
釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

二
一

〔
前
説
〕

　

本
稿
は
、「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）」・「
同
（
二
）」（『
長
野
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
五
一
号
、
二
○
一
七
年
六
月
・
同
五
二
号
、
二
○
一
八
年
六
月
）

の
続
稿
で
あ
る
。

　

古
今
集
以
前
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
『
大
江
千
里
集
』（
別
名
『
句
題
和
歌
』）
は
、
大
江
千
里
一
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
編
ま
れ
た
、
漢
詩
一
句
を
歌
題
と

し
た
と
い
う
点
で
、
日
本
最
初
の
和
歌
集
で
あ
る
。
こ
の
歌
集
は
句
題
と
い
う
形
式
を
と
る
試
み
自
体
と
し
て
は
、
文
学
史
的
な
評
価
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
歌
そ
の
も
の
は
句
題
を
直
訳
し
た
だ
け
の
、
生
硬
稚
拙
な
も
の
と
い
う
低
い
評
価
が
さ
れ
て
き
た
。

　

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
画
一
的
な
評
価
を
疑
問
と
し
、
改
め
て
句
題
と
和
歌
と
の
関
係
や
和
歌
の
表
現
史
的
位
置
づ
け
を
、
一
組
ず
つ
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
正
当
な
評
価
を
行
う
た
め
に
、
新
た
な
注
釈
を
施
す
も
の
で
あ
る
。

　
「
正
当
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
ま
ず
は
句
題
と
切
り
離
し
歌
単
独
と
し
て
見
た
と
き
、
当
時
の
評
価
基
準
に
照
ら
し
て
、
ど
の

よ
う
な
出
来
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
上
で
句
題
あ
っ
て
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
関
係
の
如
何
を
見
極

め
る
こ
と
が
、
当
集
の
趣
旨
を
考
え
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
注
釈
の
目
的
と
意
義
の
詳
細
、
お
よ
び
注
釈
の
凡
例
や
作
業
分
担
な
ど
は
、
旧
稿
の
「
釈
論
大
江
千
里
集
（
一
）」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

半は
ん　
　

沢ざ
わ　
　

幹か
ん　
　

一い
ち

小こ　
　

池い
け　
　

博ひ
ろ　
　

明あ
き



二
二

〔
本
編
〕

晩
帰
多
是
省
花
廻
（
晩お
そ

く
帰
る
は
多
く
は
是
れ
花
を
看
て
廻か
へ

れ
ば
な
り
）

六　

い
ま
は
は
や
か
へ
り
き
な
ま
し
み
ち
な
り
し
は
な
を
み
し
ま
に
ほ
ど
ぞ
へ
に
け
る

【
通
釈
】

　

も
っ
と
早
く
（
家
に
）
帰
っ
て
来
れ
ば
良
か
っ
た
な
あ
。
道
端
に
あ
っ
た
花
を
見
て
い
た
間
に
（
気
付
い
た
ら
随
分
と
）
時
間
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ

よ
。

【
語
釈
】

い
ま
は
は
や　
「
は
や
」
は
、
早
く
、
急
い
で
の
意
の
形
容
詞
語
幹
用
法
。「
い
ま
は
は
や
」
と
い
う
表
現
は
初
句
に
置
か
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
当

歌
は
、「
い
ま
は
は
や
」
が
第
二
句
「
か
へ
り
き
な
ま
し
」
に
係
り
、
二
句
切
れ
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
い
ま
は
は
や
」
が
推
量
や
希
望
・
あ
つ
ら
え
・
命

令
な
ど
の
モ
ー
ダ
ル
な
表
現
を
と
る
第
二
句
に
係
り
、
句
切
れ
と
な
る
歌
は
、
平
安
時
代
以
降
の
類
型
で
あ
り
、「
今
は
は
や
こ
ひ
し
な
ま
し
を
／
あ
ひ
見
む

と
た
の
め
し
事
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る
」（
古
今
集
・
十
二
・
恋
二
・
六
一
三
・
清
原
深
養
父
）、「
い
ま
は
は
や
か
れ
は
て
な
ま
し
／
く
さ
の
ね
の
か
は
ら
で
つ

ひ
に
は
る
を
ま
つ
か
な
」（
躬
恒
集
・
三
六
四
）、「
い
ま
は
は
や
さ
き
に
ほ
は
な
ん
／
さ
く
ら
ば
な
も
ず
の
草
ぐ
き
か
く
ろ
へ
に
け
り
」（
六
条
修
理
大
夫
集
・

一
五
一
）、「
今
は
は
や
あ
ま
の
と
渡
れ
／
月
の
ふ
ね
ま
た
む
ら
雲
に
島
が
く
れ
せ
で
」（
林
葉
和
歌
集
・
四
五
九
）
な
ど
の
類
例
が
あ
る
。

か
へ
り
き
な
ま
し　

助
動
詞
「
ま
し
」
は
い
わ
ゆ
る
反
実
仮
想
の
表
現
に
用
い
ら
れ
、
実
現
不
可
能
の
希
望
を
表
す
。
上
接
の
「
な
」
は
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未

然
形
で
、「
ま
し
」
の
意
を
強
め
る
。「
見
る
人
も
な
き
山
ざ
と
の
さ
く
ら
花
ほ
か
の
ち
り
な
む
の
ち
ぞ
さ
か
ま
し
」（
古
今
集
・
一
・
春
上
・
六
八
・
伊
勢
）

の
「
ま
し
」
も
、
桜
の
咲
く
時
期
に
関
し
て
実
現
不
可
能
な
希
望
を
表
す
。
当
歌
の
場
合
、
す
で
に
帰
る
の
が
遅
く
な
っ
て
い
る
現
実
の
事
態
に
対
し
て
、
も
っ

と
早
く
帰
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
不
可
能
な
希
望
を
述
べ
て
い
る
。
不
可
能
な
希
望
と
い
う
の
は
、
後
悔
の
念
に
近
い
。『
全
釈
』
の
【
語
釈
】
に
は
、「
今
は

い
っ
そ
の
こ
と
、
帰
っ
て
来
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、「
い
っ
そ
の
こ
と
」
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
千
里
集
で
「
ま
し
」
が
使
わ
れ
る



釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

二
三

の
は
当
歌
だ
け
で
あ
る
。

み
ち
な
り
し　

こ
の
助
動
詞
「
な
り
」
は
「
に
＋
あ
り
」
の
意
で
、
存
在
す
る
場
所
を
表
す
。
す
な
わ
ち
道
に
あ
る
の
意
。
こ
の
句
が
連
体
修
飾
す
る
次
句
の

「
は
な
」
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
道
の
中
で
は
な
く
、
道
沿
い
あ
る
い
は
道
端
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

は
な
を
み
し
ま
に　
「
は
な
」
が
ど
の
植
物
な
の
か
は
、
春
の
花
で
あ
る
以
外
に
は
特
定
し
え
な
い
。
た
だ
、
二
番
歌
か
ら
の
配
列
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
ま

た
庭
で
は
な
く
「
み
ち
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
梅
花
で
は
な
く
桜
花
の
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ
る
。『
全
釈
』
の
【
訳
】
で
は
「
あ
ち
こ
ち
の
花
」
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
花
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
当
該
表
現
は
一
箇
所
・
一
本
と
い
う
解
釈
も
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
の
句
に
続
け
て
過
去
の
助
動

詞
「
き
」
の
連
体
形
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
古
今
集
を
検
索
す
る
と
、
一
首
に
「
き
」
が
複
数
回
使
用
さ
れ
る
の
は
、「
う
ゑ
し
時
花
ま
ち
ど
ほ
に
あ
り
し
き

く
う
つ
ろ
ふ
秋
に
あ
は
む
と
や
見
し
」（
古
今
集
・
五
・
秋
下
・
二
七
一
・
大
江
千
里
）、「
秋
の
の
に
さ
さ
わ
け
し
あ
さ
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
こ
し
よ
ぞ
ひ
ち

ま
さ
り
け
る
」（
古
今
集
・
十
三
・
恋
三
・
六
二
二
・
在
原
業
平
）、「
ふ
る
さ
と
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
を
の
の
え
の
く
ち
し
所
ぞ
こ
ひ
し
か
り
け
る
」（
古
今

集
・
十
八
・
雑
下
・
九
九
一
・
紀
友
則
）
の
三
首
が
あ
る
。
こ
の
中
に
も
千
里
の
詠
歌
が
あ
り
、
一
首
に
三
回
も
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
集
に
は
「
ゆ
く
か

り
の
と
ぶ
事
は
や
く
み
え
し
よ
り
あ
き
は
か
ぎ
り
と
お
も
ひ
な
り
に
き
」（
五
三
）
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
き
」
が
一
首
内
に
複
数
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、

同
じ
く
過
去
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
順
序
性
を
示
す
。
当
歌
で
言
え
ば
、
当
然
な
が
ら
、
花
が
道
端
に
あ
る
こ
と
が
先
行
し
、
そ
の
後
に
そ
れ
を
見
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

ほ
ど
ぞ
へ
に
け
る　

前
句
の
「
ま
」
と
「
ほ
ど
」
は
、
経
過
す
る
時
間
の
こ
と
を
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
原
義
が
空
間
的
か
時
間
的
か
で
異
な
る
。
ま
た
、

当
歌
で
は
、「
ま
」
は
「
み
ち
な
り
し
は
な
を
み
し
」
と
い
う
連
体
修
飾
句
を
受
け
、
次
句
を
連
用
修
飾
す
る
の
に
対
し
て
、「
ほ
ど
」
は
修
飾
句
を
伴
わ
な
い

単
独
の
主
語
用
法
で
あ
り
、
花
を
見
て
い
た
時
間
を
含
め
、
出
発
か
ら
到
着
ま
で
の
時
間
の
こ
と
を
表
し
、
歌
末
の
「
け
る
」
に
よ
り
、
無
自
覚
の
う
ち
に
時

間
が
経
過
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
詠
嘆
を
表
す
。
こ
の
句
は
一
種
の
類
型
表
現
で
、
ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
当
歌
の
よ
う
に
結
句
に
あ
り
、
直
前
に
は
句
切

れ
が
な
い
。
ま
た
、
七
音
句
と
し
て
検
索
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
ま
で
の
全
て
の
用
例
で
、「
あ
は
雪
の
ふ
る
に
き
え
ぬ
べ
く
お
も
へ
ど
も
あ
ふ
よ
し
も
な
み
ほ
ど

ぞ
へ
に
け
る
」（
人
丸
集
・
一
六
五
）、「
う
れ
し
と
い
ふ
こ
と
は
な
べ
て
に
な
り
ぬ
れ
ば
い
は
で
お
も
ふ
に
ほ
ど
ぞ
へ
に
け
る
」（
後
拾
遺
集
・
十
七
・
雑
三
・

九
七
九
・
周
防
内
侍
）
な
ど
の
よ
う
に
、「
ほ
ど
」
に
修
飾
句
を
伴
わ
ず
、
あ
る
状
態
の
ま
ま
時
間
が
経
過
す
る
こ
と
を
表
す
。



二
四

【
補
注
】

　

当
歌
の
よ
う
な
「
花
」
と
「
道
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
三
代
集
、
特
に
古
今
集
で
は
「
散
る
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
、「
春
の
の
に
わ
か
な
つ
ま
む
と
こ
し

も
の
を
ち
り
か
ふ
花
に
み
ち
は
ま
ど
ひ
ぬ
」（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
一
六
・
紀
貫
之
）、「
し
ひ
て
行
く
人
を
と
ど
め
む
桜
花
い
づ
れ
を
道
と
迷
ふ
ま
で
ち

れ
」（
古
今
集
・
八
・
離
別
・
四
○
三
）
な
ど
、
落
花
が
散
り
敷
い
た
た
め
に
道
に
迷
う
こ
と
が
詠
ま
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
花
を
見
て
い
た
た
め
に
道
を

行
く
の
が
遅
く
な
る
と
い
う
歌
も
、
古
今
集
前
後
で
は
、「
玉
鉾
の
道
は
猶
ま
だ
遠
け
れ
ど
桜
を
み
れ
ば
な
が
ゐ
し
ぬ
べ
し
」（
貫
之
集
・
九
二
）、「
花
ち
れ
る

み
ち
の
ま
に
ま
に
と
め
く
れ
ば
山
に
は
春
も
残
ら
ざ
り
け
り
」（
古
今
六
帖
・
一
・
は
じ
め
の
な
つ
・
七
〇
・
清
原
深
養
父
）、「
秋
の
の
は
み
ち
も
ゆ
か
れ
ず

と
も
す
れ
ば
花
の
あ
た
り
に
め
の
み
と
ま
り
て
」（
古
今
六
帖
・
二
・
の
べ
・
一
二
一
六
）
な
ど
見
ら
れ
る
。

　

当
歌
の
成
立
状
況
を
考
え
れ
ば
、
上
二
句
の
「
い
ま
は
は
や
は
か
へ
り
き
な
ま
し
」
と
い
う
後
悔
に
近
い
思
い
は
、「
み
ち
な
り
し
は
な
を
み
し
ま
に
ほ
ど

ぞ
へ
に
け
る
」
と
い
う
気
付
き
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
句
切
れ
で
は
あ
る
が
、
両
者
は
倒
置
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

な
お
、
赤
人
集
に
は
「
い
ま
は
は
や
か
へ
り
き
な
ま
し
ふ
ぢ
の
は
な
み
る
と
せ
し
ま
に
と
し
ぞ
へ
に
け
る
」（
一
四
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
当
歌
と
比
べ
る
と
、

全
体
の
表
現
構
成
は
類
似
す
る
も
の
の
、
第
三
句
以
降
、「
ふ
ぢ
の
は
な
」
や
「
と
し
」
な
ど
、
語
の
違
い
が
著
し
い
。

【
比
較
対
照
】

 　

原
拠
詩
は
、
次
の
、
白
氏
文
集
の
七
言
絶
句
「
早
出
晩
帰
」
詩
（
巻
五
十
八
・
二
八
一
四
）
で
あ
り
、
句
題
に
採
ら
れ
た
の
は
そ
の
承
句
で
あ
る
。

　
　

早
起
或
因
攜
酒
出
（
早つ

と

に
起
く
る
は
或
い
は
酒
を
攜た
づ
さ

へ
て
出
づ
る
に
因
り
、）

　
　

晩
帰
多
是
看
花
廻
（
晩お

そ

く
帰
る
は
多
く
は
是
れ
花
を
看み

て
廻か
へ

れ
ば
な
り
。）

　
　

若
抛
風
景
長
閑
坐
（
若も

し
風
景
を
抛な
げ
う

ち
て
長
閑
と
し
て
坐
せ
ば
、）

　
　

自
問
東
京
作
底
来
（
自
ら
問
は
ん
、
東と

う
け
い京
作い

か底
で
か
来き
た

る
と
。）

　

原
拠
詩
の
前
半
は
、
朝
早
く
か
ら
夕
方
ま
で
洛
陽
の
春
の
風
景
を
満
喫
す
る
様
子
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
承
句
に
は
、
当
歌
に
お
け
る
「
い
ま
は
は
や
か

へ
り
き
な
ま
し
」
と
い
う
思
い
も
、「
ほ
ど
ぞ
へ
に
け
る
」
と
い
う
、
今
さ
ら
の
気
付
き
も
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
当
歌
は
、
原
拠
詩
承
句
の
示

す
事
実
そ
の
ま
ま
を
取
り
入
れ
た
う
え
で
、
そ
の
事
実
よ
り
も
捉
え
方
の
ほ
う
を
前
景
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
「
い
ま
は
は
や
か
へ
り
き
な
ま
し
」
と
い
う
表
現
の
表
す
、
実
現
不
可
能
の
希
望
は
、
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
後
悔
の
念
と
結
び
付
き
や
す
い
。
し
か
し
、



釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

二
五

そ
の
後
悔
と
は
、
帰
宅
後
の
予
定
が
こ
な
せ
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
不
都
合
な
事
態
が
生
じ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
。
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
に
、
花
に
見

と
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
や
や
自
戒
め
い
た
思
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
帰
る
途
中
で
た
ま
た
ま
「
み
ち
な
り
し
は
な
」
に
目
を
止
め
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
原
拠
詩
の
よ
う
に
、
最
初
か
ら
酒
を
携
え
て
花
見
に
出
掛
け
た
の
と
は
訳
が
違
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
当
集
二
番
歌
の
「
う

ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る
声
に
さ
そ
は
れ
て
花
の
も
と
に
ぞ
我
は
き
に
け
る
」
の
歌
境
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
花
見
の
つ
も
り
で
目
指
す
場
所
に
出
掛
け
、
予
想
を
上
回
る
花
の
見
事
さ
に
、
予
定
以
上
の
時
間
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り

え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
原
拠
詩
承
句
に
は
な
い
「
み
ち
な
り
し
」
と
い
う
、
普
通
「
は
な
」
を
修
飾
す
る
に
は
用
い
な
い
表
現
を
あ
え
て
付
加
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
。

　

当
歌
結
句
の
「
ほ
ど
ぞ
へ
に
け
る
」
と
い
う
表
現
は
、
原
拠
詩
前
半
の
「
早
起
」
と
「
晩
帰
」
か
ら
想
定
さ
れ
る
時
間
幅
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
原
拠
詩
の
ほ
う
に
そ
の
時
間
幅
に
対
す
る
驚
異
感
は
見
出
し
よ
う
も
な
い
。「
ほ
ど
ぞ
へ
に
け
る
」
が
結
句
の
類
型
表
現
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
首
の

焦
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
花
を
見
る
こ
と
に
起
因
し
た
こ
と
に
対
す
る
感
慨
が
主
旨
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、【
補
注
】
に
お
い
て
、
上
二

句
と
そ
れ
以
下
は
倒
置
的
な
関
係
に
あ
る
と
述
べ
た
が
、
上
二
句
は
、
原
拠
詩
承
句
の
「
晩
帰
」
と
い
う
事
実
を
心
理
面
か
ら
捉
え
て
、
結
句
の
内
容
を
あ
ら

か
じ
め
言
い
換
え
た
表
現
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
原
拠
詩
承
句
の
「
多
」
字
と
「
是
」
字
に
対
応
す
る
表
現
が
、
当
歌
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
前
者
は
、
花
の
み
に
特
化
す
る
た
め
、
後
者
は
漢
文
的

言
い
回
し
を
避
け
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

緑
糸
條
弱
不
勝
鶯
（
緑
糸
、
條え
だ

弱
く
し
て
鶯
に
勝た

へ
ず
）

七　

こ
づ
た
ひ
て
み
ど
り
の
糸
の
よ
わ
け
れ
ば
う
ぐ
ひ
す
と
づ
る
ち
か
ら
だ
に
な
し



二
六

【
通
釈
】

　
（
鶯
が
）
他
の
木
へ
移
ろ
う
と
す
る
の
に
、（
柳
は
）
緑
の
糸
（
の
よ
う
な
枝
葉
）
が
弱
い
の
で
、
鶯
を
綴
じ
入
れ
（
留
め
）
る
力
さ
え
な
い
。

【
語
釈
】

こ
づ
た
ひ
て 
「
こ
づ
た
ふ
」
は
、
木
か
ら
木
へ
、
あ
る
い
は
枝
か
ら
枝
へ
移
る
、
の
意
。「
袖
垂
れ
て
い
ざ
我
が
園
に
う
ぐ
ひ
す
の
木
伝
ひ
散
ら
す
（
木
伝
令

散
）
梅
の
花
見
に
」（
万
葉
集
・
十
九
・
四
二
七
七
・
藤
原
永
手
）、「
こ
づ
た
へ
ば
お
の
が
は
か
ぜ
に
ち
る
花
を
た
れ
に
お
ほ
せ
て
こ
こ
ら
な
く
ら
む
」（
古
今

集
・
二
・
春
下
・
一
○
九
・
素
性
）
な
ど
の
よ
う
に
、「
こ
づ
た
ふ
」
の
主
体
は
鶯
で
あ
り
、
鶯
が
移
動
す
る
影
響
に
よ
っ
て
花
が
散
る
と
詠
ま
れ
る
の
が
類

型
で
あ
る
。
散
る
花
は
、
前
者
で
は
梅
、
後
者
で
は
桜
で
あ
ろ
う
。
当
歌
に
お
い
て
も
、
下
句
の
「
う
ぐ
ひ
す
と
づ
る
ち
か
ら
だ
に
な
し
」
と
の
関
係
か
ら
、

主
体
が
鶯
と
特
定
で
き
、「
こ
づ
た
ふ
」
木
は
柳
で
あ
る
の
が
明
ら
か
で
あ
る
。
鶯
と
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
点
で
は
、
梅
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
万
葉
集
に

は
「
う
ち
な
び
く
春
立
ち
ぬ
ら
し
我
が
門
の
柳
の
末
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
」（
万
葉
集
・
十
・
一
八
一
九
）、「
春
霞
流
る
る
な
へ
に
青
柳
の
枝
く
ひ
持
ち
て
う

ぐ
ひ
す
鳴
く
も
」（
万
葉
集
・
十
・
一
八
二
一
）、「
朝
な
朝
な
我
が
見
る
柳 

う
ぐ
ひ
す
の
来
居
て
鳴
く
べ
き
森
に
は
や
な
れ
」（
万
葉
集
・
十
・
一
八
五
〇
）

な
ど
の
よ
う
に
、
柳
と
取
り
合
わ
せ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
当
句
は
「
て
」
と
い
う
接
続
助
詞
に
よ
っ
て
第
二
句
以
降
に
続
く
が
、
文
脈
的
に
は
つ
な
が

り
が
良
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、【
補
注
】
を
参
照
。

み
ど
り
の
糸
の 

「
み
ど
り
の
糸
」
は
、
柳
の
芽
吹
い
た
枝
葉
を
い
う
。
用
例
は
少
な
く
、
三
代
集
時
代
ま
で
で
は
、「
あ
を
や
ぎ
の
緑
の
糸
を
く
り
返
し
い
く

ら
ば
か
り
の
は
る
を
へ
ぬ
ら
ん
」（
拾
遺
集
・
五
・
賀
・
二
七
八
・
清
原
元
輔
）、「
わ
が
や
ど
の
や
な
ぎ
の
い
と
も
は
る
く
れ
ば
み
ど
り
の
い
と
に
な
り
に
け

る
か
な
」（
忠
見
集
・
八
三
）、「
な
に
し
お
は
ば
あ
け
の
こ
ろ
も
は
と
き
ぬ
は
で
み
ど
り
の
い
と
を
よ
れ
る
あ
を
や
ぎ
」（
宇
津
保
物
語
・
四
九
五
）
が
見
ら
れ

る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
当
歌
は
早
い
用
例
で
あ
り
、
句
題
に
あ
る
「
緑
糸
」
と
い
う
漢
語
を
そ
の
ま
ま
訓
読
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
当
歌
に
は
「
あ
を
や

ぎ
」
あ
る
い
は
「
や
な
ぎ
」
と
い
う
植
物
名
は
出
て
こ
な
い
が
、「
み
ど
り
の
糸
」
と
い
う
比
喩
だ
け
で
も
、
柳
の
細
長
い
葉
を
表
す
こ
と
は
、
句
題
の
原
拠

詩
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
自
明
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
わ
け
れ
ば 

こ
の
句
、
底
本
本
文
は
「
よ
り
け
れ
ば
」
で
あ
り
、
こ
の
「
よ
り
」
は
「
糸
」
と
の
関
係
か
ら
は
「
縒
り
」
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
下
句
の
内
容
に
ど
う
し
て
も
そ
ぐ
わ
な
い
。「
り
」
と
「
わ
」
は
字
源
的
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
誤
読
あ
る
い
は
誤
写
と
み
な
し
、

他
本
に
よ
り
、「
よ
わ
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。
和
歌
で
は
、「
糸
」
に
関
す
る
原
因
・
理
由
を
表
す
場
合
、「
玉
の
緒
を
片
緒
に
縒
り
て
緒
を
弱
み
（
緒
乎
弱
弥
）



釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

二
七

乱
る
る
時
に
恋
ひ
ざ
ら
め
や
も
」（
万
葉
集
・
十
二
・
三
○
八
一
）、「
あ
け
た
て
ば
ま
づ
さ
す
ひ
も
の
い
と
よ
わ
み
た
え
て
あ
は
ず
は
な
ど
い
け
る
か
ひ
」（
貫

之
集
・
六
○
九
）
の
よ
う
に
、
音
数
律
の
関
係
か
ら
か
、
ミ
語
法
が
使
用
さ
れ
、「
よ
わ
け
れ
ば
」
の
用
例
は
希
少
で
あ
る
。
柳
の
枝
葉
が
細
く
枝
垂
れ
る
の

を
当
歌
の
よ
う
に
「
よ
わ
し
」
と
す
る
用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
三
代
集
こ
ろ
ま
で
で
は
、「
春
風
に
な
び
く
や
な
ぎ
の
い
と
よ
わ
み
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
て
た
ゆ

る
き
み
か
な
」（
元
真
集
・
二
一
二
）、「
え
だ
よ
わ
み
み
だ
れ
や
す
な
る
あ
を
や
ぎ
の
い
と
の
た
よ
り
に
風
な
よ
り
こ
そ
」（
堀
河
中
納
言
家
歌
合
・
一
五
）
が

あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

う
ぐ
ひ
す
と
づ
る 
「
と
づ
る
」
を
諸
本
の
多
く
は
「
と
む
る
」
と
し
て
あ
り
、
そ
の
方
が
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
底
本
の
ま
ま
と

す
る
。
そ
れ
は
、
鶯
が
柳
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
場
合
、
古
今
集
以
後
の
類
歌
で
は
、「
あ
を
や
ぎ
を
か
た
い
と
に
よ
り
て
鶯
の
ぬ
ふ
て
ふ
笠
は
梅
の
花
が
さ
」（
古

今
集
・
二
十
・
大
歌
所
御
歌
・
一
○
八
一
）、「
青
柳
の
花
田
の
い
と
を
よ
り
あ
は
せ
て
た
え
ず
も
な
く
か
鶯
の
こ
ゑ
」（
拾
遺
集
・
一
・
春
・
三
四
・
凡
河
内

躬
恒
）
な
ど
の
よ
う
に
、
柳
の
枝
を
糸
と
見
立
て
、
糸
に
関
わ
る
語
で
一
首
を
ま
と
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
歌
の
「
と
づ
」
は
「
糸
」
の
縁
か
ら
「
綴
づ
」

で
あ
っ
て
、
鶯
を
柳
枝
に
つ
な
ぎ
止
め
る
こ
と
を
い
う
。
当
歌
の
類
例
は
歌
集
に
は
検
索
し
得
な
い
が
、
宇
津
保
物
語
に
「
青
柳
の
い
と
ま
を
し
と
て
鶯
の
か

り
の
た
む
け
も
と
ぢ
ず
や
あ
る
ら
む
」（
宇
津
保
物
語
・
左
大
将
（
正
賴
）・
五
八
八
）
が
あ
る
。

ち
か
ら
だ
に
な
し 

「
ち
か
ら
」
は
柳
の
枝
が
鶯
を
綴
じ
入
れ
る
、
つ
ま
り
留
め
る
強
さ
の
こ
と
を
い
う
。
万
葉
集
に
は
、「
岩
戸
割
る
手
力
も
が
も
（
手
力
毛

欲
得
）
手
弱
き
女
に
し
あ
れ
ば
す
べ
の
知
ら
な
く
」（
万
葉
集
・
三
・
四
一
九
・
手
持
女
王
）、「
こ
の
こ
ろ
の
我
が
恋
力
（
吾
恋
力
）
記
し
集
め
巧く

う

に
申
さ
ば

五
位
の
冠

か
が
ふ
り

」（
万
葉
集
・
十
六
・
三
八
五
八
）、「
出
で
立
た
む
力
を
な
み
と
（
知
加
良
乎
奈
美
等
）
隠
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
心こ
こ
ろ

利ど

も
な
し
」（
万
葉
集
・

十
七
・
三
九
七
二
・
大
伴
家
持
）
な
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
が
、
古
今
集
以
降
は
ほ
と
ん
ど
用
例
が
な
く
な
り
、
院
政
期
以
降
ま
た
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

万
葉
集
の
用
例
の
よ
う
に
、「
ち
か
ら
」
は
人
間
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
歌
の
よ
う
に
物
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
院
政
期
以
降
も
、
人
間
に
関

す
る
用
例
に
、「
つ
た
は
り
て
は
る
か
に
聞
き
し
人
づ
て
の
法
の
ち
か
ら
の
た
と
へ
な
き
か
な
」（
田
多
民
治
集
・
一
八
五
）
の
よ
う
に
仏
法
の
効
力
が
加
わ
る

く
ら
い
で
、
限
定
的
な
使
用
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、「
は
な
み
る
も
く
る
し
か
り
け
り
あ
を
や
ぎ
の
い
と
よ
り
よ
わ
き
お
い
の
ち
か
ら
は
」（
頼
輔
集
・

一
二
三
）
が
、
人
に
関
す
る
力
を
詠
み
な
が
ら
も
、
そ
の
比
較
に
柳
の
糸
を
提
示
す
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
副
助
詞
「
だ
に
」
は
、
他
の
木
に
比
べ
て
、
柳
の

枝
葉
が
い
か
に
繊
細
な
も
の
か
を
強
調
し
て
い
る
。

I 



二
八

【
補
注
】

　

当
歌
は
、
柳
と
鶯
の
組
み
合
わ
せ
を
、「
糸
」
に
関
連
の
あ
る
語
を
使
っ
て
ま
と
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
類
型
に
よ
る
一
首
と
言
え
る
。
た
だ
し
、

以
下
の
点
に
お
い
て
は
異
例
に
属
す
る
。

　

一
つ
は
、
鶯
で
は
な
く
、
柳
を
詠
む
の
が
中
心
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
句
題
と
の
対
応
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
和
歌
と
し
て
の
類
型
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
独
自
性
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
み
ど
り
の
糸
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
る
と
と
も
に
、「
と
づ
」
や
「
ち

か
ら
」
な
ど
の
語
に
よ
る
擬
人
化
は
、
そ
の
弱
弱
し
さ
が
女
性
的
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
。

　
『
全
釈
』
の
「
補
説
」
で
は
、「
和
歌
に
お
い
て
「
と
む
」
は
、
花
や
鳥
な
ど
に
使
わ
れ
る
場
合
、
旅
立
つ
人
と
送
る
人
と
の
関
係
を
反
映
す
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
歌
で
は
「
鶯
が
飛
び
去
る
の
を
と
ど
め
る
力
が
柳
の
糸
に
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。」
と
説
く
。「
と
づ
」
と
「
と
む
」
で
本
文
は
異
な
る
が
、
擬
人

的
な
捉
え
方
と
し
て
共
通
す
る
と
す
れ
ば
、
当
歌
は
男
女
の
別
れ
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
当
歌
で
は
結
句
「
ち
か
ら
だ
に
な
し
」
が
一
首
の
要
と
な
る
が
、
こ
の
表
現
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
の
、

他
に
抜
き
ん
出
た
、
柳
の
美
し
さ
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
植
物
が
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
場
合
、
取
り
立
て
ら
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
花

で
あ
り
、
そ
の
色
や
匂
い
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
柳
と
く
に
枝
垂
れ
柳
の
場
合
は
そ
の
枝
葉
で
あ
り
、「
糸
」
の
比
喩
ど
お
り
、
そ
の
細
く
た
お
や
か
な
さ
ま

で
あ
る
。「
ち
か
ら
だ
に
な
し
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
よ
う
な
美
し
さ
を
、
い
わ
ば
裏
側
か
ら
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、【
語
釈
】
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
こ
づ
た
ひ
て
」
と
い
う
初
句
の
表
現
が
不
熟
で
、
全
体
か
ら
浮
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
接
続
助
詞
の
「
て
」

は
本
来
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
並
列
・
添
加
を
示
す
が
、
前
後
の
意
味
関
係
に
よ
っ
て
は
、
順
接
あ
る
い
は
逆
接
に
傾
く
こ
と
が
あ
る
。
当
歌
の
場
合
、
単
純
な

並
列
と
と
る
と
、
柳
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、
齟
齬
感
を
免
れ
が
た
い
。『
全
釈
』
の
「
木
か
ら
木
へ
と
移
っ
て
、
緑
の
糸
の
よ
う
な
柳
の
枝
は
弱
く
、
鶯
を
と

め
る
力
さ
え
な
い
の
だ
。」
と
い
う
通
釈
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

全
体
の
整
合
性
に
配
慮
す
れ
ば
、
こ
こ
の
「
て
」
は
逆
接
的
な
結
び
付
け
方
を
し
て
い
る
と
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
鶯
が
木
伝
お
う
と
す
る
の
に
、

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
「
こ
づ
た
ふ
」
は
、
同
じ
柳
の
枝
か
ら
枝
で
は
な
く
、
柳
か
ら
別
の
木
へ
と
移
動
す
る
の
意
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
当
歌
は
、
赤
人
集
に
「
こ
づ
た
へ
し
み
ど
り
の
い
と
の
よ
り
け
れ
ば
う
ぐ
ひ
す
と
む
る
ち
か
ら
な
き
か
な
」（
一
五
）
の
本
文
で
所
載
さ
れ
て
い
る
が
、

上
句
と
下
句
が
整
合
し
な
い
。



釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

二
九

【
比
較
対
照
】

　

原
拠
詩
は
、
次
に
示
す
、
白
氏
文
集
「
楊
柳
枝
詞
八
首
」
の
う
ち
の
「
又
一
首
（
其
三
）」（
巻
六
十
四
・
三
一
四
○
）
と
い
う
七
言
絶
句
で
あ
り
、
句
題
は

そ
の
結
句
で
あ
る
（
同
句
は
、
千
載
佳
句
六
○
八
番
に
も
採
ら
れ
る
）。
こ
の
一
連
の
詩
は
、「
折
楊
柳
」
と
名
付
け
ら
れ
た
楽
曲
に
対
す
る
、
白
氏
の
新
歌
詞

で
あ
る
。

　
　

依
依
嫋
嫋
復
青
青
（
依い

い依
嫋で
う
で
う嫋
、
復ま

た
青
青
、）

　
　

勾
引
春
風
無
限
情
（
勾
引
す
、
春
風
、
無
限
の
情
。）

　
　

白
雪
花
繁
空
撲
地
（
白
雪
、
花
繁
く
し
て
空
し
く
地
を
撲う

つ
。）

　
　

緑
糸
條
弱
不
勝
鶯
（
緑
糸
、
條え

だ

弱
く
し
て
鶯
に
勝た

へ
ず
。）

　

当
集
の
底
本
で
は
、
句
題
の
「
糸
」
を
「
竹
」
と
す
る
が
、
歌
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
、
原
拠
詩
か
ら
「
糸
」
に
改
め
て
あ
る
。

　

柳
を
取
り
上
げ
る
か
ぎ
り
は
、
和
歌
の
景
物
と
し
て
は
馴
染
ま
な
い
、
そ
の
花
が
詠
ま
れ
て
い
る
転
句
で
は
な
く
、
鶯
と
と
も
に
枝
葉
が
詠
ま
れ
た
結
句
が

句
題
に
選
ば
れ
る
の
は
、
順
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

金
子
彦
二
郎
『
増
補　

平
安
時
代
文
學
と
白
氏
文
集　

句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
編
』
は
、
当
歌
を
「
原
詩
句
を
直
訳
せ
る
も
の
」
の
一
例
と
し
て
挙
げ

る
。
確
か
に
、
句
題
に
お
け
る
「
緑
糸
」
に
和
歌
の
「
み
ど
り
の
糸
」、
同
様
に
「
弱
」
に
「
よ
わ
し
」、「
鶯
」
に
「
う
ぐ
ひ
す
」、「
不
勝
」
に
「
ち
か
ら
だ

に
な
し
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
い
て
、
和
歌
で
対
応
に
欠
け
る
の
は
、
余
剰
と
も
言
え
る
「
條
」
の
み
で
あ
る
か
ら
、
句
題
を
中
心
と
す

れ
ば
、
ほ
ぼ
全
体
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
単
な
る
言
語
量
の
差
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
に
は
句
題
そ
の
も
の
か
ら
は
到
底
導
き
出
せ
な
い
よ
う
な
表
現
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
「
直
訳
」
た
り
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
付
加
の
最
た
る
も
の
が
、
当
歌
初
句
の
「
こ
づ
た
ひ
て
」
で
あ
る
。

　

原
拠
詩
結
句
で
は
、
鶯
の
動
作
に
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
ず
、
実
景
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
疑
わ
し
い
。
か
り
に
想
定
す
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
か
飛
ん
で
来
た
鶯

が
柳
の
枝
に
止
ま
ろ
う
と
し
た
が
、
柳
の
枝
は
そ
れ
さ
え
も
支
え
ら
れ
ず
、
止
ま
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
様
子
で
あ
ろ
う
か
。
結
句
の
「
弱
」
は
、
起
句
の
「
依

依
嫋
嫋
」
を
、
鶯
と
の
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
当
歌
に
お
い
て
「
こ
づ
た
ひ
て
」
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
鶯
の
動
作
が
明
示
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
男
女
関
係
の
別
れ
に
擬
せ
ら
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れ
る
場
面
設
定
が
新
た
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
伴
う
表
現
上
の
無
理
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
が
…
。

　

さ
ら
に
は
、
第
四
句
の
「
と
む
る
」
か
「
と
づ
る
」
か
と
い
う
異
同
は
あ
る
が
、
そ
の
付
加
が
後
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
場
面
設
定
に
加
え
、「
糸
」

と
の
関
係
に
よ
る
表
現
構
成
に
す
る
と
い
う
、
和
歌
固
有
の
工
夫
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

尋
花
不
問
春
浅
深
（
花
を
尋
ね
て
春
の
深
浅
を
問
は
ず
）

八　

花
を
の
み
た
づ
ね
こ
し
ま
に
春
は
ま
だ
ふ
か
さ
あ
さ
さ
も
し
ら
れ
ざ
り
け
り

【
通
釈
】

　

花
だ
け
を
探
し
回
っ
て
き
た
間
に
（
春
は
過
ぎ
ゆ
き
、
終
わ
り
頃
に
な
っ
て
も
）
ま
だ
、
春
（
と
い
う
季
節
）
に
つ
い
て
は
、
深
い
の
か
浅
い
の
か
に
も
気

付
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
よ
。　

【
語
釈
】

花
を
の
み 

「
花
を
の
み
」
で
一
句
を
成
す
表
現
は
万
葉
集
に
は
見
ら
れ
ず
、
平
安
時
代
以
降
、「
わ
か
る
と
も
き
み
を
し
ら
ね
ば
け
さ
ま
で
は
ち
る
は
な
を
の

み
を
し
み
け
る
か
な
」（
躬
恒
集
・
一
九
七
）、「
花
を
の
み
あ
は
れ
と
や
み
る
す
て
は
つ
る
ふ
る
さ
と
人
も
な
に
な
ら
な
く
に
」（
斎
宮
女
御
集
・
二
五
六
）
な

ど
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
集
の
句
題
に
「
花
（
華
）」
と
い
う
語
は
一
六
例
あ
る
が
（
一
○
六
番
の
「
客
（
容
カ
）
華
」
は
除
く
）、
歌
で
も
す
べ
て
そ
の

ま
ま
「
花
」
と
し
て
あ
り
、
何
の
花
か
特
定
し
な
い
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
そ
の
花
が
自
明
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
句
題
の
表
現
だ
け
か
ら
で

は
特
定
し
え
ず
、
千
里
も
あ
え
て
そ
う
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
集
の
歌
で
具
体
的
に
花
の
名
が
示
さ
れ
る
の
は
「
は
ち
す
」（
二
八
番
）

の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
句
題
に
「
蓮
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
歌
の
場
合
、
句
題
に
「
不
問
春
浅
深
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
春
の
全
時
期
と
と
れ
ば
、「
花
」

は
特
定
の
も
の
で
は
な
く
、
梅
や
桜
な
ど
の
代
表
的
な
花
は
あ
る
に
せ
よ
、
春
に
咲
く
花
一
般
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

た
づ
ね
こ
し
ま
に 

「
た
づ
ぬ
」
に
つ
い
て
は
三
番
歌
【
語
釈
】「
と
き
を
た
づ
ね
て
」
の
項
を
参
照
。「
た
づ
ね+

く
」
に
助
動
詞
「
き
」
を
伴
う
用
例
は
少



釈
論
大
江
千
里
集
（
三
）

三
一

な
く
、
三
代
集
の
こ
ろ
ま
で
で
は
、「
身
を
う
し
と
人
し
れ
ぬ
世
を
尋
ね
こ
し
雲
の
や
へ
立
つ
山
に
や
は
あ
ら
ぬ
」（
後
撰
集
・
十
六
・
雑
二
・
一
一
七
三
）、「
た

づ
ね
こ
し
か
た
こ
そ
な
け
れ
し
か
す
が
の
わ
た
り
は
る
け
き
う
み
を
へ
だ
て
て
」（
兼
澄
集
・
一
一
〇
）、「
山
を
出
で
て
く
ら
き
み
ち
に
を
た
づ
ね
こ
し
今
一

度
の
逢
ふ
事
に
よ
り
」（
和
泉
式
部
集
・
八
八
三
。
和
泉
式
部
日
記
で
は
「
た
ど
り
来
し
」）
な
ど
が
あ
る
程
度
。「
た
づ
ぬ
」
は
、
本
集
に
五
首
（
三
・
八
・

七
七
・
九
五
・
一
一
六
）
あ
り
、
歌
集
の
規
模
を
考
え
れ
ば
、
古
今
集
の
五
首
、
後
撰
集
の
一
七
首
、
拾
遺
集
の
七
首
に
比
較
し
て
、
極
め
て
多
い
と
言
え
る
。

し
か
も
、
ど
の
歌
の
句
題
に
も
「
た
づ
ぬ
」
に
相
当
す
る
語
が
見
ら
れ
な
い
（
一
一
六
番
歌
は
句
題
無
し
）
の
で
、
あ
る
い
は
千
里
歌
に
特
徴
的
な
語
か
も
し

れ
な
い
。「
ま
（
間
）」
は
当
集
六
番
歌
で
も
「
は
な
を
み
し
ま
に
」
と
い
う
表
現
の
中
に
出
て
来
る
。
そ
の
動
作
中
に
経
過
し
た
時
間
幅
を
表
す
。

春
は
ま
だ 

「
春
は
」
と
い
う
表
現
は
、
当
歌
全
体
の
話
題
を
提
示
し
、
そ
の
説
明
に
相
当
す
る
の
が
以
下
の
結
句
ま
で
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
「
春
は
」
に
は
、

初
句
の
「
花
を
の
み
」
と
の
対
比
も
意
識
さ
れ
る
。「
春
」
と
「
花
」
は
元
来
、
対
比
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
伴
関
係
に
あ
る
も
の
同
士
で
あ
る
が
、
当

歌
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
対
比
関
係
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
「
花
」
に
対
す
る
執
着
・
集
中
の
ほ
ど
を
示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
ま
だ
」

は
、「
ま
た
」
と
も
採
る
こ
と
が
で
き
、
歌
意
全
体
か
ら
し
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
解
釈
で
き
な
く
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
結
句
「
し
ら
れ
ざ
り
け
り
」
と
い
う

否
定
表
現
と
の
関
係
か
ら
、「
ま
だ
」
の
方
を
採
っ
て
お
く
。

ふ
か
さ
あ
さ
さ
も 

「
ふ
か
さ
あ
さ
さ
」
は
「
ふ
か
し
」
と
「
あ
さ
し
」
と
い
う
対
義
の
形
容
詞
を
名
詞
化
し
て
、
し
か
も
並
列
さ
せ
る
と
い
う
、
い
か
に
も

特
殊
な
表
現
で
あ
り
、
こ
れ
は
句
題
の
「
深
浅
」
と
い
う
語
と
の
対
応
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
ま
い
。
そ
の
程
度
の
如
何
を
表
す
の
な
ら
ば
、「
ふ

か
さ
」
の
ほ
う
だ
け
で
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
当
歌
を
ふ
ま
え
た
か
否
か
は
不
明
な
も
の
の
、「
と
も
か
く
も
い
ひ
は
な
た
れ
よ
池
水
の
ふ
か
さ
あ
さ

さ
を
た
れ
か
し
る
べ
き
」（
拾
遺
集
・
十
九
・
雑
恋
・
一
二
三
三
）
や
「
か
は
べ
に
て
く
ら
さ
ざ
り
せ
ば
ゆ
く
あ
き
の
ふ
か
さ
あ
さ
さ
を
い
か
で
し
ら
ま
し
」（
道

命
阿
闍
梨
集
・
一
三
八
）
な
ど
の
例
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
前
者
の
例
は
「
池
水
」
に
な
ぞ
ら
え
た
人
の
心
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
後
者
は
当
歌
同
様
、
季

節
に
関
し
て
の
例
で
あ
り
、「
ふ
か
さ
」
は
そ
の
季
節
に
お
け
る
遅
い
時
期
、「
あ
さ
さ
」
は
早
い
時
期
を
表
す
。
こ
れ
ら
の
例
に
は
当
歌
と
と
も
に
、「
知
る
」

と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
知
る
」
内
容
は
、
深
い
こ
と
と
浅
い
こ
と
と
い
う
並
列
で
は
な
く
、
深
い
か
浅
い
か

と
い
う
択
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
ら
れ
ざ
り
け
り 

「
し
ら
れ
」
の
「
れ
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
第
三
句
の
「
春
は
」
と
い
う
提
題
表
現
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
受
け
身
と
も
可
能
と
も
採
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
一
首
全
体
の
ま
と
ま
り
を
人
間
側
の
視
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
可
能
の
意
で
あ
ろ
う
。
人
間
側
と
い
う
の
は
、
上
句
の
「
花
を
の
み
た
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ず
ね
こ
し
」
の
主
体
と
し
て
の
人
間
が
「
し
ら
れ
ざ
り
け
り
」
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
歌
末
の
「
け
り
」
に
つ
い
て
は
、
当
集
二
番
歌
【
語
釈
】「
我
は
き
に

け
る
」
の
項
お
よ
び
【
補
注
】
を
参
照
。
当
歌
で
は
、
春
と
い
う
季
節
の
進
み
具
合
を
認
識
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
に
、
今
さ
ら
気
づ
き
詠
嘆
す
る
こ
と

を
表
す
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
時
点
で
は
、
も
う
春
も
終
わ
り
の
段
階
を
迎
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

【
補
注
】

　

季
節
の
推
移
を
実
際
に
感
じ
取
る
の
は
、
自
然
物
や
自
然
現
象
の
変
化
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「
暦
の
上
で
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
実

感
と
は
乖
離
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
季
節
は
、
見
聞
き
し
た
り
肌
で
感
じ
た
り
す
る
自
然
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
古
代
和
歌

の
季
節
歌
は
そ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
花
も
含
ま
れ
る
。
何
か
の
花
が
咲
き
散
る
こ
と
を
、
季
節
の
移
り
具
合
と
重

ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
が
行
な
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
両
者
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
当
歌
は
そ
の
よ
う
な
季
節
と
自
然
物
と
の
関
係
を
切
り
離
す
と
い
う
、
意
表
を
突
く
詠
み
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
句
題
か
ら
さ
え
も
離

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
花
を
の
み
」
と
い
う
初
句
は
、
同
時
期
の
他
の
風
物
と
の
対
比
を
予
想
さ
せ
る
が
、【
語
釈
】
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
句
の
「
春
は
」
に
よ
っ
て
、
じ

つ
は
「
花
」
と
「
春
」
と
い
う
意
外
な
対
比
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
花
だ
け
に
関
心
を
も
っ
て
探
し
て
来
た
の
で
、
そ
の
間
は
春
の
進
み
具
合
に
ま
っ
た

く
気
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
花
の
あ
り
よ
う
を
見
れ
ば
春
の
推
移
が
分
か
る
の
は
当
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
思
い
が
及
ば
な
い
ほ

ど
に
、
花
に
専
心
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
春
の
花
々
が
見
ら
れ
な
く
な
る
頃
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
春
の
終
り
に
気
付
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
結
句
の
「
し
ら
れ
ざ
り
け
り
」

で
あ
り
、
第
二
句
の
「
た
ず
ね
こ
し
」
の
「
来
」
と
い
う
動
詞
の
示
す
到
着
点
か
ら
の
視
点
と
も
呼
応
し
て
い
る
。

　

当
歌
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
、
上
二
句
と
下
三
句
は
そ
の
ま
ま
で
は
内
容
的
に
つ
な
が
り
に
く
い
。「
花
を
の
み
た
づ
ね
こ
し
ま
に
」
に
続
く
べ
き
は
、

そ
の
間
に
何
を
し
た
か
、
何
が
あ
っ
た
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
春
が
過
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
こ
そ
、
そ
の
こ
と
に
気

付
か
ぬ
ま
ま
に
春
の
終
り
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
感
慨
が
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
着
想
・
設
定
は
、
六
番
歌
と
酷
似
し
て
い
る
。

【
比
較
対
照
】

　

原
拠
詩
は
、
白
氏
文
集
で
は
な
く
、
次
の
、
全
唐
詩
の
「
同
友
人
見
花
」（
巻
五
百
十
四
・
朱
慶
余
）
と
題
す
る
七
言
絶
句
で
あ
り
、
当
句
題
は
そ
の
起
句
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か
ら
採
ら
れ
た
と
さ
れ
る
（
陳
茵
「『
大
江
千
里
集
』
の
句
題
原
拠
不
明
歌
に
つ
い
て
」　
『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
第
一
八
号
、
一
九
九
五
年
に
よ
る
）。

　
　

尋
花
不
問
春
深
浅
（
花
を
尋
ね
て
春
の
深
浅
を
問
は
ず
。）

　
　

縦
是
残
紅
也
入
詩
（
縦た

と

ひ
是
れ
残
紅
ま
た
詩
に
入
ら
ば
、）

　
　

毎
箇
樹
辺
行
一
匝
（
毎つ

ね

に
箇
の
樹
辺
に
行
き
て
一
と
匝め
ぐ

り
、）

　
　

誰
家
園
裏
最
多
時
（
誰
が
家
の
園
裏
か
最
時
多
き
。）

　

句
題
中
の
「
不
問
」
は
、
質
問
し
な
い
の
意
で
は
な
く
、
関
係
し
な
い
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
句
題
の
「
不
問
春
深
浅
」
は
、
春
の
中
の
、
ど
の
時

期
で
あ
っ
て
も
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
す
。『
全
釈
』
が
、「
ど
こ
に
花
が
咲
い
た
か
美
し
い
花
を
求
め
歩
い
て
い
る
と
、
春
の
季
節
の
は
じ
め
な
の
か
終

り
の
方
な
の
か
問
題
で
は
な
か
っ
た
。」
と
い
う
通
釈
の
「
問
題
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
不
問
」
の
意
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
不
問
」
に
対
し
て
、
歌
で
対
応
し
そ
う
な
の
が
結
句
の
「
し
ら
れ
ざ
り
け
り
」
で
あ
る
。
こ
の
両
表
現
は
、
時
期
を
「
不
問
」
つ
ま
り
関
係
な
い
も

の
と
し
て
、
問
題
に
し
な
か
っ
た
こ
と
の
結
果
、「
し
ら
れ
ざ
り
け
り
」
と
い
う
ふ
う
に
因
果
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
全

体
お
よ
び
当
該
表
現
の
位
置
付
け
か
ら
し
て
、
重
き
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。

　

句
題
を
含
む
詩
全
体
か
ら
は
、「
尋
花
」
と
い
う
行
為
が
こ
れ
か
ら
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
は
「
た
づ
ね
こ
し
」
の
「
し
」
と
い
う
過

去
の
助
動
詞
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
で
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
当
歌
に
は
「
花
を
の
み
」
の
よ
う
に
、
花
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
句
題

の
ほ
う
は
、
詩
全
体
が
花
樹
に
つ
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
限
定
は
な
く
、
ま
し
て
「
春
」
と
の
対
比
も
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
句
題
は
あ
く
ま
で
も
一
般
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
は
実
際
の
体
験
に
基
づ
く
感
慨
と
し
て
歌
っ
て
い
る
、
と

い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
句
題
の
「
春
深
浅
」
は
「
春
の
深
浅
」
と
い
う
つ
な
が
り
が
自
然
で
あ
っ
て
、「
春
」
と
い
う
季
節
を
取
り
立
て
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。
句

題
と
の
対
応
を
考
え
れ
ば
、
当
歌
に
お
い
て
も
「
春
の
ふ
か
さ
あ
さ
さ
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
あ
え
て
「
春
は
」

と
い
う
提
題
表
現
に
変
え
た
の
か
。
そ
れ
は
、
初
句
の
「
花
を
の
み
」
と
い
う
限
定
と
の
関
係
か
ら
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
、
原
拠
詩
に
お
い
て
、「
花
」
と
「
春
」
と
を
対
比
す
る
意
図
は
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
。
そ
の
起
句
を
句
題
に
選
ん
だ
と
き
、
千
里
が
目
論
ん

だ
の
は
、「
花
」
は
「
尋
」、「
春
」
は
「
不
問
」
と
い
う
表
現
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
と
積
極
的
に
対
比
関
係
と
し
て
詠
ん
で
み
る
こ
と
で
は
な
か
っ
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た
か
。【
補
注
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
十
分
に
意
表
を
突
く
趣
向
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
否
の
ほ
ど
は
措
く
と
し
て
も
。

夜
風
吹
送
毎
年
春
（
夜
風
吹
き
送
る
、
毎
年
の
春
）

九　

は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
風
の
と
し
を
へ
て
春
ふ
き
お
く
る
こ
と
ぞ
あ
や
し
き

【
通
釈
】

　

と
ら
え
ど
こ
ろ
な
く
（
あ
っ
け
な
く
）、
う
つ
ろ
で
あ
る
（
上
空
に
あ
る
）（
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
）
風
が
吹
い
て
何
年
も
春
を
送
り
込
む
と
い
う

こ
と
が
不
思
議
だ
。

【
語
釈
】

は
か
な
く
て 

次
に
続
く
「
そ
ら
な
る
」
と
と
も
に
「
風
」
を
修
飾
す
る
。「
は
か
な
し
」
と
「
風
」
が
と
も
に
詠
ま
れ
る
用
例
は
、「 

秋
風
に
か
き
な
す
こ

と
の
こ
ゑ
に
さ
へ
は
か
な
く
人
の
こ
ひ
し
か
る
ら
む
」（
古
今
集
・
十
二
・
恋
二
・
五
八
六
・
壬
生
忠
岑
）、「
も
み
ぢ
ば
を
風
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か

な
き
物
は
い
の
ち
な
り
け
り
」（
古
今
集
・
十
六
・
哀
傷
・
八
五
九
・
大
江
千
里
）、「
か
ぜ
の
ま
に
ち
る
あ
は
ゆ
き
の
は
か
な
く
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ふ
る
ぞ

わ
び
し
き
」（
清
少
納
言
集
・
三
五
）
な
ど
の
よ
う
に
、
古
今
集
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
風
の
状
態
そ
の
も
の
を
「
は
か
な
し
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。

当
歌
の
類
例
と
し
て
は
、「
も
み
ぢ
ば
の
は
か
な
き
風
に
ち
ら
ざ
れ
ば
秋
は
す
ぐ
と
も
し
ら
れ
ざ
ら
ま
し
」（
陽
成
院
歌
合
・
二
六
）
が
あ
る
程
度
。
風
を
「
は

か
な
し
」
と
い
う
の
は
、
実
体
と
し
て
知
覚
で
き
な
い
も
の
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、【
補
注
】
を
参
照
。

そ
ら
な
る
風
の 

「
そ
ら
な
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
名
詞
「
そ
ら
」
に
助
動
詞
「
な
り
」
が
接
続
し
「
空
に
あ
る
」
の
意
と
、
形
容
動
詞
「
そ
ら
な
り
」（
空

虚
、
心
が
う
つ
ろ
）
の
連
体
形
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
古
今
集
以
降
、「
ゆ
き
か
へ
り
そ
ら
に
の
み
し
て
ふ
る
事
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は
や
み
な
り
」（
古

今
集
・
十
五
・
恋
五
・
七
八
五
・
在
原
業
平
）、「
秋
風
の
う
ち
ふ
き
そ
む
る
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
そ
ら
に
心
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る
」（
後
撰
集
・
五
・
秋
上
・
二
二
一
）

な
ど
の
よ
う
に
、「
風
」
と
「
空
（
な
り
）」
が
共
に
詠
ま
れ
る
用
例
は
あ
る
。
し
か
し
、「
風
」
そ
の
も
の
を
「
空
（
な
り
）」
と
す
る
も
の
は
稀
少
で
、「
心
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あ
だ
に
お
も
ひ
さ
だ
め
ず
ふ
く
風
の
お
ほ
ぞ
ら
物
と
き
く
は
ま
こ
と
か
」（
平
中
物
語
・
九
段
・
三
七
）
や
「
き
く
や
い
か
に
う
は
の
そ
ら
な
る
風
だ
に
も
ま

つ
に
お
と
す
る
な
ら
ひ
あ
り
と
は
」（
新
古
今
集
・
十
三
・
恋
三
・
一
一
九
九
・
宮
内
卿
）
が
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
た
だ
、「
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
そ
ら

の
か
よ
ひ
ぢ
は
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
ふ
く
ら
む
」（
古
今
集
・
三
・
夏
・
一
六
八
・
凡
河
内
躬
恒
）
の
よ
う
に
、
実
際
に
上
空
を
吹
く
風
と
い
う
想
定
は
詠

ま
れ
て
い
る
。
当
歌
の
場
合
の
「
そ
ら
な
る
」
は
、
風
に
関
し
て
、
上
空
の
意
と
、
初
句
の
「
は
か
な
く
て
」
と
の
関
わ
り
か
ら
、
う
つ
ろ
の
意
と
の
両
方
が

生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
空
」
は
「
風
」
の
縁
語
。
当
集
に
は
、
古
今
集
の
修
辞
に
特
徴
的
な
掛
詞
・
縁
語
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は

珍
し
く
掛
詞
・
縁
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
当
集
に
「
風
」
は
一
三
首
、
全
体
の
お
よ
そ
一
〇
％
の
歌
に
見
ら
れ
、
万
葉
集
の
四
％
余
り
、
三
代

集
の
五
～
七
％
（「
風
」
の
項
、
稲
田
利
徳
執
筆
、
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
に
よ
る
）
と
比
べ
る
と
、

多
い
と
言
え
る
。

と
し
を
へ
て 

「
と
し
を
へ
て
」
は
長
い
年
月
を
過
ぎ
て
、
の
意
。
風
が
「
と
し
を
へ
て
」
吹
く
と
い
う
詠
ま
れ
方
は
、
平
安
後
期
に
な
っ
て
「
と
し
を
へ
て

く
る
は
る
か
ぜ
は
み
だ
れ
ど
も
よ
り
か
け
て
け
り
あ
を
や
ぎ
の
い
と
」（
忠
盛
集
・
八
）
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。「
と
し
を
へ
て
」
は
句
題
の
「
毎
年
」
に

相
当
し
よ
う
が
、「
毎
年
」
は
規
則
性
に
焦
点
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
と
し
を
へ
て
」
は
連
続
性
に
焦
点
が
あ
り
、
異
な
る
。「
毎
年
」
に
そ
の
ま
ま
対
応
す

る
の
は
、「
と
し
ご
と
に
」
で
あ
り
、
音
数
律
的
に
も
問
題
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、「
と
し
を
へ
て
」
の
ほ
う
を
選
ん
だ
の
は
、
規
則
性
よ
り
も
連
続
性
つ

ま
り
時
間
の
長
さ
に
焦
点
を
置
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
風
に
関
し
て
、
命
の
短
さ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
「
は
か
な
し
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い

る
こ
と
と
の
対
比
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
結
句
の
「
あ
や
し
」
と
い
う
評
価
を
導
き
や
す
い
と
判
断
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

春
ふ
き
お
く
る 

「
ふ
き
お
く
る
」
は
、
風
な
ど
が
吹
い
て
物
を
送
る
、
の
意
。
お
そ
ら
く
は
句
題
に
あ
る
漢
語
「
吹
送
」
を
訓
読
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
当

歌
で
は
、
新
年
に
風
が
吹
い
て
春
を
送
り
込
む
と
い
う
意
と
見
ら
れ
る
。
春
と
風
の
関
係
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
礼
記
の
月
令
篇
「
孟
春
之
月
…
…
東
風
解
氷
」

に
よ
り
、
立
春
の
風
が
氷
を
溶
か
す
も
の
と
詠
ま
れ
る
の
が
一
般
で
、
当
歌
の
よ
う
に
春
を
吹
き
送
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
た
例
は
、
他
に
見
つ
け
る
こ
と
が

難
し
く
、「
春
ふ
き
お
く
る
」
と
い
う
七
音
句
も
他
に
検
索
し
得
な
い
。「
ふ
き
お
く
る
」
と
い
う
句
も
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
見
え
始
め
、「
ふ
き
お
く
る
を

の
へ
の
か
ぜ
や
よ
わ
か
ら
む
す
え
ゑ
は
き
え
ぬ
る
し
か
の
声
か
な
」（
親
盛
集
・
四
四
）、「
あ
け
ぬ
と
て
野
べ
よ
り
山
に
い
る
鹿
の
あ
と
吹
き
お
く
る
萩
の
下

か
ぜ
」（
新
古
今
集
・
四
・
秋
上
・
三
五
一
・
源
通
光
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。

こ
と
ぞ
あ
や
し
き 

「
こ
と
」
は
初
句
か
ら
第
四
句
ま
で
の
す
べ
て
を
受
け
、
名
詞
句
と
し
て
ま
と
め
、
係
助
詞
「
ぞ
」
が
そ
れ
を
強
調
す
る
。
そ
こ
で
示
さ

I 
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れ
た
矛
盾
に
つ
い
て
、
詠
み
手
は
「
あ
や
し
」
と
評
価
す
る
と
こ
ろ
に
、
当
歌
の
中
心
が
あ
る
。「
あ
や
し
」
は
通
常
と
は
異
な
る
こ
と
に
対
す
る
驚
き
を
表

す
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
プ
ラ
ス
の
場
合
は
、
魅
力
的
の
意
と
な
り
、
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
、
不
審
・
異
常
・
下
賤
の
意
に
傾
く
。
当
歌
の
「
あ
や
し
」
は
、
矛

盾
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
自
体
を
面
白
が
っ
て
い
る
と
採
ら
な
け
れ
ば
、
歌
と
し
て
成
り
立
ち
よ
う
が
な
い
。「
こ
と
ぞ
あ
や
し
き
」
と
い
う
七
音
句
は
、「
あ

ら
た
ま
の
と
し
は
す
ぐ
れ
ど
あ
り
あ
け
の
月
の
か
は
ら
ぬ
こ
と
ぞ
あ
や
し
き
」（
道
命
阿
闍
梨
集
・
三
○
○
）
な
ど
当
歌
を
含
め
て
五
例
検
索
で
き
、
す
べ
て

が
結
句
に
位
置
し
、
平
安
時
代
の
用
例
で
あ
る
。
な
お
、【
補
注
】
参
照
。

【
補
注
】

　

風
が
、
春
と
秋
の
季
節
の
到
来
を
告
げ
る
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
古
代
和
歌
に
お
け
る
常
識
で
あ
る
。
事
実
、「
袖
ひ
ち
て
む
す

び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
」（
古
今
集
・
一
・
春
歌
上
・
二
・
紀
貫
之
）
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
歌
集
の
春
歌
と
秋
歌
の
冒
頭

部
に
は
、
風
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
風
は
風
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
な
ぜ
季
節
を
知
ら
せ
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て

の
詮
索
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
当
歌
は
「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
」
と
い
う
性
質
の
風
が
、
な
ぜ
「
と
し
を
へ
て
春
ふ
き
お
く
る
」
の
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
詮
索
し
、
矛
盾

と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
風
が
「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
」
の
は
春
限
定
な
の
か
、
そ
れ
と
も

季
節
を
問
わ
ず
一
般
的
に
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
」
も
の
な
ら
ば
、「
と
し
を
へ
て
春
ふ
く
お
く
る
」
こ
と
は
不

可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

　

一
つ
め
に
つ
い
て
は
、
風
つ
ま
り
空
気
の
流
れ
自
体
は
知
覚
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
「
そ
ら
な
る
」
風
な
ら
ば
、
季
節
を
問
わ
ず
「
は
か
な
し
」

と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
原
拠
詩
の
よ
う
に
「
狂
風
」
レ
ベ
ル
な
ら
ば
、
話
は
別
で
あ
る
。
二
つ
め
に
つ
い
て
は
、
季
節
の
到
来
は
知
覚
可
能
な
自
然
の
変
化
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
で
き
な
い
風
で
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、「
あ
き
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど

も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」（
古
今
集
・
四
・
秋
歌
上
・
一
六
九
・
藤
原
敏
行
）
の
よ
う
に
、
秋
の
到
来
を
「
風
の
お
と
」
と
い
う
聴
覚
刺
激
に
よ
っ

て
感
じ
取
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
「
お
と
」
は
、
風
に
よ
っ
て
事
物
の
発
す
る
音
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
風
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　

当
歌
と
同
じ
く
、
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
事
柄
を
取
り
上
げ
、
そ
の
関
係
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
「
あ
や
し
」
と
評
価
す
る
と
い
う
組
み
立
て
の
歌
は
、
万
葉

集
か
ら
見
ら
れ
る
。「
あ
ら
た
ま
の
五
年
経
れ
ど
我
が
恋
ふ
る
跡
な
き
恋
の
止
ま
な
く
も
怪
し
（
不
止
惟
恠
）」（
万
葉
集
・
十
一
・
二
三
八
五
）、「
住す

み
の
え吉
の
敷
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三
七

津
の
浦
の
な
の
り
そ
の
名
は
告の

り
て
し
を
逢
は
な
く
も
怪
し
（
不
相
毛
恠
）」（
万
葉
集
・
十
二
・
三
○
七
六
）
な
ど
の
よ
う
に
、「
止
ま
な
く
」「
逢
は
な
く
」

と
い
っ
た
ク
語
法
で
名
詞
化
さ
れ
、
そ
れ
が
係
助
詞
「
も
」
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
当
歌
で
は
「
こ
と
」
で
名
詞
化
し
、「
ぞ
」
が
下
接
す
る
と
い
う
違
い
は

あ
る
が
、
こ
う
し
た
万
葉
集
の
表
現
パ
タ
ー
ン
を
当
歌
は
引
き
継
い
で
い
る
と
見
て
よ
い
。
古
今
集
以
降
も
、「
た
ま
か
づ
ら
む
す
び
も
し
ら
ぬ
物
な
ら
ば
こ

の
い
で
き
け
む
こ
と
ぞ
あ
や
し
き
」（
伊
勢
集
・
二
○
○
）、「
か
げ
く
れ
て
ひ
か
り
な
き
を
も
こ
ろ
も
ぬ
ふ
い
と
を
も
よ
る
と
い
ふ
ぞ
あ
や
し
き
」（
忠
岑
集
・

一
三
一
）、「
う
ゑ
て
見
る
君
だ
に
し
ら
ぬ
花
の
名
を
我
し
も
つ
け
ん
事
の
あ
や
し
さ
」（
拾
遺
集
・
七
・
物
名
・
三
六
一
）
な
ど
の
よ
う
に
、（「（
こ
と
ぞ
）
あ

や
し
き
」
を
は
じ
め
と
し
て
、「
あ
や
し
か
り
け
り
」「
あ
や
し
さ
」
と
い
っ
た
歌
末
形
式
が
類
型
と
し
て
現
れ
る
。

【
比
較
対
照
】

　

当
歌
句
題
の
原
拠
詩
は
、
元
氏
長
慶
集
の
「
杏
園
」（
巻
十
六
）
と
い
う
題
の
七
言
絶
句
で
あ
り
、
そ
の
承
句
が
句
題
に
採
ら
れ
た
。

　
　

浩
浩
長
安
車
馬
塵
（
浩
浩
た
る
長
安
、
車
馬
の
塵
。）

　
　

狂
風
吹
送
毎
年
春
（
狂
風
吹
き
送
る
、
毎
年
の
春
。）

　
　

門
前
本
是
虚
空
界
（
門
前
本
よ
り
是
れ
、
虚
空
界
。）

　
　

何
事
栽
花
誤
世
人
（
何
事
ぞ
、
花
を
栽
ゑ
世
人
を
誤
る
は
。）

　

詩
題
に
あ
る
「
杏
園
」
と
は
、
長
安
の
東
南
の
景
勝
地
、
曲
江
池
の
西
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
庭
園
の
こ
と
で
、
例
年
、
そ
こ
で
科
挙
の
合
格
者
の
た
め
に
天

子
が
宴
会
を
催
し
た
。
こ
の
詩
に
は
科
挙
批
判
も
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
当
歌
に
は
そ
う
し
た
政
治
的
要
素
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

原
拠
詩
承
句
に
は
「
狂
風
」
と
あ
り
、
本
集
他
本
に
も
そ
の
本
文
が
あ
る
が
、
底
本
は
「
夜
風
」
と
す
る
。
字
形
と
し
て
誤
写
の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い

と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
意
図
的
に
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

　

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
狂
風
」
に
相
当
す
る
語
が
和
歌
と
り
わ
け
春
歌
に
は
馴
染
ま
な
か
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、「
夜
風
」
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
当
歌
の
雰
囲
気
を
表
す
の
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
よ
か
ぜ
」
と
い
う
、「
夜
風
」
の
訓
読
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
よ
う
と

思
え
ば
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
に
用
い
る
こ
と
は
な
く
、「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
風
」
の
よ
う
に
表
現
し
た
。
こ
れ
は
「
狂
風
」
に
は
ま
っ
た
く
そ

ぐ
わ
な
い
。
こ
の
表
現
が
「
夜
風
」
に
相
当
す
る
の
は
、
昼
で
は
な
く
、
周
囲
の
様
子
が
見
え
な
い
夜
だ
か
ら
こ
そ
、
風
が
「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
」
な
の

で
あ
る
。



三
八

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
風
に
関
し
て
、
句
題
の
「
吹
送
毎
年
春
」
と
、
当
歌
の
「
と
し
を
へ
て
春
ふ
き
お
く
る
」
は
ほ
ぼ
対
応
す
る
が
、
文
脈
的
に
は
大
き
く
異

な
る
。
原
拠
詩
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
半
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
世
を
「
虚
空
界
」
と
見
れ
ば
、
季
節
の
変
化
も
花
の
移
ろ
い
も
ま
や
か
し
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
歌
い
、
承
句
は
そ
の
事
実
を
示
す
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
当
歌
に
お
い
て
は
、【
補
注
】
に
詳
説
し
た
ご
と
く
、
歌
の
常
識
と
し
て
あ
っ
た
、
自

然
界
に
お
け
る
風
と
季
節
の
変
化
と
の
関
係
を
、
句
題
に
は
な
い
「
あ
や
し
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
す
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
は
か
な
く
て
そ
ら
な
る
」
と
い
う
表
現
に
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
原
拠
詩
転
句
の
「
虚
空
」
を
写
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
漢
語
「
虚
空
」

を
訓
読
し
た
と
お
ぼ
し
き
「
む
な
し
き
そ
ら
」
と
い
う
表
現
が
、
古
今
集
以
降
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当

歌
に
お
い
て
は
、
幻
像
の
風
と
現
像
の
春
と
の
関
係
を
「
あ
や
し
」
と
評
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
改
変
は
春
歌
と
い
う
位
置
付
け
の
た
め
で
あ
り
、
千
里
歌
と
し
て
の
独
自
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
読
み
手

に
も
ま
た
こ
の
原
拠
詩
が
知
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
外
性
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
結
句
を
句
題
と
し
て
、
花
の
移

ろ
い
を
予
想
す
る
歌
を
作
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
方
が
ま
だ
句
題
お
よ
び
原
拠
詩
と
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
よ
う
。『
新
撰
万

葉
集
』
に
も
、「
花
の
樹
は
今
は
掘
り
う
ゑ
じ
春
立
て
ば
移
ろ
ふ
色
に
人
習
ひ
け
り
」（
新
撰
万
葉
集
・
春
・
七
）
と
い
う
例
が
あ
る
よ
う
に
。

春
暖
山
華
処
々
開
（
春
暖
か
く
し
て
山
の
華
処
々
に
開
く
）

一
○　

あ
た
た
け
き
春
の
山
辺
の
花
の
み
ぞ
こ
こ
ろ
も
わ
か
ず
さ
き
み
だ
れ
け
る

【
通
釈
】

　

暖
か
な
春
の
山
辺
の
花
だ
け
が
、（
心
を
他
に
移
す
こ
と
も
な
く
）
ひ
た
む
き
に
咲
き
乱
れ
る
こ
と
だ
よ
。

【
語
釈
】

あ
た
た
け
き 

暖
か
い
、
暖
か
そ
う
だ
、
の
意
。
次
句
の
「
山
辺
」
を
修
飾
す
る
。
当
歌
の
他
に
、
万
葉
集
に
「
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
身
に
付
け
て
い
ま
だ
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三
九

は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ
（
暖
所
見
）」（
万
葉
集
・
三
・
三
三
六
・
沙
弥
満
誓
）
が
検
索
さ
れ
る
の
み
。「
あ
た
た
け
し
」「
あ
た
た
か
し
」「
あ
た
た
か
な
り
」
は
、

和
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
漢
詩
に
は
「
暖
」
字
は
多
く
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
和
漢
朗
詠
集
に
は
五
例
あ
る
。「
露
暖

南
枝
花
始
開
」（
春
・
梅
・
九
二
・
菅
原
文
時
）、「
沙
暖
鴛
鴦
敷
翅
眠
」（
水
付
漁
夫
・
五
一
一
・
白
居
易
）。
当
歌
も
、
句
題
の
「
暖
」
を
そ
の
ま
ま
使
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

春
の
山
辺
の 
「
山
辺
」
は
山
の
辺
り
、
山
に
近
い
と
こ
ろ
の
こ
と
。
季
節
を
春
に
特
定
し
た
例
と
し
て
、
万
葉
集
に
は
、「
…
…
久
邇
の
都
は　

う
ち
な
び
く　

春
さ
り
ぬ
れ
ば
（
春
去
奴
礼
婆
）　

山
辺
に
は
（
山
辺
尓
波
）　

花
咲
き
を
を
り
…
…
」（
万
葉
集
・
三
・
四
七
五
・
大
伴
家
持
）
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
古
今
集

前
後
に
な
る
と
、
新
撰
万
葉
集
に
三
首
（
二
九
・
三
一
・
五
九
。
五
九
は
「
夏
」
の
誤
写
か
）、
古
今
集
に
は
、「
あ
づ
さ
ゆ
み
は
る
の
山
辺
を
こ
え
く
れ
ば
道

も
さ
り
あ
へ
ず
花
ぞ
ち
り
け
る
」（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
一
一
六
・
紀
貫
之
）
な
ど
、
五
首
見
ら
れ
、
こ
の
頃
に
「
春
の
山
辺
」
が
定
着
し
た
表
現
に
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
集
に
は
こ
の
用
例
の
み
で
あ
る
が
、
当
歌
も
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
第
二
句
に
詠
ま
れ
る
。

花
の
み
ぞ 

万
葉
集
に
、「
花
の
み
」
を
含
む
句
は
「
は
し
け
や
し
我
家
の
毛け

桃も
も

本
繁
み
花
の
み
咲
き
て
（
花
耳
開
而
）
成
ら
ざ
ら
め
や
も
」（
万
葉
集
・
七
・

一
三
五
八
）、「
賄ま

ひ

し
つ
つ
君
が
生
ほ
せ
る
な
で
し
こ
が
花
の
み
問
は
む
（
波
奈
乃
未
等
波
無
）
君
な
ら
な
く
に
」（
万
葉
集
・
二
十
・
四
四
四
七
・
橘
諸
兄
） 

な
ど
、
八
例
見
ら
れ
る
が
、
八
代
集
で
は
金
葉
集
に
し
か
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
私
家
集
に
は
、「
あ
だ
な
れ
と
我
に
は
き
く
の
花
の
み
ぞ
う
つ
ろ
ふ

い
ろ
の
こ
さ
ま
さ
り
け
る
」（
躬
恒
集
・
一
三
三
）、「
を
る
人
も
な
き
や
ま
ざ
と
に
は
な
の
み
ぞ
む
か
し
の
春
を
わ
す
れ
ざ
り
け
る
」（
斎
宮
女
御
集
・
二
五
一
） 

な
ど
、
用
例
が
散
見
さ
れ
る
。
万
葉
集
で
は
、
挙
例
の
一
三
五
八
番
歌
の
よ
う
に
、「
花
の
み
」
の
後
「
さ
き
て
」
と
続
く
用
例
が
五
首
あ
り
、
そ
の
す
べ
て

が
「（
実
が
）
な
ら
ず
」
と
の
語
句
を
伴
う
、
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
当
歌
を
含
め
、
平
安
時
代
に
は
、
そ
う
し
た
類
型
的
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
当
歌
は
、

「
山
辺
の
花
の
み
ぞ
」
が
「
さ
き
み
だ
れ
け
る
」
に
か
か
る
も
の
の
、「
さ
き
（
て
）」
が
連
続
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
も
万
葉
集
の
類

型
性
は
見
ら
れ
な
い
。
当
集
八
番
歌
に
は
「
花
を
の
み
」
と
い
う
、
助
詞
「
を
」
を
挟
む
表
現
が
あ
る
。
そ
の
【
語
釈
】
該
項
も
参
照
。
な
お
、『
全
釈
』
で
は
、

こ
の
「
花
」
を
桜
の
花
と
特
定
し
て
い
る
。「
山
辺
」
と
い
う
場
所
柄
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
は
い
え
、「
花
の
み
ぞ
」
お
よ
び
後
出
の
「
さ
き

み
だ
れ
け
る
」
の
類
例
を
見
る
か
ぎ
り
は
、
断
定
し
か
ね
る
。
当
集
に
「
の
み
」
は
一
五
例
、
全
歌
数
の
一
○
％
強
も
見
ら
れ
る
。
古
今
集
の
七
四
例
（
六
・

七
％
）
よ
り
多
い
。
新
撰
万
葉
集
と
の
表
現
の
比
較
に
お
い
て
、
当
集
が
表
現
の
限
定
・
強
調
の
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
「
の
み
」
が
あ
る
（
半
沢
幹
一

「
大
江
千
里
『
句
題
和
歌
』
に
お
け
る
和
歌
」（
日
本
文
芸
研
究
会
編
『
伝
統
と
変
容
』
ペ
リ
カ
ン
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
）
参
照
）。
こ
れ
は
、
古
今
集
と



四
〇

の
比
較
に
お
い
て
も
言
い
う
る
。

こ
こ
ろ
も
わ
か
ず 

「
こ
こ
ろ
」
は
、
文
脈
的
に
は
「
花
」
の
心
と
な
り
、
花
を
擬
人
化
し
て
い
る
。「
こ
こ
ろ
も
わ
か
ず
」
は
、
心
を
分
け
る
、
つ
ま
り
心
を

他
に
移
す
こ
と
も
な
く
、
の
意
で
、「
さ
き
み
だ
れ
け
る
」
を
修
飾
す
る
。「
こ
こ
ろ
＋
（
助
詞
）
＋
わ
か
ず
」
の
用
例
は
少
な
く
、「
ゆ
き
か
よ
ひ
は
な
に
こ

こ
ろ
は
わ
か
ね
ど
も
は
る
の
か
す
み
は
な
ほ
へ
だ
て
け
り
」（
兼
澄
集
・
二
）、「
宮
城
野
の
小
萩
が
も
と
と
知
ら
ま
せ
ば
つ
ゆ
も
こ
こ
ろ
を
わ
か
ず
ぞ
あ
ら
ま

し
」（
源
氏
物
語
・
東
屋
・
七
二
六
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

さ
き
み
だ
れ
け
る 
底
本
は
、「
た
る
」
の
「
た
」
を
見
せ
消
ち
と
し
「
け
」
を
傍
書
す
る
。 「
さ
き
み
だ
る
」
は
、
花
が
入
り
乱
れ
る
よ
う
に
咲
く
と
い
う
意
。

平
安
時
代
の
和
歌
で
は
、「
み
わ
た
せ
ば
か
す
が
の
の
べ
に
か
す
み
た
ち
さ
き
み
だ
れ
た
る
さ
く
ら
ば
な
か
も
」（
家
持
集
・
三
一
）、「
お
ほ
か
た
の
秋
な
ら
ね

ど
も
わ
が
や
ど
に
さ
き
み
だ
れ
た
る
花
と
こ
そ
み
れ
」（
高
遠
集
・
一
七
二
）
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
「
け
り
」
で
は
な
く
「
た
り
」
が
下
接
し
、
連

体
修
飾
表
現
と
な
る
。「
け
り
」
を
下
接
す
る
用
例
は
少
な
く
、「
あ
を
や
ぎ
の
い
と
よ
り
か
く
る
春
の
の
は
い
ろ
い
ろ
花
ぞ
さ
き
み
だ
れ
け
る
」（
千
穎
集
・

五
）、「
秋
く
れ
ば
い
と
よ
り
か
く
る
萩
の
え
は
む
ら
ご
に
花
ぞ
さ
き
み
だ
れ
け
る
」（
播
磨
守
兼
房
朝
臣
歌
合
・
九
）
が
見
ら
れ
る
程
度
で
、
当
歌
と
同
じ
く

結
句
に
置
か
れ
る
。
こ
の
二
首
は
、「
糸
」
の
縁
語
と
し
て
「
さ
き
み
だ
る
」
が
用
い
ら
れ
、「
さ
き
み
だ
る
」
の
「
み
だ
る
」
は
、
そ
の
「
糸
」
と
い
う
見
立

て
の
「
あ
を
や
ぎ
」
や
「
萩
の
え
」
の
せ
い
だ
と
す
る
詠
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、「
糸
」
が
詠
み
込
ま
れ
ず
に
「
さ
き
み
だ
る
」
が
用
い
ら
れ
る
当
歌

と
は
異
な
る
。

【
補
注
】

　

当
歌
は
、「
春
の
色
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
さ
と
は
あ
ら
じ
さ
け
る
さ
か
ざ
る
花
の
見
ゆ
ら
む
」（
古
今
集
・
二
・
春
下
・
九
三
）
と
い
う
、
春
の
到
来
は
ど
こ

で
も
変
わ
り
な
い
は
ず
な
の
に
、
開
花
が
同
時
で
は
な
い
こ
と
を
訝
し
む
歌
に
対
す
る
答
歌
に
も
な
り
そ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。

　

当
歌
の
眼
目
は
、
歌
末
の
「
け
る
」
の
示
す
発
見
が
、
上
句
の
「
あ
た
た
け
き
春
の
山
辺
の
花
の
み
ぞ
」
の
「
あ
た
た
け
き
春
の
山
辺
」
だ
か
ら
こ
そ
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
山
辺
と
は
、
同
じ
く
山
辺
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
き
わ
日
当
た
り
の
良
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
裏
を
返
せ
ば
、「
山
辺
」
以
外
の

場
所
、
さ
ら
に
は
「
あ
た
た
け
き
春
の
山
辺
」
以
外
の
場
所
で
は
、
花
が
ま
だ
咲
い
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
咲
き
始
め
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
こ
こ
だ
け
こ
ん
な
に
花
が
咲
い
て
い
る
の
か
と
い
う
、
自
然
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
素
朴
な
疑
問
を
、
機
知
的
な
趣
向
と
し
て
歌
に
仕
立
て
る
の
は
、

い
か
に
も
古
今
的
な
歌
風
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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な
お
、
赤
人
集
に
は
、「
あ
た
ら
し
き
は
る
の
山
べ
の
は
な
の
み
ぞ
と
こ
ろ
も
わ
か
ず
さ
き
に
ち
り
け
る
」（
一
八
）
と
い
う
、
当
歌
と
類
似
す
る
歌
が
あ
る
。

「
あ
た
ら
し
き
は
る
」
は
「
新
春
」
と
い
う
漢
語
の
訓
読
を
思
わ
せ
る
が
、
語
句
の
「
さ
き
に
ち
り
け
る
」
と
整
合
し
な
い
。

【
比
較
対
照
】  

　

原
拠
詩
は
不
明
で
あ
る
が
、
句
題
の
表
現
内
容
か
ら
し
て
、
詩
の
前
半
部
に
位
置
す
る
と
推
測
さ
れ
、
春
歌
と
し
て
取
り
上
げ
や
す
い
景
物
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
句
題
に
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
句
題
と
歌
の
表
現
上
の
対
応
関
係
を
見
る
と
、
句
題
の
「
春
暖
」
と
歌
の
「
あ
た
た
け
き
春
」、
同
じ
く
「
山
華
」
に
「
山
辺
の
花
」、「
開
」
に
「
さ

き
み
だ
れ
け
る
」
の
よ
う
に
、「
処
々
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

　

句
題
の
「
処
々
」
に
対
し
て
は
、
別
本
の
「
と
こ
ろ
も
わ
か
ず
」
の
ほ
う
が
、
意
味
的
に
は
よ
り
似
つ
か
わ
し
い
。「
と
こ
ろ
も
わ
か
ず
」
は
、
場
所
の
区

別
な
く
、
つ
ま
り
至
る
と
こ
ろ
で
、
の
意
を
表
す
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
と
」
と
「
こ
」
は
崩
し
字
の
字
形
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
誤
写
の
可

能
性
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
句
題
と
の
距
離
が
あ
る
「
こ
こ
ろ
も
わ
か
ず
」
の
ほ
う
が
、
歌
独
自
の
創
作
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
句
題
は
春
の
情
景
を
描
写
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
写
し
て
も
歌
と
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

当
歌
に
お
い
て
付
加
さ
れ
た
「
ぞ
」
と
歌
末
の
「
け
る
」
の
係
り
結
び
、「
花
の
み
」
の
「
の
み
」
に
よ
る
限
定
と
い
う
表
現
と
と
も
に
、「
こ
こ
ろ
も
わ
か
ず
」

と
い
う
措
辞
に
よ
っ
て
、
歌
と
し
て
の
抒
情
な
り
趣
向
な
り
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
こ
こ
ろ
も
わ
か
ず
」
と
い
う
表
現
が
、「
山
辺
の
花
」
を
擬
人
化
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
擬
人
化
は
「
さ
き
み
だ
れ
け
る
」
の
「
み
だ
れ
」
と
い
う
、
句
題

に
付
加
さ
れ
た
表
現
に
も
及
ぶ
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
擬
人
化
を
維
持
す
る
た
め
に
、「
さ
き
み
だ
る
」
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
あ
た
た
け
き
春
の
山
辺
」
に
あ
っ
て
は
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
、「
花
」
も
喜
ん
で
、
ひ
た
む
き
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
、

和
歌
ら
し
い
、
自
然
に
対
す
る
感
情
移
入
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
付
記
】

　

本
論
に
お
け
る
小
池
担
当
分
に
関
し
て
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
６
Ｋ
０
２
３
９
０
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
に
よ
る
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。


