親
や
ま
ぼ
る
ら
む

姑
や
食
ふ
ら
む
」
と
い
う
推
量
を
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
泣
く
」
と
い
う
事
態
に
対
す
る
「
親

が
食
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
姑
が
食
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

詠
は
、
「
泣
く
」
と
い
う
事
態
の
原
因
を
推
量
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら

れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
塚
原
鉄
雄
氏
が
「
ら
む
」
に
よ
っ
て
推
量
さ
れ
て
い
る
事

柄
を
「
た
だ
し
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
根
拠
も
、

証
拠
も
、
示
さ
れ
て
い
な
い
。（
九
）

」
と
説
く
通
り
、
そ
の
内
容
が
事
実
で

あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
当
該
歌
謡
は
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
が
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つ
く
こ
と
で
、
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
一
層
不
確
か
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
点
か
ら
、「
我
が
」
は
一
人
称
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
自
分
が
「
泣

く
」
と
い
う
事
態
を
受
け
て
「
自
分
が
薄
で
手
を
切
っ
て
摘
ん
だ
菜
を
、

自
分
の
親
が
食
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
自
分
の
姑
が
食
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
」
と
自
分
で
推
量
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

泣
い
て
い
る
人
物
と
、
推
量
を
行
っ
て
い
る
人
物
は
別
人
で
あ
ろ
う
。

三
、
「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
解
釈

こ
れ
ま
で
「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
の
語
釈
を
行
な
っ
て
き
た
。
内
容

に
つ
い
て
把
握
で
き
た
の
は
、
「
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
」
と
い
う

事
態
に
対
し
て
「
我
が
薄
に

手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を

親
や
ま
ぼ

る
ら
む

姑
や
食
ふ
ら
む
」
と
い
う
原
因
の
推
量
を
行
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
「
我
が
」
を
一
人
称
と
取
る
こ
と
が
出
来

な
い
こ
と
は
二
（
三
）
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
我
が
」
は
ど
の
よ
う
な
用
法
の
語
な
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
こ
の
「
我
が
」
は
他
者
か
ら
の
、
い
ま
話
題
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
人
物
を
指
す
用
法
、
い
わ
ゆ
る
反
射
指
示
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
一
人
称
代
名
詞
の
反
射
指
示
は
「
お
の
」
が
上
代
か
ら
見
ら

れ
、
「
我
が
」
の
反
射
指
示
用
法
は
中
古
か
ら
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
以
下
が
そ
の
用
例
で
あ
る
。

旅
の
御
姿
な
が
ら
、
わ
が
御
家
へ
も
寄
り
た
ま
は
ず
し
て
お
は
し
ま

し
た
り
。

（
『
竹
取
物
語
』）

宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き

に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
、
も
の
心
細
く
、
す
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ

と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ
ひ
た
り
。

（
『
伊
勢
物
語
』
九
段
）

泣
く
泣
く
う
ち
ふ
し
て
、
か
た
は
ら
を
見
れ
ば
文
な
む
見
え
け
る
。

な
ぞ
の
文
ぞ
と
、
思
ひ
て
と
り
て
見
れ
ば
、
こ
の
わ
が
思
ふ
人
の
文

な
り
。

（
『
大
和
物
語
』
百
五
段
）

『
竹
取
物
語
』
の
例
は
主
語
で
は
な
く
所
有
を
表
す
「
我
が
」
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
最
も
は
っ
き
り
と
し
た
反
射
指
示
の
用
例
で
あ
る
。
翁
が
か
ぐ
や

姫
に
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
来
訪
を
告
げ
る
際
に
「
ご
自
分
の
家
に
も
お
寄

り
に
な
ら
ず
に
」
と
第
三
者
で
あ
る
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
の
主
語
の
例
は
、
『
伊
勢
物
語
』
が

「
自
分
が
入
ろ
う
と
し
て
い
る
道
は
た
い
そ
う
暗
く
細
く
て
」
、『
大
和
物

語
』
が
「
こ
の
、
自
分
が
思
っ
て
い
る
人
の
手
紙
で
あ
る
」
と
い
う
意
味

で
、
そ
れ
ぞ
れ
反
射
指
示
の
一
例
と
見
受
け
ら
れ
る
。
当
該
歌
謡
の
「
我

が
」
が
一
人
称
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
話
題
に
な
っ
て
い
る
人
物

を
指
し
て
「
自
分
が
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
当
該
歌
謡
は
一
貫
し
た
第
三
者
に
よ
る
詠
な
の
か
と
言
え

ば
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
」
は
主
語

が
全
く
提
示
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
考
え
て
、
第
三
者
が
「
泣
い
て
い
る

人
物
が
い
る
」
と
描
写
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
泣
い
て
い
る
本
人
が

悲
し
み
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
も
の
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

「
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
」
と
悲
し
み
を
歌
う
者
と
、
「
我
が
薄
に

手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を

親
や
ま
ぼ
る
ら
む

姑
や
食
ふ
ら
む
」
と

そ
の
事
態
の
原
因
を
推
量
し
て
歌
う
者
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
『
土
佐
日
記
』
の
注
釈
書
は
当
該
歌
謡
一

首
を
、
あ
る
一
人
の
人
物
か
ら
の
視
点
に
よ
る
詠
と
見
な
し
て
い
た
。
し

か
し
、そ
の
よ
う
な
見
方
が
歌
謡
の
解
釈
に
必
須
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
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二
者
に
よ
る
歌
は
『
記
』
『
紀
』
に
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

是
の
夜
に
歌
を
以
ち
て
侍
者
に
問
ひ
て
曰
は
く
、

新
治

筑
波
を
過
ぎ
て

幾
夜
か
寝
つ
る

と
の
た
ま
ふ
。
諸
の
侍
者
、
え
答
へ
言
さ
ず
。
時
に
秉
燭
者
有
り
。

ひ
と
も
し
ひ
と

王
の
歌
の
末
を
続
ぎ
て
歌
し
て
曰
さ
く
、

か
が
な
べ
て

夜
に
は
九
夜

日
に
は
十
日
を

と
ま
を
す
。

（
「
景
行
紀
」
四
十
年
）

是
に
、
志
毘
臣
が
歌
ひ
て
曰
は
く
、

大
宮
の

彼
つ
端
手

隅
傾
け
り

如
此
歌
ひ
て
、
其
の
歌
の
末
を
乞
ひ
し
時
に
、
袁
祁
命
の
歌
ひ
て
曰

は
く
、大

匠

劣
み
こ
そ

隅
傾
け
れ

（
「
清
寧
記
」）

前
者
の
例
で
は
日
本
武
尊
が
歌
の
続
き
を
他
者
に
求
め
、
そ
れ
に
秉
燭
者

が
応
じ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
の
例
で
も
志
毘
臣
が
歌
の
続
き
を
求
め
、

袁
祁
命
が
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
謡
は
一
首
な
い
し
一
聯
の
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
、
実
際
の
集
団
詠
の
場
に
お
い
て
は
集
団
が
二
手
に
分
か

れ
て
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
該
歌
謡
も
同
じ
く
、
集
団
が
二
手
に
分
か
れ
て
歌
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
一
方
の
詠
に
対
し
て
も
う
一
方
が
そ
の
事
態
の
原
因
を
推
量
し

て
返
歌
を
詠
む
例
は
、『
萬
葉
集
』
に
も
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

天
皇
、
藤
原
夫
人
に
賜
ふ
御
歌
一
首

我
が
里
に

大
雪
降
れ
り

大
原
の

古
り
に
し
里
に

降
ら
ま
く

は
後

藤
原
夫
人
の
和
へ
奉
る
歌
一
首

我
が
岡
の

龗

に
言
ひ
て

降
ら
し
め
し

雪
の
摧
け
し

そ
こ

お
か
み

に
塵
家
武

（
『
萬
葉
集
』
巻
二

相
聞

一
〇
三
・
一
〇
四
）

ち
り

け

む

門
立
て
て

戸
も
さ
し
た
る
を

い
づ
く
ゆ
か

妹
が
入
り
来
て

夢
に
見
え
つ
る

門
立
て
て

戸
は
さ
し
た
れ
ど

盗
人
の

掘
れ
る
穴
よ
り

入
り

て
所
見
牟

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
二

問
答

三
一
一
七
・
三
一
一
八
）

み

え

け
む

こ
れ
ら
は
個
人
に
よ
る
贈
答
歌
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
一
首
で

あ
る
が
、
前
者
は
「
大
雪
が
降
っ
た
」
と
歌
う
天
武
天
皇
に
対
し
て
、
藤

原
夫
人
が
「
こ
ち
ら
の
龗
（
龍
神
）
に
頼
ん
で
降
ら
せ
た
雪
が
そ
ち
ら
に

も
散
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
天
皇
の
と
こ
ろ
で
大
雪
が
降
っ
た
と
い
う

事
態
の
理
由
を
推
量
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
「
門
を
閉

め
て
戸
を
立
て
た
の
に
あ
な
た
は
ど
う
や
っ
て
私
の
夢
に
見
え
た
の
だ
ろ

う
か
」
と
歌
う
男
に
対
し
て
、
「
盗
人
が
掘
っ
た
穴
か
ら
入
っ
て
あ
な
た

の
夢
に
見
え
た
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
夢
に
見
え
た
と
い
う
事
態
の
理
由
を

推
量
し
て
い
る
。
こ
の
例
と
同
じ
く
、「
春
の
野
に
て
ぞ

音
を
ば
泣
く
」

の
原
因
を
推
量
し
た
返
し
が
「
我
が
す
す
き
」
以
降
の
「
自
分
が
す
す
き

で
手
を
切
っ
て
摘
ん
だ
菜
を
親
が
食
べ
て
い
る
か
ら
か
、
姑
が
食
っ
て
い

る
か
ら
か
」
と
い
う
詠
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
当
該
歌
謡
は
二
者
の
視
点
に
よ
る
一
首
で
あ
り
、

後
者
の
詠
が
前
者
の
詠
の
原
因
を
推
量
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
当
該
歌
謡
に
現
代
語
訳
を
付
す
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
（
た
だ
し
、
囃
子
詞
と
目
さ
れ
る
「
か
へ
ら
や
」
に
つ
い
て
は
訳
出

し
な
い
）
。
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「
春
の
野
で
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
い
る
よ
」

「
自
分
が
薄
で
手
を
切
っ
て
切
っ
て
ま
で
し
て
摘
ん
だ
菜
を
、
親
が

食
べ
て
い
る
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
姑
が
食
っ
て
い
る
か
ら
か
」

声
を
あ
げ
て
泣
い
て
い
る
と
い
う
、
深
刻
な
事
態
が
発
生
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
詠
に
対
し
て
、
「
親
が
食
べ
て
い
る
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
姑
が

食
っ
て
い
る
か
ら
か
」と
返
す
の
は
あ
ま
り
に
無
根
拠
か
つ
唐
突
で
あ
る
。

こ
こ
に
当
該
歌
謡
の
滑
稽
さ
が
あ
り
、
そ
の
滑
稽
さ
が
「
人
の
笑
ふ
」
と

い
う
状
況
を
生
み
出
す
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
」
歌
謡
注
釈

そ
れ
で
は
、
「
よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
」
歌
謡
の
注
釈
に
移
り
た
い
。
当
該

歌
謡
は
解
釈
に
お
い
て
「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
ほ
ど
問
題
を
持
た
な
い

が
、
数
点
確
認
し
て
お
き
た
い
事
が
あ
る
。

「
う
な
ゐ
」
に
つ
い
て
は
諸
注
の
言
う
と
お
り
「
子
供
」
で
良
い
と
思

わ
れ
る
。『
新
撰
字
鏡
』「
髠
」
字
に
「
大
欠
反
上
髪
至
肩
垂
㒵
宇
奈
井
」
、

二
十
巻
本
『
和
名
類
聚
抄
』
「
髫
髪
」
の
項
に
「
後
漢
書
注
云

髫
髪

召

反
和
名
宇
奈
為

俗
用
垂
髪
二
字

謂
之
童
子
垂
髪
也
」
が
確
認
で
き
る
。

「
童
子
」
の
髪
型
を
指
す
こ
と
か
ら
転
じ
て
「
童
子
」
そ
の
も
の
を
指
す

こ
と
が
以
下
の
例
か
ら
確
認
で
き
る
。

ま
た
十
五
歳
ば
か
り
に
て
、
玉
光
り
輝
く
う
な
ゐ
の
、
御
馬
添
多
く

て
渡
り
た
ま
ふ
。
う
な
ゐ
は
こ
の
大
臣
殿
の
御
四
郎
に
あ
た
り
た
ま

ふ
。

（
『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
）

橘
の

照
れ
る
長
屋
に

我
が
率
寝
し

宇
奈
為
放
り
に

髪
上
げ

う

な

ゐ

つ
ら
む
か

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
六

三
八
二
三
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
で
は
十
五
歳
の
少
年
に
対
し
て
使
わ
れ
、
『
萬
葉

集
』
の
例
で
は
「
う
な
ゐ
」
に
「
寝
」
が
使
わ
れ
て
性
的
対
象
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
子
供
と
は
い
っ
て
も
あ
る
程
度
の
年
齢
の
人
物
を
指
す

こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
語
は
男
女
関
係
な
く
用
い
ら
れ
る
が
、
当
該
歌
謡

に
お
い
て
は
「
船
子
、
楫
取
」
が
い
き
な
り
「
う
な
ゐ
も
が
な
」
、
つ
ま

り
「
会
い
た
い
」
と
歌
い
始
め
る
の
だ
か
ら
、
聞
き
手
は
「
少
女
」
を
想

像
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
現
代
の
注
釈
書
も
多
く
が
「
少
女
」
と
訳
出
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
唯
一
「
新
全
集
」
が
「
子
供
に
だ
ま
さ
れ
た
商
人
の

歌
」
と
「
う
な
ゐ
」
の
性
別
を
特
定
し
て
い
な
い
点
、
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
歌
か
ら
は
「
う
な
ゐ
」
の
性
別
は
特
定
で
き
な
い
た
め
、

「
新
全
集
」
の
訳
に
賛
同
し
た
い
。

「
お
き
の
り
」
も
ま
た
諸
注
説
く
通
り
「
掛
買
い
を
す
る
」
の
意
に
従

え
る
。
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』
で
「
賖
」
の
字
に
「
於
支
乃
利
也
」
と
見

え
る
。
さ
て
、
こ
の
語
の
意
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
が
、
現
代
の
『
土

佐
日
記
』
の
注
釈
書
は
、
管
見
の
限
り
全
て
こ
の
語
を
「
お
ぎ
の
り
」
と

校
訂
す
る
。
こ
の
点
に
は
従
い
が
た
い
。
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
で

は
「
賖
」
「
貰
」
「
酤
」
字
に
「
オ
キ
ノ
ル
」
、「
貸
」
字
に
「
ヲ
キ
ノ
ル
」

の
訓
が
見
ら
れ
、
「
オ
キ
ノ
ル
」
の
「
キ
」
に
付
く
声
点
は
い
ず
れ
も
左

上
に
一
点
の
み
、「
ヲ
キ
ノ
ル
」
の
「
キ
」
に
は
声
点
が
付
い
て
お
ら
ず
、

ど
れ
も
濁
音
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
『
日
葡
辞
書
』
で
も

「V
oqinori,u,otta.

」
と
書
か
れ
て
お
り
、
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
は
清
音

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
」
も
「
後
世
「
お

ぎ
の
る
」
と
も
」
と
し
な
が
ら
「
お
き
の
る
」
で
載
せ
る
。
十
世
紀
の
土
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佐
方
言
で
は
「
お
ぎ
の
り
」
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
清
音
で
「
お
き
の
り
」
と
校
訂
し
て
お
く
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

当
該
歌
謡
に
現
代
語
訳
を
行
え
ば
以
下
の
と
お
り
に
な
る
。

昨
夜
の
あ
の
子
に
会
い
た
い
な
あ
。
代
金
を
請
求
し
よ
う
。
嘘
を
つ

い
て
掛
買
い
を
し
て
、
代
金
を
持
っ
て
こ
な
い
。
自
分
が
や
っ
て
来

る
こ
と
す
ら
な
い
。

こ
の
歌
謡
の
持
つ
「
人
の
笑
ふ
」
と
い
う
状
況
を
生
み
出
し
た
性
質
は
、

「
う
な
ゐ
」
の
性
別
を
除
け
ば
『
全
注
釈
』
の
「
人
を
だ
ま
す
こ
と
を
天

職
と
し
て
い
る
よ
う
な
商
人
が
、
ま
ん
ま
と
少
女
に
だ
ま
さ
れ
た
と
い
う

痛
烈
な
滑
稽
さ
」
と
い
う
指
摘
に
従
え
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、
『
土
佐
日
記
』
の
「
ふ
な
う
た
」
二
首
の
注
釈
を
行
っ
た
。
「
春

の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
は
、
返
し
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
「
春
の
野
で
泣
い

て
い
る
」
と
歌
う
側
に
対
し
て
「
苦
労
し
て
摘
ん
だ
菜
を
親
が
食
っ
て
い

る
か
ら
か
、
姑
が
食
べ
て
い
る
か
ら
か
」
と
い
う
滑
稽
な
返
し
を
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
首
の
「
よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
」
歌
謡
は
、
商
人

が
子
供
に
騙
さ
れ
た
歌
と
考
え
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
新
た
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
な
ぜ
こ
の
二
首
が

『
土
佐
日
記
』
に
記
載
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
土
佐
日
記
』

は
二
首
の
後
に
「
こ
れ
な
ら
ず
多
か
れ
ど
も
、
書
か
ず
。
こ
れ
ら
を
人
の

笑
ふ
を
聞
き
て
、
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。
」
と
記
す
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
「
歌
謡
は
多
く
歌
わ
れ
た
が
、
他
に
は
書
か

な
い
」
と
い
う
こ
と
と
、「
そ
れ
ら
の
多
く
の
歌
謡
が
、
人
を
笑
わ
せ
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
謡
も
ま
た
、
当
該
二
首
と

同
じ
く
人
々
を
笑
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
々
を
笑
わ
せ
た
点
に

お
い
て
当
該
二
首
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
謡
も
差
は
な
い
。

漢
詩
や
甲
斐
歌
（
風
俗
歌
か
）
の
歌
詞
を
載
せ
な
い
『
土
佐
日
記
』
に
、

和
歌
で
な
い
歌
で
あ
る
「
ふ
な
う
た
」
が
三
首
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
や
は
り
目
を
引
く
。
一
月
二
十
一
日
の
「
ふ
な
う
た
」
は
、
船
旅
で

の
叙
情
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
船
路
を
行
く
紀
行
文
と
し
て
の
側
面
を
持

つ
『
土
佐
日
記
』
に
記
載
さ
れ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で

注
釈
を
施
し
た
「
ふ
な
う
た
」
二
首
の
内
容
は
船
旅
に
即
し
た
も
の
で
は

な
い
。
十
二
月
二
十
七
日
の
甲
斐
歌
が
「
ま
た
、
あ
る
人
、
西
国
な
れ
ど

甲
斐
歌
な
ど
い
ふ
」
と
、
「
土
佐
国
と
い
う
西
国
に
い
る
の
に
、
東
国
で

あ
る
甲
斐
国
の
名
が
付
い
た
甲
斐
歌
を
歌
う
」
と
し
て
『
土
佐
日
記
』
に

頻
繁
に
見
ら
れ
る
諧
謔
表
現
の
た
め
に
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
、
「
ふ

な
う
た
」
も
同
じ
く
歌
を
載
せ
ず
に
「
こ
れ
ら
を
人
の
笑
ふ
を
聞
き
て
、

海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
。
」
と
い
う
諧
謔
表
現
の
み
で

良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
の
内
容
の
滑
稽
さ
に
関
心
を
持
っ
て

載
せ
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
二
首
の
み
で
な
く
と
も
良
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
「
ふ
な
う
た
」
二
首
に
、
『
古
今
集
』
編
者
紀
貫
之
は

記
載
し
た
く
な
る
だ
け
の
要
素
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
要
素
は
何
か
と
問
わ
れ
る
と
、
和
歌
世
界
の
価
値
観
を
裏
切
る
歌
の
展

開
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
春
の
野
に
て
ぞ
」
歌
謡
の
「
春
の
野
」
や
「
音
を
（
ば
）
泣
く
」
と

い
う
言
葉
は
、
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
は
恋
歌
を
思
わ
せ
る
。
た
と
え
ば
、

「
春
の
野
」
の
恋
歌
と
し
て
は
以
下
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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戯
奴
が
た
め

我
が
手
も
す
ま
に

春
野
に

抜
け
る
茅
花
そ

召

わ

け

は
る
の
の

し
て
肥
え
ま
せ

（
『
萬
葉
集
』
巻
八

春
相
聞

一
四
六
〇
）

き
み
が
た
め

春
の
野
に
い
で
て

わ
か
な
つ
む

わ
が
衣
手
に

雪
は
降
り
つ
ゝ

（
『
古
今
集
』
巻
一

春
歌
上

二
一
）

ど
ち
ら
の
例
も
「
春
の
野
で
あ
な
た
（
「
わ
け
」
は
卑
下
し
た
二
人
称
で

あ
る
の
で
、
こ
の
訳
出
は
や
や
不
適
切
で
は
あ
る
が
）
の
た
め
に
菜
を
摘

む
」
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
音
を
泣
く
」
と
い
う
表
現

は
以
下
の
例
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。

剣
太
刀

身
に
添
ふ
妹
を

と
り
み
が
ね

哭
乎
曾
奈
伎
都
流

手

ね

を

そ

な

き

つ

る

児
に
あ
ら
な
く
に

（
『
萬
葉
集
』
巻
十
四

相
聞

三
四
八
五
）

秋
の
野
を

わ
く
ら
む
鹿
も

わ
が
ご
と
や

し
げ
き
さ
は
り
に

音
を
ば
な
く
ら
む

（
『
大
和
物
語
』
五
十
三
段
）

そ
れ
ぞ
れ
「
長
い
間
寄
り
添
っ
た
恋
人
を
引
き
留
め
ら
れ
ず
に
声
を
上
げ

て
泣
い
て
い
る
」
、「
鹿
も
私
の
よ
う
に
障
害
が
あ
っ
て
愛
し
い
相
手
に
会

え
ず
に
泣
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
音
を
泣
く
」
は

会
え
な
い
悲
し
み
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
他
に
も
『
古
今
集
』
に
は
、

春
の
野
の

し
げ
き
草
ば
の

妻
恋
ひ
に

と
び
た
つ
雉
子
の

ほ

ろ
ゝ
と
ぞ
な
く

（
『
古
今
集
』
巻
十
九

誹
諧
歌

一
〇
三
三
）

と
、
「
春
の
野
で
妻
恋
し
さ
に
泣
い
て
い
る
」
と
の
主
旨
の
歌
が
あ
る
。

貫
之
が
こ
の
歌
謡
を
初
め
て
聞
い
た
と
き
、
「
春
の
野
に
て
ぞ

音
を

ば
泣
く
」
か
ら
、
何
ら
か
の
恋
歌
的
な
展
開
を
予
想
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
予
想
を
裏
切
り
、
歌
謡
は
滑
稽
な
返
し
へ
と
展
開
し
て
い
っ

た
。
「
よ
ん
べ
の
う
な
ゐ
」
歌
謡
も
同
じ
く
、
「
昨
夜
の
あ
の
子
に
会
い
た

い
な
あ
」
と
、
こ
の
初
句
の
み
を
聞
け
ば
、
一
夜
の
共
寝
を
し
た
相
手
に

も
う
一
度
会
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
歌
う
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思

え
る
。
特
に
、
「
船
子
、
楫
取
」
と
い
う
男
た
ち
が
歌
え
ば
、「
う
な
ゐ
」

は
少
女
で
あ
る
と
ま
ず
想
像
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
歌
謡

も
そ
れ
を
裏
切
り
、
「
銭
乞
は
む
」
と
滑
稽
な
内
容
を
展
開
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
、
貫
之
の
抱
い
た
予
想
を
裏
切
る
展
開
を
見
せ
た
両
歌
謡
が
、

多
く
歌
わ
れ
た
「
ふ
な
う
た
」
の
中
で
も
特
に
印
象
深
か
っ
た
た
め
に
、

『
土
佐
日
記
』
へ
の
記
載
に
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
上
代
文
献
と
中
古
前
期
の
文
献
を
主
に
用
い
て

「
ふ
な
う
た
」
二
首
の
注
釈
を
行
い
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
は
把
握
さ

れ
て
来
な
か
っ
た
歌
謡
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
『
土
佐
日
記
』
に
と

っ
て
の
「
ふ
な
う
た
」
が
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
当
代
の
歌
物
語
や

作
り
物
語
な
ど
と
の
比
較
を
通
し
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
今
後

の
課
題
と
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。

［
注
］

（
一
）「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）
の
歌
番
号
に
依
る
。
こ
れ
は
「
ふ

な
う
た
」
を
含
む
歌
番
号
で
あ
る
。

（
二
）
近
森
敏
夫
『
土
佐
の
民
謡
』（
中
公
新
書

昭
和
四
十
六
年
三
月
）

（
三
）
飯
島
一
彦
『
古
代
歌
謡
の
終
焉
と
変
容
』
（
お
う
ふ
う

平
成
十
九
年
三

月
）

（
四
）
萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店

昭
和
四
十
二
年
八
月
）。
以

下
、『
全
注
釈
』
と
略
す
。

（
五
）
現
在
は
「
若
久
木
」
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
原
文
「
若
歴
木
」
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か
ら
「
若
櫪
」
と
解
す
る
。

（
六
）
『
本
草
綱
目
』
は
「
芒
」
に
つ
い
て
「
葉
皆
如
茅
而
大
、
長
四
五
尺
、
甚

快
利
、
傷
人
如
鋒
刃
」
と
説
明
す
る
。

（
七
）
傍
証
と
し
て
現
代
の
方
言
を
確
認
し
て
お
く
と
、
加
藤
正
信
氏
「
全
国
方

言
の
敬
語
概
観
」（
林
四
郎
・
南
不
二
男
編
『
敬
語
講
座

六

現
代
の
敬
語
』

（
明
治
書
院

昭
和
四
十
八
年
十
月
）
所
収
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
代
の

高
知
方
言
に
は
東
日
本
の
大
部
分
と
同
じ
く
尊
敬
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
当

時
の
土
佐
方
言
で
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の
土

佐
が
現
代
と
同
じ
く
無
敬
語
地
帯
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
中
央
で
の
尊

敬
語
「
ま
う
ぼ
る
」
は
土
佐
に
「
ま
ぼ
る
」
と
い
う
縮
ま
っ
た
形
で
伝
わ
っ

た
が
、
「
ま
ぼ
る
」
は
敬
意
の
な
い
「
食
べ
る
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
の
だ

と
推
測
さ
れ
る
。

（
八
）
こ
の
「
ま
ぼ
る
」
「
ま
う
ぼ
る
」
の
語
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
解
を
示
し

て
い
る
の
が
田
中
大
秀
『
土
佐
日
記
解
』
で
あ
る
。
田
中
大
秀
は
、

又
、
按
に
、「
皇
極
紀
」
に
、「
二
年
十
一
月
云
々
、
山
背
大
兄
王
等
。

四
五
日
間
淹
留
於
山
。
不

得

喫

飲
」
と
あ
る
此
ノ

仮
字
、
ホ
の
上

モ
ノ
モ
エ
マ
ウ
ノ
ホ
ラ
ス

の
ノ
字
は
衍
に
て
、
是
も
、
マ
ウ
ホ
ラ
ス
な
る
べ
し
。

と
「
皇
極
紀
二
年
十
一
月
」
の
「
不
得
喫
飲
」
の
訓
を
そ
の
意
味
か
ら
「
ま

う
ぼ
ら
ず
」
に
改
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
現
代
の
『
紀
』
の
注
釈

書
は
「
大
系
」
が
「
ま
う
の
ぼ
ら
ず
」
、「
新
全
集
」
が
「
ま
ゐ
の
ぼ
ら
ず
」

と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
謙
譲
語
で
「
参
上
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
表
記

の
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
「
召
し
上
が
る
」
の
意
味
を
持
つ
「
ま
う
ぼ
る
」
に

改
め
る
べ
き
と
い
う
田
中
大
秀
の
説
を
支
持
し
た
い
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の

「
皇
極
紀
」
の
例
が
数
に
入
れ
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
や
は
り
当
該
歌
謡
の
「
ま

ぼ
る
」
に
は
「
貪
る
」
の
意
は
見
出
し
難
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
九
）
塚
原
鉄
雄
「
推
量
の
助
動
詞
」
『
国
語
国
文
』
二
十
六
巻
七
号
（
昭
和
三

十
二
年
七
月
）

［
附
記
］

本
稿
で
は
本
文
の
引
用
に
以
下
の
も
の
を
使
用
し
た
。

『
土
佐
日
記
』
『
萬
葉
集
』
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物

語
』
『
大
和
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
…
…
「
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
」（
小
学
館
）

『
古
今
和
歌
集
』
…
…
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
岩
波
書
店
）

『
土
佐
日
記
考
証
』
『
土
佐
日
記
創
見
』
『
土
佐
日
記
解
』
『
土
佐
日
記
舟
の
直

路
』
…
…
『
土
佐
日
記
古
注
釈
大
成
』（
誠
進
社

昭
和
五
十
四
年
六
月
）

な
お
、
引
用
に
際
し
て
一
部
表
記
を
改
め
た
点
が
あ
る
。

（
は
し
も
と

さ
と
し
・
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
）


