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一

京
極
派
は
、
周
知
の
通
り
、
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
渡
っ
て
活
躍

し
た
、
伝
統
和
歌
の
域
か
ら
脱
し
て
新
風
を
起
こ
そ
う
と
し
た
和
歌
の
流
派
で
あ

る
。
京
極
派
の
歌
風
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
歌
人
た
ち
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
や
素

材
と
い
っ
た
語
彙
の
特
徴
に
着
目
し
た
論
考
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
個
々
の

素
材
分
析
は
必
ず
し
も
尽
く
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

伏
見
院
の
勅
命
に
よ
り
、
京
極
為
兼
が
撰
集
し
た
持
明
院
統
側
の
初
め
て
の
勅

撰
和
歌
集
で
あ
る
『
玉
葉
和
歌
集
』（
以
下
、『
玉
葉
集
』）
に
お
い
て
、
雑
部
に
連

続
し
て
配
列
さ
れ
た
二
一
六
四
番
か
ら
二
一
七
〇
番
ま
で
の
「
と
も
し
び
」
を
詠

み
込
ん
だ
七
首
の
歌
が
あ
る
（「
と
も
し
び
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
、
以
下
、「「
と

も
し
び
」
詠
」
と
称
す
る
）。

「
と
も
し
び
」
は
一
見
珍
し
い
言
葉
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
勅
撰
集
に
お
け
る

「
と
も
し
び
」
詠
の
初
出
例
が
『
千
載
和
歌
集
』
に
な
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
勅
撰
集
の
中
で
は
比
較
的
新
し
い
歌
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。『
千
載

和
歌
集
』
の
「
と
も
し
び
」
詠
は
次
の
三
首
で
あ
る
（
本
稿
で
引
用
し
た
和
歌
は

全
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。
稿
者
が
適
宜
漢
字
を
宛
て
た
箇
所
が
あ
る
）。

思
ひ
や
れ
十
代
に
あ
ま
れ
る
と
も
し
び
の
か
か
げ
か
ね
た
る
心
ぼ
そ
さ
を）

1
（

 

（
雑
中
・
一
〇
八
四
・
大
江
匡
範
）

夢
覚
め
ん
そ
の
曉
を
待
つ
ほ
ど
の
闇
を
も
照
ら
せ
法
の
と
も
し
び

 

（
釈
教
・
一
二
一
〇
・
藤
原
敦
家
）

よ
を
照
ら
す
仏
の
し
る
し
あ
り
け
れ
ば
ま
だ
と
も
し
び
も
消
え
ぬ
な
り
け
り

 

（
釈
教
・
一
二
一
一
・
覚
忠
）

後
の
二
首
は
共
に
「
と
も
し
び
」
を
世
間
を
照
ら
す
永
遠
不
滅
の
仏
法
の
喩
え
と

し
た
釈
教
歌
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
法
灯
（
の
り
の
と
も
し
び
）」
を
詠
ん
で
い
る
。

最
初
の
大
江
匡
範
の
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
は
、
そ
の
詞
書
「
学
問
料
申
し
侍
り
け

る
を
た
ま
は
ら
ず
侍
り
け
る
時
、
人
の
と
ぶ
ら
ひ
て
侍
り
け
る
返
事
に
、
よ
み
て

つ
か
は
し
け
る
」
か
ら
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、「
灯
燭
之
料）

2
（

」
と
も
い
わ
れ
る

学
問
料
を
求
め
て
十
代
ま
で
も
続
い
て
来
た
学
統
を
継
ぎ
た
い
が
、
な
か
な
か
継

ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
無
力
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
灯
火
を
掲
げ
る
こ
と
に
学
統
を
継

一
七



ぐ
こ
と
を
重
ね
る
の
は
、「
法
灯
」
と
い
う
釈
教
の
表
現
を
下
敷
に
し
た
使
い
方
で

あ
ろ
う
。『
千
載
和
歌
集
』
以
後
『
玉
葉
集
』
成
立
ま
で
の
勅
撰
集
に
見
ら
れ
る

「
と
も
し
び
」
の
用
例
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
一
首
・『
新
勅
撰
和
歌
集
』
三
首
・

『
続
後
撰
和
歌
集
』
二
首
・『
続
古
今
和
歌
集
』
二
首
・『
続
拾
遺
和
歌
集
』
二
首
・

『
新
後
撰
和
歌
集
』
四
首
で
あ
り
、
歌
数
は
少
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
に
、『
新

勅
撰
和
歌
集
』
の
三
首
（
夏
一
首
・
雑
二
首
）
と
『
続
後
撰
和
歌
集
』
の
一
首

（
雑
）、『
続
古
今
和
歌
集
』
の
一
首
（
神
祇
）、『
新
後
撰
和
歌
集
』
の
一
首
（
秋
）

を
除
く
他
の
八
首
は
全
て
「
法
灯
」
の
こ
と
を
詠
じ
た
釈
教
歌
で
あ
る
。

一
方
、『
玉
葉
集
』
に
な
る
と
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
雑
部
に
七
首
の
「
と
も

し
び
」
の
歌
群
が
で
き
た
他
に
、
春
一
首
、
釈
教
二
首
が
あ
り
、
合
計
十
首
の
「
と

も
し
び
」
詠
が
入
集
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
成
立
し
た
花
園
院
監
修
、
光
厳
院
親

撰
の
持
明
院
統
側
の
二
番
目
の
勅
撰
集
（
持
明
院
統
側
の
最
後
の
勅
撰
集
で
も
あ

る
）『
風
雅
和
歌
集
』（
以
下
、『
風
雅
集
』）
に
は
秋
三
首
、
恋
二
首
、
雑
五
首
（
こ

の
内
一
六
七
二
番
か
ら
一
六
七
五
番
ま
で
の
四
首
は
連
続
）、
釈
教
三
首
、
合
わ
せ

て
十
三
首
の
「
と
も
し
び
」
詠
が
あ
る
。
前
代
の
勅
撰
集
よ
り
、『
玉
葉
集
』『
風

雅
集
』
に
お
け
る
「
と
も
し
び
」
詠
の
数
が
増
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ

ら
に
、宿

は
荒
れ
て
壁
の
隙
漏
る
山
風
に
そ
む
け
か
ね
た
る
閨
の
と
も
し
び

 

（『
玉
葉
集
』
雑
二
・
二
一
六
四
・
後
鳥
羽
院
下
野
）

の
よ
う
に
、
以
前
の
勅
撰
集
に
常
用
さ
れ
て
い
る
詠
み
ぶ
り
と
異
な
っ
て
、
仏
教

的
な
意
味
を
持
た
ず
、
た
だ
閨
の
中
に
あ
る
一
つ
の
照
明
具
と
し
て
「
と
も
し
び
」

を
詠
ん
だ
歌
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

岩
佐
美
代
子
氏
が
『
玉
葉
和
歌
集
全
注
釈
』
の
中
に
、
二
一
六
六
番
歌
の
補
説

と
し
て
「「
燈
」
は
京
極
派
歌
人
に
特
に
好
ま
れ
た
歌
材
。」
と
言
及
し
た
通
り
、

『
玉
葉
集
』『
風
雅
集
』
か
ら
京
極
派
歌
人
の
「
と
も
し
び
」
に
対
す
る
と
り
わ
け

の
関
心
が
窺
え
る
。
又
、
岩
佐
氏
は
さ
ら
に
『
光
厳
院
御
集
』
に
お
け
る
「
と
も

し
び
」
の
連
作
に
つ
い
て
、「「
心
」
と
「
灯
」
と
の
語
ら
ざ
る
会
話
、
言
語
を
介

せ
ぬ
理
解
交
流
が
、
六
首
連
作
に
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る）

3
（

。」
と
注
釈
し
、「
と

も
し
び
」
を
用
い
て
「
心
」
を
探
求
し
た
特
殊
な
表
現
に
目
を
向
け
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
言
葉
や
表
現
の
背
後
に
あ
る
京
極
派
の
思
想
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
、
次
田

香
澄
氏
が
、「
燈
火
を
題
材
と
す
る
こ
と
は
静
寂
を
愛
す
る
心
か
ら
も
き
て
い
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
又
禅
の
思
想
の
浸
潤
も
あ
る）

4
（

。」
と
指
摘
し
た
。
京
極
派

歌
人
た
ち
が
意
識
的
に
「
と
も
し
び
」
と
い
う
素
材
を
選
択
し
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
が
、
彼
ら
の
好
み
が
『
玉
葉
集
』『
風
雅
集
』
の
「
と
も
し
び
」
詠
に
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
論
考
が
見
当
た
ら
な
い
。
本

稿
で
は
、
こ
の
問
題
点
に
着
眼
し
、「
と
も
し
び
」
を
取
り
上
げ
て
京
極
派
の
歌
風

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

二

京
極
派
の
「
と
も
し
び
」
詠
の
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
れ
以
前
の
「
と
も
し
び
」

詠
を
、
勅
撰
集
以
外
の
場
合
も
含
め
て
概
観
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、『
新
編
国
歌
大

観
』
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
、『
玉
葉
集
』
以
前
の
勅
撰
集
・
私
家
集
・
私
撰
集
・

歌
合
・
定
数
歌
か
ら
「
と
も
し
び
」
の
語
を
含
む
歌
を
対
象
と
し
た
。
後
で
検
討

一
八

王　
　
　

格　

格



す
る
京
極
派
の
二
大
勅
撰
集
の
成
立
時
期
と
明
白
に
区
別
す
る
た
め
に
、
京
極
派

成
立
の
根
幹
と
も
言
え
る
伏
見
天
皇
の
即
位
、
即
ち
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
ま

で）
5
（

を
範
囲
と
し
た
。
な
お
、
例
え
ば
『
万
葉
集
』
の
、

紀
伊
国
の
さ
ひ
か
の
浦
に
出
で
み
れ
ば
海
人
の
と
も
し
び
波
の
ま
ゆ
み
ゆ

 

（
一
一
九
四）

6
（

・
藤
原
卿
）

の
よ
う
に
、
漁
火
を
詠
む
歌
が
あ
る
が
、
後
述
の
住
居
の
照
明
具
と
し
て
の
「
と

も
し
び
」
と
は
指
示
対
象
が
異
な
る
の
で
、
漁
火
や
篝
火
の
類
は
考
察
対
象
か
ら

除
外
し
て
お
く
。
以
上
の
範
囲
で
検
出
さ
れ
た
二
七
七
首
の
「
と
も
し
び
」
詠
の

中
に
、「
と
も
し
び
」
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
た
歌
は
非
常
に
少
な
い
。「
と
も
し

び
」
で
は
な
く
、
他
の
事
物
を
主
題
と
し
た
歌
は
二
二
〇
首
で
あ
り
、
全
体
の
八

十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
占
め
て
い
る
。
詳
細
は
次
表
を
参
照
。

続
い
て
、『
玉
葉
集
』
以
前
の
「
と
も
し
び
」
詠
の
詠
み
ぶ
り
を
把
握
す
る
た
め
に
、

右
の
表
で
挙
げ
た
主
題
を
、
季
節
・
恋
・
雑
（
述
懐
）・
雑
（
述
懐
を
除
く
）・
釈

教
と
い
う
勅
撰
集
の
部
立
の
下
に
、
具
体
的
な
表
現
を
分
析
し
て
い
く
。

Ａ
・
季
節

①
西
楼
月
落
花
間
曲
、
中
殿
灯
残
竹
裏
音

（
西
楼
に
月
落
ち
て
花
間
の
曲
、
中
殿
に
灯
残
り
て
竹
裏
の
音
）

『
和
漢
朗
詠
集
』
に
収
録
さ
れ
た
菅
原
文
時
が
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。『
江
談
抄
』

（
第
五
、
村
上
御
製
与
文
時
三
位
勝
負
事）

7
（

）
に
よ
れ
ば
、
此
の
句
は
菅
原
文
時
が

「
宮
鶯
囀
暁
光
」
を
題
と
し
て
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
竹
裏
音
」
は
鶯
の

鳴
き
声
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
句
を
踏
ま
え
て
、

と
も
し
び
は
う
て
な
の
う
へ
に
消
え
な
く
に
竹
に
も
の
こ
せ
鶯
の
声

 

（『
拾
玉
集
』
九
六
五
・
竹
）

の
よ
う
に
、「
竹
」・「
と
も
し
び
」・「
鶯
」
を
詠
み
合
わ
せ
た
歌
が
あ
る
。

②
背
灯
共
憐
深
夜
月
、
踏
花
同
惜
少
年
春）

8
（

（
灯
を
背
け
て
共
に
憐
れ
む
深
夜
の
月
、
花
を
踏
ん
で
同
じ
く
惜
し
む
少
年
の
春
）

白
居
易
の
詩
「
春
中
与
周
諒
華
陽
観
同
居
」
か
ら
出
た
句
で
あ
る
。
当
該
句
を

題
と
し
た
句
題
歌
に
、
例
え
ば
慈
円
の
、

有
明
の
月
に
そ
む
く
る
と
も
し
び
の
影
に
う
つ
ろ
ふ
花
を
見
る
か
な

主題 歌数 対応した表現

法灯 60 ⑮

七夕 28 ④
漢詩 26 ①②⑨
寝覚 20 ⑧
蛍 19 ③
命 14 ⑫
名残 12 ⑤⑩
友 10 ⑪
夏虫 9 ⑦
恋 8 ⑥

自然界の光 8 ⑭
風前灯 6 ⑬

※合計 220 首

一
九

「
と
も
し
び
」
考



 

（『
拾
玉
集
』
一
九
一
八
・
背
灯
共
憐
深
夜
月
、
踏
花
同
惜
少
年
春
）

が
あ
る
。「
背
灯
」
と
い
う
表
現
が
、
更
に
句
題
歌
で
は
な
い
場
合
に
も
「
月
に
そ

む
く
る
と
も
し
び
」「
花
に
そ
む
く
る
と
も
し
び
」
な
ど
と
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
例
え
ば
、

あ
は
れ
に
ぞ
月
に
そ
む
く
る
と
も
し
び
の
有
り
と
は
な
し
に
我
が
世
ふ
け
ぬ

る

 

（『
宝
治
百
首
』
三
二
四
五
・
藤
原
為
家
・
夜
灯
）

が
あ
る
。

③
蛍蛍

と
「
と
も
し
び
」
と
詠
み
合
わ
せ
た
歌
に
、
定
家
の
、

く
る
と
あ
く
と
胸
の
あ
た
り
も
燃
え
つ
き
ぬ
夕
の
蛍
夜
半
の
と
も
し
び

 

（『
拾
遺
愚
草
員
外
』
四
五
八
・
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
、
秋
灯
挑
尽
未
能
眠
）

が
あ
り
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
の
「
夕
殿
蛍
飛
思
悄
然
、
秋
灯
挑
尽
未
能
眠
」

（
夕
殿
に
蛍
飛
ん
で
思
ひ
悄
然
、
秋
灯
挑
げ
尽
く
し
て
未
だ
眠
れ
ず
）（
異
同
あ
り）

9
（

）

を
題
と
し
た
歌
で
あ
る
。
定
家
の
歌
の
場
合
、「
夕
の
蛍
」
と
「
夜
半
の
と
も
し

び
」
と
は
、
白
詩
の
そ
れ
と
同
じ
く
並
存
し
て
い
る
。
但
し
、
例
え
ば
次
の
、

草
深
き
荒
れ
た
る
宿
の
と
も
し
び
の
風
に
消
え
ぬ
は
蛍
な
り
け
り

 

（『
新
勅
撰
和
歌
集
』
夏
・
一
八
一
・
よ
み
び
と
し
ら
ず
）

と
も
な
く
て
草
ば
に
宿
る
秋
の
野
に
蛍
ば
か
り
や
夜
半
の
と
も
し
び

 

（『
秋
篠
月
清
集
』
一
四
六
七
・
旅
歌
）

が
あ
る
よ
う
に
、
日
常
的
な
住
居
で
は
な
い
「
荒
れ
た
る
宿
」
又
は
「
野
」
に
見

え
る
蛍
を
人
家
の
燈
に
喩
え
る
詠
み
方
は
最
も
多
く
見
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、

と
も
し
び
を
消
つ
や
夏
虫
な
か
な
か
に
見
せ
ぬ
思
ひ
の
ほ
ど
も
は
か
な
し

 

（『
新
撰
和
歌
六
帖
』
二
二
三
四
・
藤
原
信
実
・
夏
虫
）

の
、『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」
の
巻
に
あ
る
蛍
の
光
に
よ
っ
て
女
君
の
姿
を
見
る
場

面
を
踏
ま
え
た
歌
が
あ
り
、
こ
こ
の
「
夏
虫
」
も
「
蛍
」
の
こ
と
を
い
う
。
他
に

「
夏
虫
」
を
蛾
と
し
た
歌
も
あ
り
、
後
で
検
討
す
る
。

④
七
夕

『
新
後
撰
和
歌
集
』
に
次
の
定
家
詠
が
見
ら
れ
る
。

秋
ご
と
に
た
え
ぬ
星
合
の
さ
夜
ふ
け
て
光
な
ら
ぶ
る
庭
の
と
も
し
び

 

（
秋
・
二
六
七
）

こ
れ
は
七
夕
の
乞
巧
奠
を
題
材
と
し
た
歌
で
あ
る
。「
夜
に
入
て
乞
巧
奠
あ
り
。
庭

二
〇
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に
机
四
を
た
て
ゝ
。
灯
台
九
本
を
の
を
の
と
も
し
火
あ
り
。」（『
建
武
年
中
行
事）
10
（

』）

の
記
事
か
ら
、
乞
巧
奠
の
場
で
灯
火
を
か
か
げ
る
様
子
が
分
か
る
。
乞
巧
奠
の
灯

火
は
、
屋
内
で
は
な
く
て
、
庭
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
篝
火
と
は
違
っ
て
、

「
灯
台
」
と
い
う
形
で
あ
り
、
し
か
も
主
な
用
途
は
照
明
で
あ
る
た
め
に
、
本
論
の

扱
う
対
象
と
一
致
し
て
い
る
。『
宝
治
百
首
』
の
「
乞
巧
奠
」
題
の
四
十
首
の
歌
の

内
、
十
八
首
ま
で
も
「
と
も
し
び
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
七
夕
」
を

主
題
と
し
た
「
と
も
し
び
」
詠
の
類
型
化
の
傾
向
が
窺
え
る
。

⑤
季
節
の
名
残

勅
撰
集
の
四
季
部
の
巻
末
に
置
か
れ
た
歌
の
内
、
季
節
は
一
夜
に
し
て
変
わ
る

と
い
う
趣
向
が
見
え
る）

11
（

。
夜
に
長
々
と
燃
え
続
い
て
い
る
灯
火
が
最
後
の
名
残
と

見
な
さ
れ
、
そ
こ
に
、
季
節
、
又
は
一
年
が
過
ぎ
た
こ
と
に
対
す
る
名
残
惜
し
さ

を
寄
せ
る
歌
が
あ
る
。
例
え
ば
、

明
け
方
の
枕
の
う
へ
に
冬
は
来
て
残
る
と
も
な
き
秋
の
と
も
し
び

 

（『
秋
篠
月
清
集
』
七
五
五
・
冬
）

な
ど
で
あ
る
。

Ｂ
・
恋

⑥
恋恋

歌
に
「
と
も
し
び
」
を
詠
み
込
ん
だ
例

た
そ
か
れ
に
涙
の
玉
を
な
が
め
つ
つ
眠
ら
で
夜
半
に
明
か
す
と
も
し
び

 

（『
海
人
手
古
良
集
』
四
九
・
あ
は
ぬ
恋
）

が
あ
る
よ
う
に
、
恋
人
と
逢
え
な
い
の
で
寝
ら
れ
な
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
又
、

消
え
や
ら
で
燃
ゆ
る
も
か
な
し
今
は
と
て
そ
む
け
ら
れ
た
る
秋
の
と
も
し
び

 

（『
為
家
集
』
一
八
七
〇
・
寄
灯
恋
）

の
よ
う
に
「
秋
」
に
「
飽
き
」、
灯
が
燃
ゆ
る
こ
と
に
「
思
ひ
」
の
激
し
い
こ
と
を

か
け
た
歌
も
あ
る
。
他
に
、

た
ま
ゆ
ら
の
さ
夜
の
な
が
め
に
う
ら
ぶ
れ
て
た
え
だ
え
ほ
の
み
閨
の
と
も
し

び

 

（『
露
色
随
詠
集
』
三
六
四
・
恋
）

が
あ
り
、
恋
人
を
待
ち
侘
び
た
不
安
定
で
絶
望
的
な
心
情
を
ほ
の
か
に
消
え
そ
う

な
灯
火
に
寄
せ
る
歌
で
あ
る
。

Ｃ
・
雑
（
述
懐
）

⑦
夏
虫

夏
虫
は
蛾
・
蛍
・
蚊
・
蝉
の
異
名
で
あ
る
。「
蛍
」
は
③
で
す
で
に
検
討
し
た
。

こ
こ
に
は
火
に
飛
び
込
む
、
又
は
火
の
周
り
に
集
ま
る
と
い
う
蛾
の
習
性
を
詠
ん

だ
歌
を
ま
と
め
た
。
例
え
ば
、

二
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と
も
し
び
に
入
る
夏
虫
の
は
か
な
さ
を
身
に
た
と
へ
て
も
あ
か
し
つ
る
か
な

 

（『
散
木
奇
歌
集
』
三
二
一
・
夏
虫
を
よ
め
る
）

は
夏
虫
の
行
為
に
擬
え
て
世
間
・
人
生
の
儚
さ
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
。「
夏
虫
」
は

夏
の
歌
語
で
あ
る
た
め
に
、
Ａ
の
季
節
に
も
分
類
で
き
る
が
、
歌
の
内
容
か
ら
見

る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
右
の
俊
頼
の
歌
と
同
様
に
無
常
を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
る
の

で
、
述
懐
に
分
類
し
て
い
る
。

⑧
寝
覚

寝
ら
れ
な
い
長
夜
に
灯
だ
け
が
残
る
こ
と
、

限
り
あ
れ
ば
月
は
入
り
ぬ
る
秋
の
夜
の
長
き
寝
覚
に
残
る
と
も
し
び

 

（『
光
経
集
』
六
〇
七
・
暁
灯
）

長
き
夜
の
老
の
寝
覚
ぞ
哀
な
る
雪
の
下
な
る
窓
の
と
も
し
び

 

（『
壬
二
集
』
二
六
六
一
・
雪
中
灯
）

又
は
、夜

を
残
す
老
の
寝
覚
に
起
き
ゐ
つ
つ
秋
の
と
も
し
び
か
か
げ
尽
し
つ

 

（『
久
安
百
首
』
九
四
六
・
藤
原
清
輔
・
秋
）

な
ど
、
夜
半
に
目
が
覚
め
た
ら
灯
ま
で
も
す
で
に
消
え
た
こ
と
を
詠
ん
で
、
老
の

寝
覚
の
寂
寥
感
を
表
し
た
歌
が
多
く
あ
る
。

⑨
耿
耿
残
灯
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声

（
耿
耿
た
る
残
灯
壁
に
背
く
る
影
、
蕭
蕭
た
る
暗
雨
窓
を
打
つ
声
）

白
居
易
の
詩
「
上
陽
白
髪
人
」（『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
「
上
陽
人
」）
の
句
で
あ

る
。「
上
陽
白
髪
人
」
は
上
陽
宮
の
妃
が
皇
帝
の
寵
愛
を
得
ず
に
一
生
を
過
ご
し
た

こ
と
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
こ
の
一
句
は
独
り
寝
の
寂
し
い
雨
夜
の
情
景
を
表
現

す
る
。
阿
尾
あ
す
か
氏
は
、
こ
の
詩
の
日
本
漢
詩
及
び
和
歌
に
お
け
る
受
容
に
言

及
し
、
壁
に
背
け
る
灯
火
は
「
強
い
孤
独
感
、
寂
寥
感
を
漂
わ
せ
た
題
材
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た）
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（

。」
と
評
さ
れ
た
。
当
該
の
句
を
踏
ま
え
た
歌
、

と
も
し
び
の
ほ
影
に
通
ふ
身
を
見
れ
ば
あ
る
か
な
き
か
の
よ
に
こ
そ
有
り
け

れ

 

（『
大
弐
高
遠
集
』
二
六
八
・
耿
耿
残
灯
背
壁
影
）

が
あ
り
、
句
題
歌
の
形
式
に
よ
っ
て
、
白
詩
の
情
緒
を
一
首
の
下
敷
き
と
し
た
。

⑩
昔
の
名
残

懐
旧
の
歌
、

ほ
の
か
に
も
幾
夜
か
は
見
し
い
に
し
へ
の
面
影
さ
へ
に
残
る
と
も
し
び

 

（『
宝
治
百
首
』
三
二
七
〇
・
鷹
司
院
按
察
・
夜
灯
）

何
と
な
く
昔
こ
ひ
し
き
夜
の
雨
に
同
じ
形
見
の
窓
の
と
も
し
び

 

（『
光
経
集
』
三
五
一
・
閑
中
灯
）

二
二
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が
あ
る
よ
う
に
、
灯
の
光
を
変
わ
ら
な
い
も
の
と
見
な
し
、
そ
れ
を
昔
の
名
残
と

し
た
趣
向
が
あ
る
。

⑪
友灯

の
光
を
言
う
「
か
げ
」、
又
は
そ
の
光
に
よ
っ
て
生
じ
た
投
影
の
「
か
げ
」
を

友
と
し
た
歌
が
あ
る
。
前
者
の
例
が
比
較
的
に
多
く
あ
り
、
例
え
ば
、

冬
の
夜
は
寝
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
と
も
し
び
の
長
き
光
ぞ
友
と
成
り
け
る

 

（『
壬
二
集
』
一
一
七
三
・
夜
）

は
⑧
「
寝
覚
」
と
類
似
し
た
発
想
で
あ
り
、
眠
れ
な
い
長
夜
に
灯
の
長
々
し
い
光

を
唯
一
の
友
と
し
た
歌
で
あ
る
。
又
、
自
分
の
影
を
友
と
し
た
歌
、

か
つ
見
れ
ば
我
が
身
の
影
ぞ
友
と
な
る
人
目
稀
な
る
宿
の
と
も
し
び

 

（『
宝
治
百
首
』
三
二
五
四
・
花
山
院
師
継
・
夜
灯
）

も
あ
る
。
他
に
、

風
を
待
つ
露
の
命
の
友
な
れ
や
竹
の
網
戸
の
秋
の
と
も
し
び

 

（『
前
権
典
廐
集
』
一
二
〇
・
山
家
灯
）

の
よ
う
な
歌
が
あ
り
、
灯
に
消
え
や
す
い
特
性
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
自
分
と

同
じ
よ
う
な
儚
い
命
運
を
持
っ
た
友
と
見
な
し
た
趣
向
で
あ
る
。

⑫
命

人
と
は
ぬ
我
が
よ
や
い
た
く
ふ
け
ぬ
ら
ん
影
弱
り
ゆ
く
窓
の
と
も
し
び

 

（『
明
日
香
井
和
歌
集
』
九
六
四
・
閑
中
灯
）

夜
が
「
更
け
る
」
こ
と
に
人
の
「
老
け
る
」
こ
と
を
か
け
て
、
深
夜
ま
で
残
り
、

段
々
と
弱
く
な
っ
て
い
く
灯
の
光
を
自
分
の
命
に
擬
え
て
、
老
い
た
身
の
儚
さ
を

嘆
い
た
歌
で
あ
る
。

⑬
風
前
灯

夢
覚
め
て
見
る
も
は
か
な
し
山
里
の
風
の
前
な
る
と
も
し
び
の
影

 

（『
壬
二
集
』
一
六
三
〇
・
山
家
灯
）

仏
典
で
は
、「
風
灯
」
の
明
滅
し
て
定
ま
ら
な
い
こ
と
を
「
諸
行
無
常
」
の
比
喩
と

し
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
影
響
の
た
め
か
、
右
の
歌
の
よ
う
に
、
風
前
の

灯
の
様
子
に
自
分
の
身
の
儚
さ
を
重
ね
合
わ
せ
た
歌
が
あ
る
。
又
、

厭
へ
ど
も
消
え
ぬ
身
ぞ
う
き
羨
ま
し
風
の
前
な
る
よ
ひ
の
と
も
し
び

 

（『
和
泉
式
部
続
集
』
一
三
四
・
よ
ひ
の
お
も
ひ
）

の
よ
う
に
、
逆
に
風
前
の
灯
と
同
じ
よ
う
に
消
え
て
し
ま
い
た
い
と
願
う
歌
も
あ

る
。
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Ｄ
・
雑
（
述
懐
を
除
く
）

⑭
自
然
界
の
光

月
の
光
を
灯
に
比
較
し
て
詠
ん
だ
歌
、
又
は
月
を
灯
に
見
立
て
た
り
、
灯
を
月

に
見
立
て
た
り
す
る
歌
が
あ
る
。
例
え
ば
藤
原
良
経
の
、

雲
は
閨
月
は
と
も
し
び
か
く
て
し
も
あ
か
せ
ば
あ
く
る
さ
夜
の
中
山

 

（『
秋
篠
月
清
集
』
七
八
二
・
羈
旅
）

月
を
灯
と
し
た
旅
寝
の
歌
が
あ
る
。
他
に
星
・
稲
妻
・
太
陽
と
と
も
に
詠
ん
だ
歌

が
一
首
ず
つ
あ
る
。
数
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
右
に
挙
げ
た
月
と
灯
の
例
と
同
様

に
、「
と
も
し
び
」
と
自
然
界
の
光
と
を
同
じ
く
光
源
と
し
て
見
比
べ
る
姿
勢
が
窺

え
る
。

Ｅ
・
釈
教

⑮
法
灯

第
一
節
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
灯
を
仏
祖
、
又
は
仏
法
に
喩
え
る
歌
は
勅
撰

集
の
「
と
も
し
び
」
詠
の
内
、
大
き
な
比
率
を
占
め
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
傾
向

は
勅
撰
集
以
外
の
場
合
に
も
見
ら
れ
、「
法
灯
」
を
主
題
と
し
た
「
と
も
し
び
」
詠

は
全
体
と
し
て
圧
倒
的
に
多
く
あ
る
。
そ
の
内
、
前
掲
の
歌

夢
覚
め
ん
そ
の
曉
を
待
つ
ほ
ど
の
闇
を
も
照
ら
せ
法
の
と
も
し
び

 

（『
千
載
和
歌
集
』
釈
教
・
一
二
一
〇
・
藤
原
敦
家
）

の
仏
法
の
光
が
世
間
の
闇
や
人
の
迷
い
を
照
ら
す
と
い
う
発
想
は
「
法
灯
」
の
歌

群
の
中
に
一
番
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。

更
に
、
慈
円
の
歌
、

山
風
に
法
の
と
も
し
び
け
た
で
み
よ
穢
す
塵
を
ば
吹
き
払
ふ
と
も

 

（『
続
後
撰
和
歌
集
』
釈
教
・
六
三
四
・
慈
円
）

は
、
法
灯
は
実
際
の
灯
火
と
違
っ
て
、
風
に
吹
か
れ
て
も
消
え
な
い
永
久
不
滅
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
又
は
そ
の
反
対
に
、
稀
に
見
ら
れ
る
が
、
法
灯
の
消

え
る
時
を
詠
む
歌
も
あ
る
。

長
き
よ
の
末
思
ふ
こ
そ
か
な
し
け
れ
法
の
と
も
し
び
消
え
が
た
の
頃

 

（『
秋
篠
月
清
集
』
六
九
八
・
雑
）

法
灯
が
消
え
る
、
即
ち
仏
法
が
亡
び
滅
す
る
末
法
の
こ
と
を
詠
ん
だ
。

『
玉
葉
集
』
以
前
の
「
と
も
し
び
」
詠
の
ほ
と
ん
ど
は
、
以
上
の
十
五
種
類
の
内

の
一
つ
に
属
す
る
か
、
又
は
い
く
つ
か
の
要
素
が
混
じ
り
合
っ
た
歌
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
Ａ
か
ら
Ｅ
に
分
類
し
た
よ
う
に
、「
季
節
」「
恋
」「
雑
」「
釈
教
」
に
分

け
ら
れ
、
即
ち
勅
撰
集
に
固
有
の
部
立
を
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
る
。
そ
の
多
様
性
か

ら
、
和
歌
の
素
材
と
し
て
の
「
と
も
し
び
」
は
特
に
制
限
を
受
け
て
い
な
い
よ
う

に
見
ら
れ
る
。
但
し
、
本
節
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

歌
は
ほ
と
ん
ど
「
と
も
し
び
」
で
は
な
く
て
、
他
の
事
物
を
主
題
と
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

二
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こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
し
た
表
に
あ
る
各
主
題
を
詠
じ
た
歌
に
お
け
る
「
と

も
し
び
」
の
役
割
を
見
て
み
よ
う
。
便
宜
の
た
め
に
、
前
表
の
主
題
を
再
び
挙
げ

て
お
く
。

法
灯　

七
夕　

漢
詩　

寝
覚　

蛍　

命　

名
残　

友　

夏
虫　

恋　

自
然
界

の
光　

風
前
灯

「
法
灯
」
を
詠
じ
た
仏
教
関
係
の
「
と
も
し
び
」
詠
に
お
い
て
は
、「
と
も
し
び
」

が
象
徴
的
な
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
七
夕
」
の
歌
に
は
、「
と
も
し
び
」

が
乞
巧
奠
の
儀
式
の
一
環
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
又
、
漢
詩
を
題
と
し
た
句
題
歌
の

場
合
、
詩
句
の
要
所
と
な
っ
た
「
灯
」
を
押
さ
え
る
た
め
に
、
対
応
し
て
い
る
和

語
の
「
と
も
し
び
」
を
詠
う
。
他
に
、「
蛍
」
を
詠
み
込
ん
だ
「
と
も
し
び
」
詠
は
、

既
に
見
た
通
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
日
常
的
な
住
居
で
は
な
い
場
所
に
見
え
る

蛍
を
人
家
の
灯
火
に
喩
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。「
夏
虫
」
を
蛾
と
し
て
詠
ん
だ
「
と

も
し
び
」
詠
に
は
、
火
に
飛
び
込
む
と
い
う
蛾
の
習
性
を
表
す
た
め
に
「
と
も
し

び
」
を
詠
じ
て
い
る
。「
自
然
界
の
光
」
の
場
合
、「
と
も
し
び
」
を
主
題
と
し
な

が
ら
自
然
界
の
光
源
と
比
較
し
た
り
す
る
歌
も
あ
る
が
、
前
掲
し
た
「
雲
は
閨
月

は
と
も
し
び
か
く
て
し
も
あ
か
せ
ば
あ
く
る
小
夜
の
中
山
」（『
秋
篠
月
清
集
』
七

八
二
・
羈
旅
）
の
、
旅
寝
の
月
を
人
家
の
灯
に
喩
え
る
、「
蛍
」
を
主
題
と
し
た
歌

と
似
た
よ
う
な
詠
み
方
も
見
ら
れ
る
。
以
上
の
内
容
を
大
別
す
る
と
、「
と
も
し

び
」
を
象
徴
や
比
喩
と
し
て
用
い
た
の
は
「
法
灯
」「
蛍
」
又
は
一
部
の
「
自
然
の

光
」
を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
り
、「
漢
詩
」「
七
夕
」
及
び
「
夏
虫
」
を
主
題
と
し

た
歌
は
「
と
も
し
び
」
を
叙
述
の
補
助
手
段
と
し
て
詠
み
込
ん
で
い
る
。
他
の
「
寝

覚
」「
命
」「
名
残
」「
友
」「
恋
」「
風
前
灯
」
は
述
懐
又
は
恋
の
類
に
属
す
る
よ
う

に
、
そ
れ
ら
を
主
題
と
し
た
歌
で
は
叙
情
が
主
要
な
目
的
と
な
り
、「
と
も
し
び
」

は
い
つ
も
心
情
を
寄
せ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
と
も
し
び
」

詠
の
趣
向
は
制
限
さ
れ
ず
に
多
種
多
様
な
傾
向
を
呈
し
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
の

う
ち
、「
と
も
し
び
」
を
主
題
と
し
て
、
そ
の
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
た
歌
は
多
く
な

い
。一

首
の
歌
の
焦
点
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
歌
題
を
参
考
に
し
た
い
。
詩
句

や
偈
を
除
い
た
「
灯
」
を
含
む
歌
題
の
初
出
は
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
以
前
に

詠
進
さ
れ
た
『
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
の
雑
部
の
「
閑
中
灯
」
で
あ
る
。
そ
の

後
の
私
家
集
や
定
数
歌
に
は
「
灯
」
を
含
む
題
で
詠
ま
れ
た
歌
が
多
数
見
ら
れ
る
。

但
し
、
そ
れ
ら
の
歌
の
内
、
灯
火
そ
の
も
の
に
着
眼
し
た
歌
は
や
は
り
多
く
は
な

い
。
と
は
言
っ
て
も
、
例
え
ば
、
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
『
宝
治
百
首
』
に

は
「
夜
灯
」
の
題
で
詠
ま
れ
た
次
の
二
首
、

長
き
夜
の
ふ
け
行
く
程
の
影
見
え
て
光
ぞ
薄
き
窓
の
と
も
し
び

 

（
三
二
六
〇
・
二
条
為
氏
）

夜
の
ふ
く
る
程
ぞ
知
ら
る
る
と
も
し
び
の
ほ
の
か
に
残
る
窓
の
中
に
は

 

（
三
二
七
一
・
鷹
司
院
帥
）

が
あ
り
、「
と
も
し
び
」
を
凝
視
し
な
が
ら
光
線
変
化
を
把
握
し
た
歌
が
、「
灯
」

題
の
出
現
に
伴
っ
て
よ
う
や
く
登
場
し
た
。

以
上
、『
玉
葉
集
』
以
前
の
歌
に
詠
ま
れ
る
「
と
も
し
び
」
の
表
現
は
多
様
で
あ

る
一
方
、「
と
も
し
び
」
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
描
写
し
た
歌
が
多
く
な
い
こ
と

二
五

「
と
も
し
び
」
考



が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
節
で
は
『
玉
葉
集
』
の
「
と
も
し

び
」
詠
の
検
討
を
行
う
。

三

『
玉
葉
集
』
の
内
、「
と
も
し
び
」
詠
は
次
の
十
首
で
あ
る
。

〈
春
下
〉

山
の
端
の
月
待
つ
空
の
に
ほ
ふ
よ
り
花
に
そ
む
く
る
春
の
と
も
し
び

 

（
二
一
一
・
藤
原
定
家
・
春
夜
）

〈
雑
二
〉

※
宿
は
荒
れ
て
壁
の
隙
漏
る
山
風
に
そ
む
け
か
ね
た
る
閨
の
と
も
し
び

 （
二
一
六
四
・
後
鳥
羽
院
下
野
・
宝
治
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
夜
灯
）

※
と
も
し
び
の
光
さ
び
し
き
閨
の
内
に
さ
夜
も
ふ
け
ぬ
る
程
ぞ
知
ら
る
る

 

（
二
一
六
五
・
藤
原
兼
子
・
お
な
じ
心
を
）

※
消
ゆ
る
か
と
見
え
つ
る
夜
半
の
と
も
し
び
の
ま
た
寝
覚
て
も
同
じ
影
な
る

 

（
二
一
六
六
・
伏
見
院
新
宰
相
・
同
上
）

つ
く
づ
く
と
明
け
行
く
窓
の
と
も
し
び
の
あ
り
や
と
ば
か
り
と
ふ
人
も
な

し 

（
二
一
六
七
・
藤
原
定
家
・
道
助
法
親
王
家
五
十
首
歌
に
閑
中
灯
を
）

消
え
や
ら
で
残
る
か
げ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
我
が
世
ふ
け
そ
ふ
窓
の
と
も
し

び 

（
二
一
六
八
・
藤
原
家
隆
・
同
上
）

※
雨
の
音
の
聞
こ
ゆ
る
窓
は
さ
夜
更
け
て
濡
れ
ぬ
に
し
め
る
と
も
し
び
の
影

 

（
二
一
六
九
・
伏
見
院
・
雨
中
灯
）

※
ふ
り
し
め
る
雨
夜
の
閨
は
静
か
に
て
ほ
の
ほ
短
き
と
も
し
び
の
末

 

（
二
一
七
〇
・
藤
原
為
子
・
雨
中
灯
）

〈
釈
教
〉

あ
き
ら
け
き
法
の
と
も
し
び
な
か
り
せ
ば
心
の
闇
の
い
か
で
は
れ
ま
し

 

（
二
六
三
二
・
選
子
内
親
王
）

こ
を
お
も
ふ
心
の
闇
を
照
ら
す
と
て
け
ふ
か
か
げ
つ
る
法
の
と
も
し
び

（
二
六
七
二
・
一
条
実
経
女
・
母
の
み
ま
か
り
て
七
日
に
あ
た
り
け
る
日
、

法
花
経
か
き
供
養
し
侍
る
と
て
）

先
に
※
を
付
し
て
い
な
い
五
首
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
五
首
は
全
て
第
二
節
で

ま
と
め
た
従
来
の
「
と
も
し
び
」
詠
の
表
現
を
用
い
た
か
、
又
は
叙
情
性
に
満
ち

た
歌
で
あ
る
。

二
一
一
番
は
第
二
節
の
②
の
白
居
易
の
「
背
灯
共
憐
深
夜
月
、
踏
花
同
惜
少
年

春
」
の
句
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
白
詩
の
月
を
賞
で
る
こ
と
を
月

の
光
で
花
を
賞
で
る
こ
と
に
詠
み
換
え
て
、
詠
者
自
ら
の
発
想
を
加
え
た
。
二
一

六
七
番
の
定
家
詠
及
び
そ
の
次
の
家
隆
詠
は
前
節
で
触
れ
た
、「
灯
」
を
含
む
歌
題

の
初
出
で
あ
る
『
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
を
出
典
と
す
る
歌
で
あ
る
。
二
一
六

七
番
は
衰
え
た
灯
の
光
が
あ
る
か
な
き
か
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を
端
緒
と
し

て
、
私
が
い
る
か
と
訪
ね
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
と
い
う
寂
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。

又
、
二
一
六
八
番
は
前
に
挙
げ
た
⑫
と
同
じ
く
、
自
分
の
老
い
て
い
く
身
を
、
更

け
て
い
く
夜
の
消
え
そ
う
に
な
る
灯
火
の
光
に
擬
え
て
、
老
い
の
嘆
き
を
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。
雑
部
の
七
首
の
「
と
も
し
び
」
歌
群
の
う
ち
に
、『
道
助
法
親
王
家
五

十
首
』
の
歌
を
二
首
据
え
た
の
は
、
そ
れ
を
「
灯
」
歌
題
の
嚆
矢
と
し
て
位
置
付

二
六

王　
　
　

格　

格



け
、
か
つ
二
人
の
名
高
い
歌
人
の
歌
を
選
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
一
群
の
「
と

も
し
び
」
詠
の
正
統
性
を
訴
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
二
首
の
釈
教
歌
は
従

来
の
「
法
灯
」
の
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、
贅
言
す
る
必
要
は

な
い
。

続
い
て
、
※
を
付
し
て
い
る
五
首
を
見
て
み
よ
う
。
二
一
六
四
番
に
は
「
山
風

に
そ
む
け
か
ね
た
る
」
と
い
う
⑨
の
「
耿
耿
残
灯
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声
」

及
び
⑬
の
風
前
灯
と
近
似
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
白
詩
か
ら
の
受
容

は
「
壁
」「
そ
む
け
」「
と
も
し
び
」
と
い
う
言
葉
の
面
に
止
ま
り
、
描
い
て
い
る

場
面
と
構
想
は
白
詩
の
そ
れ
と
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
い
る
。
又
、
⑬
と
同
様
に
風
に

吹
か
れ
た
灯
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
が
、
⑬
で
挙
げ
た
二
例
の
「
夢
覚
め
て
見
る

も
は
か
な
し
」
又
は
「
厭
へ
ど
も
消
え
ぬ
身
」
の
よ
う
な
詠
者
自
身
の
儚
さ
を
表

現
す
る
言
葉
が
見
当
た
ら
な
い
。
荒
れ
た
宿
の
壁
の
隙
か
ら
山
風
が
漏
れ
て
く
る

と
言
う
周
囲
の
環
境
を
あ
り
あ
り
と
描
写
し
て
、
最
後
に
風
に
吹
か
れ
て
耐
え
ら

れ
な
い
灯
火
に
目
を
凝
ら
し
た
一
首
で
あ
る
。
二
一
六
五
番
の
「
さ
夜
も
ふ
け
ぬ

る
程
ぞ
知
ら
る
る
」
と
い
う
表
現
は
、
前
節
で
挙
げ
た
『
宝
治
百
首
』
の
「
夜
の

ふ
く
る
程
ぞ
知
ら
る
る
」（
三
二
七
一
・
鷹
司
院
帥
）
と
酷
似
し
て
、
灯
火
の
明
暗

変
化
に
よ
り
夜
の
更
け
る
程
度
を
感
知
し
て
い
る
。
藤
原
兼
子
及
び
鷹
司
院
帥
共

に
京
極
派
の
成
立
よ
り
前
代
の
歌
人
で
あ
り
、
彼
ら
の
光
線
変
化
に
注
目
す
る
表

現
は
、
当
時
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
偶
然
に
出
て
き
た
発
想
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ

れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
が
『
玉
葉
集
』
に
な
っ
て
か
ら
、
京
極
派
に
好
ま
れ
た
詠
み

方
と
し
て
勅
撰
集
に
入
集
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
前
代
の
作
品
を
拾
い
な
が
ら
再

評
価
す
る
と
い
う
京
極
派
歌
風
の
形
成
に
至
る
ま
で
の
一
端
が
窺
え
る
。『
玉
葉

集
』
二
一
六
六
番
の
歌
は
、
前
の
⑧
と
同
じ
く
「
寝
覚
」
を
詠
ん
で
い
る
が
、
⑧

で
挙
げ
た
歌
の
「
な
が
き
寝
覚
」
や
「
老
の
寝
覚
」
な
ど
の
表
現
を
使
用
せ
ず
に
、

「
ま
た
寝
覚
て
も
」
に
よ
っ
て
時
間
の
経
過
を
提
示
し
て
、「
と
も
し
び
」
の
明
暗

変
化
を
主
題
と
し
た
。
二
一
六
九
番
は
伏
見
院
の
歌
で
、
為
兼
と
の
『
金
玉
歌
合
』

を
出
典
と
す
る
院
の
自
信
作
で
あ
る
。
こ
れ
と
近
似
し
た
表
現
を
持
っ
た
歌
は
、

『
伏
見
院
御
集
』
の

と
も
し
び
の
濡
れ
ぬ
光
の
そ
れ
さ
へ
に
雨
に
し
め
れ
る
春
の
夜
の
窓

 

（
五
二
〇
・
春
雨
）

と
も
し
び
の
濡
れ
ぬ
影
さ
へ
し
め
る
な
り
雨
夜
の
窓
の
秋
の
寝
覚
は

 

（
一
〇
〇
八
・
秋
灯
）

の
二
首
で
あ
る
。「
濡
れ
ぬ
」「
と
も
し
び
」
が
「
し
め
る
」
と
い
う
の
は
前
代
の

歌
の
中
に
見
当
た
ら
な
い
独
特
な
表
現
で
あ
る
。「
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声
」
が
あ
る
よ

う
に
、
屋
内
で
夜
雨
を
感
知
す
る
場
合
、
雨
が
窓
を
打
つ
音
、
又
は
地
面
に
滴
る

音
に
よ
っ
て
聞
き
取
る
の
は
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
二
一
六
九
番
の
伏
見
院
詠
が
、

「
耿
耿
残
灯
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声
」
の
構
想
を
下
敷
き
と
し
て
（
但
し
、
白

詩
の
叙
情
性
は
な
い
）、
聴
覚
に
よ
り
雨
を
感
知
す
る
一
方
、
夜
が
更
け
る
と
共
に

灯
火
の
光
が
弱
く
な
っ
て
い
く
光
線
変
化
を
把
握
し
て
い
る
。
雨
に
濡
れ
た
で
は

な
い
の
に
、
雨
が
降
る
ほ
ど
、
夜
が
更
け
る
ほ
ど
、
灯
火
の
光
が
消
え
そ
う
に
な
っ

た
と
言
う
表
現
は
実
に
感
受
性
豊
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
窓
外
の
雨
と
屋
内
の
灯

火
と
は
そ
も
そ
も
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
が
、「
濡
れ
ぬ
に
し
め
る
」
に
よ
り
両
者

が
連
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の
二
一
七
〇
番
も
「
雨
中
灯
」
を
題
と
し
た
歌

で
、
同
じ
く
「
ふ
り
し
め
る
」
の
表
現
を
用
い
て
、
伏
見
院
の
歌
と
類
似
し
た
雨

二
七

「
と
も
し
び
」
考



夜
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
る
。

※
を
付
し
て
い
る
五
首
に
つ
い
て
の
検
討
は
以
上
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
従
来
の

「
と
も
し
び
」
詠
の
類
型
か
ら
脱
し
て
、
灯
火
の
明
暗
変
化
に
着
眼
し
て
い
る
こ
と

は
再
び
言
う
ま
で
も
な
い
。
又
、
こ
の
五
首
の
う
ち
に
は
、
二
一
六
五
番
に
「
さ

び
し
き
」
が
見
ら
れ
る
他
に
、
情
感
を
一
首
の
表
に
出
す
表
現
が
見
当
た
ら
ず
、
客

観
的
に
灯
火
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
「
と
も
し
び
」
詠
に
大

き
な
比
率
を
占
め
て
い
る
多
種
多
様
の
趣
向
を
あ
え
て
捨
て
、
逆
に
『
宝
治
百
首
』

の
三
二
六
〇
番
・
三
二
七
一
番
の
よ
う
な
灯
火
そ
の
も
の
を
凝
視
す
る
と
言
う
、
当

時
と
し
て
は
か
な
り
珍
し
い
詠
法
を
受
け
継
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、

正
に
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
の

花
に
て
も
月
に
て
も
、
夜
の
あ
け
日
の
く
る
る
け
し
き
に
て
も
、
そ
の
事
に

む
き
て
は
そ
の
事
に
な
り
か
へ
り
、
そ
の
ま
こ
と
を
あ
ら
は
し
、
其
の
あ
り

さ
ま
を
お
も
ひ
と
め
（
略）
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の
為
兼
の
和
歌
観
と
一
致
し
て
い
る
。

先
の
五
首
に
共
通
す
る
今
一
つ
の
特
徴
は
、
屋
内
と
言
う
詠
歌
主
体
の
居
場
所

を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
首
の
う
ち
に
三
首
が
「
ね
や
（
閨
）」
を

詠
ん
だ
。『
玉
葉
集
』
以
前
の
歌
に
、
閨
の
中
の
灯
火
を
詠
ん
だ
歌
は
（『
玉
葉
集
』

二
一
六
四
番
の
『
宝
治
百
首
』
の
歌
を
除
い
て
）
僅
か
次
の
四
首
で
あ
る
。

長
き
夜
の
闇
は
こ
の
よ
も
悲
し
さ
に
ひ
と
り
か
か
ぐ
る
閨
の
と
も
し
び

 

（『
道
助
法
親
王
家
五
十
首
』
一
〇
〇
八
・
源
家
長
・
閑
中
灯
）

う
ち
と
け
て
ま
だ
ふ
し
や
ら
ぬ
閨
の
中
に
残
お
ほ
か
る
よ
ひ
の
と
も
し
び

 

（『
宝
治
百
首
』
三
二
五
八
・
細
川
顕
氏
・
夜
灯
）

ほ
の
か
な
る
光
に
し
る
し
今
夜
は
や
さ
夜
ふ
け
に
け
り
閨
の
と
も
し
び

 

（『
宝
治
百
首
』
三
二
六
五
・
藤
原
行
家
・
夜
灯
）

身
の
う
さ
を
思
ふ
寝
覚
の
枕
に
は
影
弱
り
行
く
閨
の
と
も
し
び

 

（『
宝
治
百
首
』
三
二
六
九
・
安
嘉
門
院
高
倉
・
夜
灯
）

こ
れ
ら
の
歌
が
閨
の
中
の
情
景
を
描
写
す
る
の
に
対
し
て
、『
玉
葉
集
』
の
三
首

は
詠
歌
主
体
を
閨
の
中
に
位
置
さ
せ
な
が
ら
、「
風
」「
夜
も
更
け
ぬ
る
程
」「
雨
」

と
い
う
室
外
の
状
況
を
も
同
時
に
把
握
し
て
い
て
、
屋
内
外
と
言
う
二
つ
の
空
間

を
連
結
し
て
い
る
。
岩
松
研
吉
郎
氏
は
「
窓
」
を
焦
点
と
し
て
京
極
派
和
歌
の
空

間
意
識
に
つ
い
て
、

京
極
派
の
詠
作
方
法
は
、
以
上
の
ご
と
く
、
部
分
的
に
は
従
前
の
勅
撰
集
の

規
範
を
越
え
な
が
ら
、
表
現
主
体
の
側
か
ら
の
対
象
の
分
節
を
進
め
た
も
の

と
考
え
る
。
そ
の
具
体
的
な
現
れ
の
例
が
、
壁
や
窓
を
意
識
的
に
導
入
し
、
そ

の
枠
か
ら
叙
景
の
多
元
化
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た）
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と
指
摘
す
る
。『
玉
葉
集
』
の
三
首
の
「
閨
」
の
例
も
岩
松
氏
の
論
点
を
支
え
て
い

る
。『
玉
葉
集
』
雑
部
の
「
と
も
し
び
」
歌
群
の
成
立
か
ら
、
京
極
派
の
「
と
も
し

び
」
と
言
う
光
源
に
寄
せ
る
関
心
の
他
に
、「
叙
景
の
多
元
化
」
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
、
壁
や
窓
の
内
側
の
室
内
の
状
況
を
感
受
し
よ
う
と
し
た
彼
ら
の
意
欲
を
も

窺
え
る
。

二
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他
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、「
と
も
し
び
」
歌
群
の
前
に
配
列
さ
れ
た
歌
で
あ

る
。

音
も
な
く
夜
半
ふ
け
す
み
て
遠
近
の
里
の
犬
こ
そ
声
あ
は
す
な
れ

 

（
二
一
六
一
・
藤
原
為
子
）

さ
夜
更
け
て
宿
守
る
犬
の
声
高
し
村
静
か
な
る
月
の
遠
方

 

（
二
一
六
二
・
伏
見
院
）

ふ
け
ぬ
る
か
過
行
く
宿
も
静
ま
り
て
月
の
夜
道
に
逢
ふ
人
も
な
し

 

（
二
一
六
三
・
伏
見
院
・
夜
路
）

前
二
首
に
「
犬
の
声
」
と
言
う
和
歌
に
見
慣
れ
な
い
表
現
が
詠
ま
れ
て
い
る
。「
犬

の
声
」
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
氏
が
中
世
和
歌
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
ら
れ

た
。
結
論
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
。

（
前
略
）
と
り
わ
け
、
隠
棲
地
や
そ
こ
に
住
居
す
る
隠
遁
的
な
精
神
の
持
主
の

存
在
を
象
徴
す
る
「
犬
の
声
」
が
、
表
現
機
能
の
面
か
ら
み
て
も
看
過
で
き

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
定
家
・
寂
蓮
・
良
経
な
ど
の
新
古
今
歌
人

達
の
隠
逸
志
向
と
相
即
す
る
か
た
ち
で
顕
現
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
世
界
は
、

や
が
て
京
極
派
歌
人
の
、
夜
更
け
の
静
寂
で
清
澄
な
村
里
の
象
徴
と
し
て
受

継
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
で
も
あ
っ
た）
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即
ち
、
二
一
六
一
番
お
よ
び
二
一
六
二
番
の
二
首
の
「
犬
の
声
」
歌
が
、
新
古
今

時
代
か
ら
受
け
継
い
だ
隠
逸
志
向
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
そ
の
次
の
二
一
六
三

番
の
伏
見
院
詠
も
、
前
二
首
と
同
じ
く
俗
世
か
ら
離
れ
た
静
寂
な
村
里
を
描
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
三
首
を
受
け
た
「
と
も
し
び
」
の
歌
群
は
そ
の
隠
逸
志

向
を
継
い
で
い
る
と
推
察
で
き
る
。
少
な
く
と
も
「
窓
」
と
い
う
寝
殿
造
の
建
築

物
に
な
い
物
を
詠
み
込
ん
だ
二
一
六
七
番
・
二
一
六
八
番
・
二
一
六
九
番
の
三
首

が
、
遁
世
の
色
彩
を
強
く
帯
び
た
庵
の
う
ち
の
情
景
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
庵
の
中
に
、
ほ
ん
の
り
と
燃
え
て
い
る
灯
火
の
光
を
凝
視

し
な
が
ら
、
屋
外
の
風
や
雨
を
感
知
す
る
こ
と
は
、
如
何
に
も
心
を
澄
ま
せ
る
こ

と
に
相
応
し
い
修
行
で
あ
ろ
う
。

四

続
い
て
、
同
じ
く
京
極
派
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
風
雅
集
』
の
以
下
の
十
三
首
の

「
と
も
し
び
」
詠
を
見
て
み
よ
う
。

〈
秋
上
〉

ふ
け
ぬ
な
り
星
合
の
空
に
月
は
入
り
て
秋
風
う
ご
く
庭
の
と
も
し
び

 

（
四
七
一
・
光
厳
院
）

〈
秋
下
〉

秋
の
雨
の
窓
打
つ
音
に
聞
き
わ
び
て
寝
覚
む
る
壁
に
と
も
し
び
の
影

 

（
七
〇
八
・
西
園
寺
公
宗
女
・
秋
視
聴
）

月
も
見
ず
風
も
音
せ
ぬ
窓
の
内
に
秋
を
お
く
り
て
向
か
ふ
と
も
し
び

 

（
七
二
四
・
後
伏
見
院
・
九
月
尽
）

二
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〈
恋
〉

ふ
け
に
け
り
又
と
は
れ
で
と
向
か
ふ
夜
の
涙
に
に
ほ
ふ
と
も
し
び
の
影

 

（
一
〇
六
四
・
花
園
院
・
夜
恋
）

寝
ら
れ
ね
ば
た
だ
つ
く
づ
く
と
物
を
思
ふ
心
に
か
は
る
と
も
し
び
の
色

 

（
一
二
三
九
・
伏
見
院
新
宰
相
・
恋
）

〈
雑
中
〉

明
け
ぬ
る
か
寝
覚
の
窓
の
隙
見
え
て
残
る
と
も
な
き
夜
半
の
と
も
し
び

 

（
一
六
三
三
・
中
院
冬
通
）

思
ひ
つ
く
す
心
に
時
は
う
つ
れ
ど
も
同
じ
影
な
る
閨
の
と
も
し
び

 
（
一
六
七
二
・
二
条
教
良
女
・
灯
）

あ
は
れ
に
ぞ
月
に
そ
む
く
る
と
も
し
び
の
あ
り
と
は
な
し
に
我
が
世
ふ
け
ぬ

る

 

（
一
六
七
三
・
藤
原
為
家
・
夜
灯
）

ま
き
の
や
の
隙
吹
く
風
も
心
せ
よ
窓
深
き
夜
に
残
る
と
も
し
び

 

（
一
六
七
四
・
花
山
院
長
雅
）

と
も
し
び
は
雨
夜
の
窓
に
か
す
か
に
て
軒
の
雫
を
枕
に
ぞ
聞
く

 

（
一
六
七
五
・
徽
安
門
院
）

〈
釈
教
〉

窓
の
ほ
か
に
滴
る
雨
を
聞
く
な
へ
に
壁
に
そ
む
け
る
夜
半
の
と
も
し
び

 

（
二
〇
六
七
・
花
園
院
・
三
諦
一
諦
非
三
非
一
の
心
を
）

世
を
照
ら
す
光
を
い
か
で
か
か
げ
ま
し
け
な
ば
け
ぬ
べ
き
法
の
と
も
し
び

 

（
二
〇
八
三
・
花
園
院
）

さ
り
と
も
な
光
は
残
る
世
な
り
け
り
空
行
く
月
日
法
の
と
も
し
び

 

（
二
〇
八
五
・
慈
円
）

「
と
も
し
び
」
の
歌
を
十
三
首
入
集
さ
せ
た
の
は
『
玉
葉
集
』
を
超
え
て
、
勅
撰

集
の
中
で
最
も
多
い
。
中
に
、
花
園
院
御
製
の
歌
は
三
首
も
あ
る
。
監
修
者
と
し

て
の
花
園
院
の
「
と
も
し
び
」
に
つ
い
て
の
関
心
は
そ
こ
か
ら
十
分
窺
え
る
。

さ
て
、『
玉
葉
集
』
と
比
較
し
な
が
ら
『
風
雅
集
』
の
「
と
も
し
び
」
詠
を
分
析

し
た
い
。

ま
ず
、
全
体
的
に
見
る
と
、
光
線
変
化
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
に
、「
閨
」「
窓
」「
壁
」「
軒
」
な
ど
の
言
葉
が
見
ら
れ
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
屋
外
の
情
景
と
結
合
し
よ
う
と
す
る
点
も
、『
玉
葉
集
』
の
「
と

も
し
び
」
詠
か
ら
一
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
部
立
別
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

1
、
秋

四
七
一
番
は
第
二
節
の
④
と
同
じ
く
乞
巧
奠
の
場
面
を
詠
じ
て
い
る
が
、「
秋

風
」
に
吹
か
れ
た
焔
の
表
現
に
よ
り
、
灯
火
を
動
態
的
に
把
握
し
て
い
る
。『
玉
葉

集
』
に
見
ら
れ
る
灯
火
の
そ
の
時
点
の
明
暗
状
態
を
表
現
し
た
歌
よ
り
一
層
生
々

と
し
た
描
き
方
で
あ
る
。
七
〇
八
番
は
⑧
と
同
様
に
寝
覚
の
こ
と
を
詠
ん
だ
が
、
そ

の
歌
題
「
秋
視
聴
」
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
玉
葉
集
』
二
一
六
九
番
の
伏
見

院
の
歌雨

の
音
の
聞
こ
ゆ
る
窓
は
さ
夜
更
け
て
濡
れ
ぬ
に
し
め
る
と
も
し
び
の
影

 

（
雨
中
灯
）

三
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と
同
様
に
、
白
詩
の
「
上
陽
人
」
を
下
敷
き
と
し
て
聴
覚
と
視
覚
、
室
外
と
室
内

を
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
一
首
で
あ
る
。
七
二
四
番
は
歌
題
が
「
九
月
尽
」
で
あ
る
よ

う
に
、
⑤
と
同
じ
く
季
節
の
名
残
を
詠
ん
で
い
る
が
、
秋
の
代
表
的
な
景
物
で
あ

る
月
と
風
を
無
く
し
て
、
秋
歌
の
常
套
に
落
ち
ず
に
閨
の
灯
火
に
向
か
い
な
が
ら

秋
を
送
る
自
分
を
描
く
こ
と
か
ら
新
味
が
感
じ
ら
れ
る
。

2
、
恋

一
〇
六
四
番
に
は
、「
涙
に
に
ほ
ふ
と
も
し
び
の
影
」
と
い
う
斬
新
な
表
現
が
用

い
ら
れ
た
。
こ
の
一
首
に
つ
い
て
、
岩
佐
氏
の
解
釈
は
、

あ
あ
、
す
っ
か
り
更
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
、
又
恋
人
の
訪
れ
も
な
く
…
…

と
思
っ
て
、
今
ま
で
外
の
気
配
に
向
け
て
い
た
視
線
を
室
内
に
移
す
、
そ
の

辛
い
夜
の
、
浮
ん
で
来
る
涙
に
ぼ
う
っ
と
に
じ
む
、
燈
火
の
光
よ）
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で
あ
る
。
但
し
、
必
ず
し
も
こ
の
解
釈
は
当
た
ら
な
い
。「
涙
に
に
ほ
ふ
」
に
似
た

表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
、京
極
派
の
中
核
と
な
っ
た
女
性
歌
人
で
あ
る
永
福
門
院
の
、

明
け
ぬ
る
か
又
今
宵
も
と
思
ふ
よ
り
涙
に
浮
か
ぶ
と
も
し
び
の
影

 

（『
永
仁
五
年
当
座
歌
合
』
五
三
・
恋
灯
）

及
び
『
光
厳
院
御
集
』
一
〇
八
番
の
、

思
ひ
つ
く
す
思
ひ
の
ゆ
く
へ
つ
く
づ
く
と
涙
に
落
つ
る
と
も
し
び
の
影

 

（
恋
）

の
二
首
で
あ
る
。
初
出
は
や
は
り
永
福
門
院
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
右
に
挙
げ
た
『
永

仁
五
年
当
座
歌
合
』
で
は
、
永
福
門
院
の
歌
が
勝
と
判
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
、
為
兼

の
判
歌
、

思
ひ
や
る
あ
は
れ
も
深
し
浮
か
ぶ
ら
ん
涙
の
う
ち
の
と
も
し
び
の
影

が
付
さ
れ
て
い
る
。
為
兼
の
判
歌
を
参
考
に
す
る
と
、「
涙
に
浮
か
ぶ
と
も
し
び
の

影
」
は
即
ち
涙
の
中
に
映
え
た
灯
火
の
光
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
い
る
様
子
を
描
い

て
い
る
。
女
性
歌
人
と
し
て
の
永
福
門
院
の
感
性
に
よ
り
当
座
で
詠
出
し
た
こ
の

一
首
が
、
花
園
・
光
厳
両
院
に
摂
取
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
一
〇
六
四
番
花
園
院
の

「
涙
に
に
ほ
ふ
と
も
し
び
の
影
」
の
場
合
、
永
福
門
院
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
涙
に

映
え
た
灯
火
の
光
が
照
り
輝
い
た
様
子
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
又
、
光
厳
院
の

「
涙
に
落
つ
る
と
も
し
び
の
影
」
は
涙
が
落
ち
る
と
共
に
、
涙
に
映
え
た
灯
の
光
も

落
ち
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
京
極
派
歌
人
の
間
に
共
有
さ

れ
る
独
特
な
表
現
で
あ
る
。

一
二
三
九
番
の
「
物
を
思
ふ
心
に
か
は
る
と
も
し
び
の
色
」
と
い
う
表
現
は
、
心

理
変
化
を
把
握
し
て
い
る
一
方
、
時
間
の
推
移
と
共
に
変
わ
る
灯
火
の
色
に
も
目

を
配
っ
て
い
る
。「
と
も
し
び
」
を
単
な
る
情
感
を
寄
せ
る
対
象
と
し
て
い
る
の
で

は
な
く
て
、
叙
情
と
事
物
の
描
写
と
を
並
行
さ
せ
て
い
る
。

三
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3
、
雑

前
述
し
た
秋
と
恋
部
の
「
と
も
し
び
」
詠
は
、『
玉
葉
集
』
を
含
め
た
前
代
に
見

ら
れ
な
い
表
現
を
試
み
、
京
極
派
歌
風
を
大
胆
に
打
ち
出
そ
う
と
し
た
の
に
比
べ

て
、
雑
部
の
「
と
も
し
び
」
詠
の
ほ
と
ん
ど
は
『
玉
葉
集
』
か
ら
継
承
し
た
灯
火

を
観
察
す
る
歌
で
あ
り
、
あ
ま
り
新
味
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
一
六
七
二
番
歌

だ
け
は
興
味
深
い
一
首
で
あ
る
。「
同
じ
影
な
る
閨
の
と
も
し
び
」
と
い
う
表
現
は
、

前
掲
し
た
『
玉
葉
集
』
の
、

消
ゆ
る
か
と
見
え
つ
る
夜
半
の
と
も
し
び
の
ま
た
寝
覚
て
も
同
じ
影
な
る

 
（
二
一
六
六
・
伏
見
院
新
宰
相
・
夜
灯
）

に
よ
く
似
て
い
る
。
同
じ
く
時
間
を
隔
て
も
灯
火
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
詠
む
が
、

右
の
歌
は
寝
覚
に
よ
り
時
間
の
経
過
を
提
示
す
る
の
に
対
し
て
、『
風
雅
集
』
一
六

七
二
番
は
「
思
ひ
つ
く
す
心
に
時
は
う
つ
れ
ど
も
」
と
い
う
内
心
の
思
い
に
伴
っ

た
時
間
の
推
移
を
詠
ん
で
い
る
。『
玉
葉
集
』
に
好
ま
れ
た
灯
火
の
明
暗
変
化
に
つ

い
て
の
観
察
に
、
さ
ら
に
主
観
的
な
心
理
変
化
を
加
え
る
こ
と
で
、
感
情
・
時
間

の
変
化
と
灯
火
の
不
変
と
の
対
比
か
ら
一
首
の
趣
が
滲
み
出
て
い
る
。
一
六
七
二

番
と
同
様
の
発
想
を
用
い
た
歌
に
、
伏
見
院
の
、

夜
を
長
み
よ
も
の
思
ひ
の
い
く
う
つ
り
覚
め
て
も
同
じ
窓
の
と
も
し
び

 

（『
伏
見
院
御
集
』
一
一
二
一
・
灯
）

が
あ
る
。
思
い
の
「
い
く
う
つ
り
」
と
灯
火
の
「
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
対

比
を
成
し
て
い
る
。
一
六
七
二
番
の
詠
者
は
二
条
教
良
女
で
、
京
極
派
前
期
の
歌

人
で
あ
り
、
右
の
伏
見
院
詠
を
模
倣
し
て
詠
ん
だ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
し

た
恋
歌
の
一
二
三
九
番
の
「
物
を
思
ふ
心
に
か
は
る
と
も
し
び
の
色
」
も
似
た
よ

う
な
発
想
で
あ
る
が
、
灯
火
の
色
は
今
度
は
心
と
共
に
変
わ
る
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
灯
火
と
心
理
変
化
の
関
係
を
追
求
す
る
表
現
は
、
本
稿
の
最
初
に

触
れ
た
『
光
厳
院
御
集
』
の
「
と
も
し
び
」
の
連
作
に
よ
り
極
め
ら
れ
た
。
そ
の

連
作
は
次
の
六
首
で
あ
る
。

さ
夜
ふ
く
る
窓
の
と
も
し
び
つ
く
づ
く
と
影
も
し
づ
け
し
我
も
し
づ
け
し

 

（
一
四
一
）

心
と
て
よ
も
に
う
つ
る
よ
何
ぞ
こ
れ
た
だ
此
れ
向
か
ふ
と
も
し
び
の
影

 

（
一
四
二
）

向
か
ひ
な
す
心
に
物
や
あ
は
れ
な
る
あ
は
れ
に
も
あ
ら
じ
と
も
し
び
の
影

 

（
一
四
三
）

ふ
く
る
夜
の
と
も
し
び
の
影
を
お
の
づ
か
ら
物
の
あ
は
れ
に
向
か
ひ
な
し
ぬ

る

 

（
一
四
四
）

過
ぎ
に
し
世
い
ま
行
く
先
と
思
ひ
う
つ
る
心
よ
い
づ
ら
と
も
し
び
の
本

 

（
一
四
五
）

と
も
し
び
に
我
も
向
か
は
ず
と
も
し
び
も
我
に
向
か
は
ず
お
の
が
ま
に
ま
に

 

（
一
四
六
）

岩
佐
氏
の
指
摘）
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に
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ば
、
一
四
一
・
一
四
六
は
「
我
」
と
灯
そ
れ
ぞ
れ
の
有
様
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を
言
い
、
一
四
二
・
一
四
五
は
心
と
灯
と
の
関
係
を
検
討
し
、
さ
ら
に
一
四
三
・

一
四
四
は
自
他
一
如
の
無
我
の
境
界
に
至
っ
て
い
る
。
屏
風
の
よ
う
に
対
称
的
に

展
開
し
た
理
趣
に
富
ん
だ
一
連
の
歌
で
あ
る
と
い
う
。
灯
火
を
観
察
す
る
こ
と
が

伏
見
院
の
手
に
よ
り
、
内
心
変
化
と
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
光
厳

院
に
受
け
継
が
れ
て
、
物
我
の
関
係
に
つ
い
て
の
洞
察
に
ま
で
至
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
、
歌
か
ら
窺
え
る
京
極
派
歌
人
の
間
の
継
承
・
発
展
の
関
係
は
実
に
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

4
、
釈
教

「
と
も
し
び
」
詠
の
流
れ
に
お
い
て
、
仏
教
か
ら
受
け
取
っ
た
影
響
の
多
大
さ
は
、

「
法
灯
」
や
「
風
前
灯
」
な
ど
の
歌
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
か
ら
分
か
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
中
、
従
来
の
釈
教
歌
と
異
な
る
詠
風
を
持
つ
『
風
雅
集
』
の
二
〇
六
七

番
の
花
園
院
詠
が
目
立
っ
て
い
る
。
詞
書
の
「
三
諦
一
諦
非
三
非
一
の
心
を
」
を

介
さ
ず
に
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
上
下
句
の
前
後
は
転
倒
し
て
い
る
が
、
ま
る
で

白
居
易
の
「
耿
耿
残
灯
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声
」（
第
二
節
の
⑨
）
の
句
を
そ

の
ま
ま
和
訳
し
た
よ
う
で
あ
る
。
詞
書
の
「
三
諦
一
諦
非
三
非
一
」
は
、
空
・
仮
・

中
の
三
諦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
三
諦
を
具
融
す
る
と
い
う
、
天
台
宗
の
「
円
融
三

諦
」
の
教
理
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
見
し
て
叙
景
歌
で
あ
る
よ
う
な
歌

に
よ
っ
て
仏
教
の
教
理
を
示
す
釈
教
歌
は
他
に
、『
風
雅
集
』
の
、

燕
鳴
く
軒
端
の
夕
日
影
消
え
て
柳
に
あ
を
き
庭
の
春
風

（
二
〇
五
六
・
薬
王
品
、
是
真
精
進
、
是
名
真
法
供
養
如
来
と
い
へ
る
心
を
よ

ま
せ
た
ま
ひ
け
る
）

雁
の
飛
ぶ
高
嶺
の
雲
の
ひ
と
な
び
き
月
入
り
か
か
る
山
の
端
の
松

 

（
二
〇
六
二
・
居
一
切
時
不
起
妄
念
）

竜
田
川
も
み
ぢ
葉
な
が
る
み
吉
野
の
吉
野
の
山
に
さ
く
ら
花
咲
く

（
二
〇
七
三
・
大
梅
山
別
伝
院
に
御
幸
侍
り
け
る
時
、
僧
問
雲
門
、
樹
凋
葉
落

時
如
何
、雲
門
云
、体
露
金
風
と
い
ふ
因
縁
を
頌
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
つ
い
で
に
）

さ
ゆ
る
夜
の
空
高
く
澄
む
月
よ
り
も
置
き
そ
ふ
霜
の
色
は
す
さ
ま
じ

 

（
二
〇
七
七
・
眉
間
宝
剣
と
い
ふ
事
を
）

の
花
園
院
の
四
首
が
あ
る
。
二
〇
六
七
番
歌
は
そ
の
内
の
一
例
と
し
て
、
歌
人
達

に
親
し
ま
れ
た
「
上
陽
人
」
の
一
句
を
教
理
の
境
地
ま
で
導
い
た
。
但
し
、『
風
雅

集
』
釈
教
部
の
他
二
首
の
「
と
も
し
び
」
詠
（
中
の
一
首
は
花
園
院
詠
）
は
「
法

灯
」
を
詠
ん
だ
歌
で
、
前
代
の
釈
教
歌
に
比
べ
て
特
に
新
味
は
な
い
。
そ
れ
故
、
二

〇
六
七
番
歌
は
院
の
個
人
的
な
試
み
で
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。『
風
雅
集
』、
乃

至
京
極
派
全
体
に
渡
る
新
し
い
詠
み
ぶ
り
と
は
考
え
に
く
い
。

以
上
、
最
後
二
首
の
釈
教
歌
が
前
代
の
「
法
灯
」
の
類
型
歌
で
あ
る
他
に
、『
風

雅
集
』
の
「
と
も
し
び
」
詠
は
大
体
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
雑
部
で

述
べ
た
よ
う
な
、『
玉
葉
集
』
の
灯
火
の
明
暗
変
化
を
観
察
す
る
歌
を
継
承
し
、
あ

ま
り
新
味
が
見
ら
れ
な
い
歌
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、『
玉
葉
集
』
以
前
の
「
と
も
し

び
」
詠
に
常
用
さ
れ
て
い
る
主
題
を
使
い
な
が
ら
、『
玉
葉
集
』
よ
り
も
大
胆
に
新

し
い
詠
み
方
を
打
ち
出
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
に
岩
佐
氏
が
指
摘
さ

れ
た
「
当
時
の
社
会
情
勢
と
光
厳
院
親
撰
と
い
う
集
の
性
格
ゆ
え
に
、
政
治
的
顧

慮
な
し
に
京
極
派
歌
風
を
宣
揚
し
得
た）

18
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」
と
い
う
『
風
雅
集
』
が
撰
集
さ
れ
た
時
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期
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
傾
向
で
あ
る
。

五

本
稿
は
、『
玉
葉
集
』
以
前
―
『
玉
葉
集
』
―
『
風
雅
集
』
の
流
れ
に
沿
っ
て
、

関
連
歌
人
の
作
品
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
「
と
も
し
び
」

詠
の
特
質
、
及
び
各
段
階
の
間
の
変
遷
か
ら
見
ら
れ
る
京
極
派
歌
風
の
姿
を
ま
と

め
た
。

『
玉
葉
集
』
以
前
の
歌
に
見
ら
れ
る
「
と
も
し
び
」
は
第
二
節
で
ま
と
め
た
よ
う

に
、
制
限
を
受
け
て
い
な
い
素
材
で
あ
っ
た
も
の
の
、
常
に
副
次
的
な
要
素
と
さ

れ
て
お
り
、「
と
も
し
び
」
そ
の
も
の
を
見
つ
め
た
歌
は
非
常
に
少
な
い
。
次
に

『
玉
葉
集
』
に
至
る
と
、
勅
撰
集
で
は
初
め
て
「
法
灯
」
で
は
な
い
「
と
も
し
び
」

詠
の
歌
群
が
形
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
内
容
の
面
か
ら
み
る
と
、
灯
火
が
一
首
の
中

心
に
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
京
極
派
歌
人
の
光
線
及
び
空
間

の
多
元
化
に
つ
い
て
の
関
心
、
又
は
彼
ら
の
隠
逸
志
向
が
窺
え
、
こ
れ
ら
の
特
質

が
、
後
の
『
風
雅
集
』
に
も
継
承
さ
れ
た
。
但
し
、『
玉
葉
集
』
の
「
と
も
し
び
」

詠
が
前
代
の
歌
よ
り
意
識
的
に
灯
火
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
一
方
で
「
と

も
し
び
」
詠
の
多
様
な
表
現
が
一
つ
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
意
味
す
る
。

そ
の
よ
う
な
灯
火
の
明
暗
変
化
を
観
察
す
る
歌
の
定
型
化
し
て
い
く
傾
向
が
、『
風

雅
集
』
の
時
期
に
な
る
と
段
々
と
現
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、『
玉
葉
集
』
以
前
の

「
と
も
し
び
」
詠
に
見
ら
れ
た
「
七
夕
」
や
「
恋
」
な
ど
の
素
材
や
主
題
が
、『
風

雅
集
』
で
復
活
し
、『
玉
葉
集
』
の
「
と
も
し
び
」
詠
よ
り
一
歩
進
ん
で
、
更
な
る

大
胆
で
個
性
の
あ
る
表
現
を
打
ち
出
し
た
。

「
と
も
し
び
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
か
ら
の
管
見
に
過
ぎ
な
い
が
、
京
極
派
歌
風

の
特
質
、
及
び
京
極
派
内
の
継
承
・
発
展
が
垣
間
見
え
る
。

注（
1
） 

 

当
該
歌
が
『
月
詣
和
歌
集
』
に
も
収
録
さ
れ
、
本
文
は
「
消
え
ぬ
べ
し
十
代
に
あ
ま

れ
る
と
も
し
び
を
か
か
げ
ぬ
ほ
ど
の
心
ぼ
そ
さ
に
」（
八
〇
五
・
大
江
匡
範
）
で
あ

る
。

（
2
） 

 『
本
朝
文
粋
』
巻
六
の
奏
状
、
大
江
匡
衡
の
「
申
男
能
公
学
問
料
状
」
の
中
に
、
学

問
料
の
こ
と
を
「
灯
燭
之
料
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
二
年
）。

（
3
） 

 

岩
佐
美
代
子
『
光
厳
院
御
集
全
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
4
） 

 

次
田
香
澄
著
、
岩
佐
美
代
子
編
『
玉
葉
集
風
雅
集
攷
』
第
五
章
「
玉
葉
・
風
雅
集
に

お
け
る
自
然
美
の
様
体
」（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
5
） 

 

勅
撰
集
は
『
続
拾
遺
和
歌
集
』
ま
で
、
定
数
歌
・
歌
合
は
弘
安
十
年
以
前
に
行
わ
れ

た
も
の
ま
で
、
私
家
集
・
私
撰
集
の
場
合
は
、
弘
安
十
年
ま
で
に
亡
く
な
っ
た
歌
人

の
集
ま
で
を
対
象
と
し
た
。

（
6
） 

 『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
旧
編
の
国
歌
大
観
の
番
号
を
記
載
す
る
。

（
7
） 

 

本
文
は
「
村
上
御
製
与
文
時
三
位
勝
負
事
。
又
被
談
云
。
村
上
御
時
。
宮
鶯
囀
暁
光

題
詩
ニ
。
召
文
時
三
位
被
講
之
。
略
」。『
江
談
抄
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。

（
8
） 

 

謝
思
瓘
『
白
居
易
詩
集
校
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
に
拠
れ
ば
、「
春
中
与

周
諒
華
陽
観
同
居
」
の
本
文
は
、
和
歌
の
句
題
と
さ
れ
た
「
背
灯
」
で
は
な
く
、「
背

燭
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
版
本
に
も
異
同
が
な
い
。
そ
れ
に
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に

収
録
さ
れ
た
句
も
「
背
燭
」（
菅
野
禮
行
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
で

あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
で
蝋
燭
が
一
般
的
に
使
用
さ
れ
た
の
は
江

戸
時
代
か
ら
の
こ
と
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
中
古
や
中
世
の
歌
人
は
「
燭
」
と

三
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い
う
も
の
を
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
知
っ
て
い
て
も
日
常
的
に
観
察
し
た
こ
と
が

な
い
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で
は
遅
く
と
も
南
北
朝
の
時
代
ま
で
に
蝋

燭
の
使
用
が
一
般
民
家
に
ま
で
普
及
し
た
の
で
、
漢
詩
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
漢
詩
を
句
題
と
し
た
場
合
、「
燭
」
が
一
句
の
中
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、

所
謂
「
詠
む
べ
き
字
」
で
あ
り
、
和
語
に
変
換
で
き
な
け
れ
ば
題
意
を
満
た
さ
な
い

の
で
、
結
局
「
灯
」
に
詠
み
変
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
9
） 

 『
白
氏
長
慶
集
』
で
は
「
孤
灯
挑
尽
未
成
眠
」、『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
「
秋
灯
挑
尽

未
能
眠
」
で
あ
る
。
こ
の
句
を
題
と
し
た
慈
円
・
定
家
・
寂
身
の
三
首
の
歌
を
確
認

し
た
と
こ
ろ
で
は
（『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
）、
全
て
「
秋
灯
挑
尽
未
能
眠
」
の

方
で
あ
る
。
白
居
易
の
こ
の
一
句
を
句
題
と
し
た
場
合
、
日
本
の
歌
人
た
ち
が
『
白

氏
長
慶
集
』
で
は
な
く
、『
和
漢
朗
詠
集
』
か
ら
受
容
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

（
10
） 

 

本
文
は
『
群
書
類
従
』
第
八
十
五
巻
に
拠
る
。

（
11
） 

 「
い
づ
方
に
夜
は
な
り
ぬ
ら
ん
お
ぼ
つ
か
な
あ
け
ぬ
か
ぎ
り
は
秋
ぞ
と
お
も
は
ん
」

（『
後
撰
和
歌
集
』
秋
下
・
四
四
二
・
凡
河
内
躬
恒
・
お
な
じ
つ
ご
も
り
に
）、「
つ
ね

よ
り
も
の
ど
け
か
り
つ
る
は
る
な
れ
ど
け
ふ
の
く
る
る
は
あ
か
ず
ぞ
あ
り
け
る
」（『
拾

遺
和
歌
集
』
春
・
七
八
・
凡
河
内
躬
恒
・
閏
三
月
侍
り
け
る
つ
ご
も
り
に
）
な
ど
、

従
来
の
勅
撰
集
の
四
季
部
の
巻
末
に
置
か
れ
た
歌
か
ら
、
季
節
は
一
夜
に
し
て
変
わ

る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
12
） 

 

阿
尾
あ
す
か
「「
壁
に
消
え
ゆ
く
」
考
―
京
極
派
詠
歌
表
現
の
一
展
開
―
」（『
国
語

国
文
』
第
七
十
二
巻
第
十
号
、
二
〇
〇
三
年
十
月
）。

（
13
） 

 

小
川
剛
生
校
注
『
歌
論
歌
学
集
成　

第
十
巻
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
九
年
）。

（
14
） 

 

岩
松
研
吉
郎
「
窓
の
周
辺
―
京
極
派
歌
風
の
一
面
」（『
芸
文
研
究
』
第
四
十
六
巻
、

一
九
八
四
年
十
二
月
）。

（
15
） 

 

稲
田
利
徳
「
象
徴
と
し
て
の
犬
の
声
―
中
世
隠
遁
文
学
表
現
考
―
」（『
国
語
国
文
』

第
七
十
二
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年
四
月
）。

（
16
） 
 

岩
佐
美
代
子
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年
―
二
〇
〇
四
年
）。

（
17
） 

 

注
（
3
）『
光
厳
院
御
集
全
釈
』。

（
18
） 

 

岩
佐
美
代
子
『
京
極
派
歌
人
の
研
究
』
終
章
、
第
二
節
「
玉
葉
風
雅
表
現
の
特
異
性
」

（
改
訂
新
装
版
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

三
五

「
と
も
し
び
」
考




