
中
世
文
学
の
中
に
は
世
の
無
常
を
語
る
作
品
が
多
い
が
、
無
常
観
は
中

世
文
学
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
既
に
上
代
か
ら
現
れ
る
。
仏
教
の
無
常

観
に
限
ら
な
け
れ
ば
、
広
く
人
や
物
の
移
り
変
わ
り
や
死
を
意
識
し
た
と

い
う
意
味
で
、
た
と
え
ば
万
葉
集
の
挽
歌
な
ど
に
は
早
く
か
ら
そ
う
い
う

無
常
観
が
現
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
影
響
を
受
け
た

無
常
観
も
、
万
葉
第
三
期
に
は
既
に
明
確
に
現
れ
、
大
伴
旅
人
や
山
上
憶

良
の
諸
作
品
に
深
く
影
を
落
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
平
安
以
前
の
無
常
を
語
る
作
品
群
の
中
で
、
ど
れ
が
後
世
に

与
え
た
影
響
が
大
き
か
っ
た
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
単
純
に
比
較
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
が
、
た
と
え
ば
古
今
集
の

題

し

ら

ず

読

人

し

ら

ず

世
中
は
何
か
常
な
る
飛
鳥
川
昨
日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る
（
巻
十

(
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八
雑
歌
下
九
三
三
）

な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
の
一
っ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
読

者
を
感
動
さ
せ
る
秀
歌
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
古
来
人
口
に
謄
炎
し
、

後
世
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ

は
じ
め
に

た
と
え
ば
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
（
小
島
憲
之
•
新
井

栄
蔵
校
注
一
九
八
九
年
二
月
二

0
日
岩
波
書
店
。
以
下
「
新
大
系
」
と
略

称
す
る
）
に
お
け
る
九
三
三
番
歌
の
脚
注
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

世
の
中
と
い
う
も
の
は
、
何
を
一
定
不
変
の
も
の
と
し
得
よ
う
か
。

「
明
日
」
と
い
う
名
の
あ
の
「
飛
鳥
川
」
だ
っ
て
、
昨
日
も
あ
れ
ば

今
日
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
証
拠
に
は
、
昨
日
ま
で
の
深
い
淵
が

今
日
は
浅
い
瀬
に
な
る
の
だ
。

0
世
中
単
に
抽
象
的
に
社
会
と
い

う
の
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
あ
い
だ
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
方
と

い
う
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
う
。
名
義
抄
「
人
間
ヨ
ノ

ナ
カ
」
。
↓
四
七
五
。

0
常
一
定
不
変
を
い
う
概
念
で
、
万
葉
集
以

来
例
が
多
い
。
〇
あ
す
か
河
変
る
こ
と
の
代
表
的
景
物
。
↓
三
四

一
。
▽
昨
日
・
今
日
・
明
日
↓
八
六
一
。
「
世
の
中
に
、
い
づ
れ
の
こ

と
か
、
い
か
な
る
わ
ざ
か
、
常
な
ら
ん
と
思
ひ
取
る
心
な
り
」
（
両
度

飛
鳥
川
の
淵
瀬

↓
今
集
九
三
三
番
歌
の
成
立
と
受
容

古
今
集
九
三
三
番
歌
の
飛
鳥
川

の
歌
の
古
今
集
の
注
釈
書
に
お
け
る
解
釈
に
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
っ

た
。
或
い
は
私
の
読
み
の
方
に
問
題
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
も
あ
れ
私

見
を
披
露
し
て
大
方
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

杉

浦

清

志

-1-



聞
書
）

こ
の
注
の
場
合
、
現
代
語
訳
の
中
の
「
昨
日
も
あ
れ
ば
今
日
も
あ
る
の

で
あ
っ
て
」
と
い
う
部
分
は
要
す
る
に
「
昨
日
と
今
日
は
違
う
」
と
い
う

意
味
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
ま
ま
の
表
現
で
は
、
「
あ
れ
」
「
あ
る
」
を
存

在
す
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
出
来
、
そ
う
す
る
と
全
く
逆
の
意

味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
「
〇
あ
す
か
河
変
る
こ
と
の
代
表
的
景
物
」

と
し
な
が
ら
、
飛
鳥
川
の
変
化
を
詠
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
三
四
一
番
歌
（
後

出
）
の
参
照
を
指
示
す
る
点
も
説
明
不
足
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も

疑
問
な
の
は
、
飛
鳥
川
を
「
変
る
こ
と
の
代
表
的
景
物
」
と
説
明
す
る
こ

と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
新
大
系
独
自
の
解
説
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
『
現
代
語
訳
対
照

古
今
和
歌
集
』
（
小
町
谷
照
彦
訳
注
一
九
八
二
年
六
月
二
十
五
日
旺
文
社
文

庫
）
も
、
「
「
飛
鳥
川
」
は
、
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
象
徴
す
る
地
名
」
と

す
る
し
、
古
く
『
顕
注
密
勘
抄
」
（
日
本
歌
学
大
系
別
巻
五
）
に
「
あ
す
か

河
は
水
の
増
り
お
と
る
事
の
し
げ
き
に
や
、
彼
河
に
し
も
よ
せ
て
、
世
中

の
あ
ら
た
ま
り
や
す
き
こ
と
を
あ
ら
は
せ
り
」
と
あ
る
の
も
、
同
じ
認
識

と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
の
歌
に
お
い

て
、
飛
鳥
川
が
「
変
わ
る
こ
と
の
代
表
的
景
物
」
や
「
め
ま
ぐ
る
し
い
変

化
を
象
徴
す
る
地
名
」
で
あ
っ
て
は
困
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
歌
は
飛
鳥
川
の
昨
日
の
淵
が
今
日
は
瀬
に
な
っ
て
し
店
う
と
い
う

事
実
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
必
ず
変

化
す
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
時
仮
に
飛
鳥
川
が
変
化

し
や
す
い
川
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
世
に

は
そ
う
い
う
飛
鳥
川
ほ
ど
に
は
変
化
の
激
し
く
な
い
も
の
が
無
数
に
存
在

す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
も
特
に
変
化
し
や

す
い
事
例
を
挙
げ
て
、
そ
れ
よ
り
変
化
の
激
し
く
な
い
も
の
が
変
化
す
る

の
だ
、
な
ど
と
す
る
主
張
の
仕
方
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
た
と
え
ば
『
方
丈
記
』
は
、
「
ユ
ク
河
ノ
ナ
ガ
レ
ハ
、
絶

(
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ェ
ズ
シ
テ
、
シ
カ
モ
モ
ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
始
ま
る
。
こ
こ
で
方
丈
記

は
、
ま
ず
「
ユ
ク
河
ノ
ナ
ガ
レ
ハ
、
絶
エ
ズ
」
と
、
い
か
に
も
永
遠
に
見

え
る
も
の
を
提
示
し
て
、
「
シ
カ
モ
モ
ト
ノ
水
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
、
そ
れ
が
実

際
は
変
化
し
て
い
る
の
だ
と
論
ず
る
。
方
丈
記
は
こ
の
後
、
火
事
・
大
風
・

都
遷
り
・
飢
饉
・
大
地
震
な
ど
と
い
っ
た
災
害
の
例
を
挙
げ
て
世
の
無
常

を
説
く
が
、
そ
の
論
法
は
常
に
、
い
か
に
変
わ
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
物
で

も
実
は
変
わ
る
の
だ
と
い
う
、
冒
頭
と
同
じ
論
法
で
あ
る
。
火
事
や
大
風

や
飢
饉
は
、
長
い
目
で
見
れ
ば
頻
繁
に
起
こ
っ
た
と
も
見
え
よ
う
が
、
日

常
的
と
い
う
程
で
は
な
か
ろ
う
。
京
の
都
は
四
百
年
来
そ
こ
を
都
と
し
て

来
た
人
々
に
と
っ
て
、
そ
こ
が
都
で
な
く
な
る
事
態
な
ど
到
底
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
地
は
磐
石
で
あ
る
こ
と
が
通
常
の
観
念
で

あ
る
。
が
そ
う
し
た
一
見
堅
固
に
見
え
る
事
柄
も
、
あ
る
時
急
激
に
変
化

す
る
。
そ
れ
が
都
遷
り
で
あ
り
地
震
で
あ
る
。
そ
う
い
う
一
見
堅
固
に
見

え
る
も
の
で
さ
え
変
化
す
る
の
だ
か
ら
、
始
め
か
ら
そ
れ
ほ
ど
堅
固
に
は

見
え
な
い
、
例
え
ば
人
間
・
人
事
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
変
化
す
る
の
が

当
た
り
前
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
論
理
で
あ
っ

こ。t
 

(3) 

「
飛
鳥
川
の
淵
瀬
常
な
ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば
」
と
、
正
に
こ
の
歌
の
引

用
か
ら
始
ま
る
『
徒
然
草
』
二
十
五
段
は
、
道
長
の
造
営
し
た
京
極
殿
・

法
成
寺
が
、
兼
好
の
時
代
に
は
既
に
見
る
影
も
な
く
荒
廃
し
て
い
た
例
を

引
い
て
世
の
無
常
を
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
京
極
殿
・
法
成
寺
が
変
化
し
易

い
も
の
の
典
型
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
道
長
と
い
う
強
大
な
勢
力
を
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誇
っ
た
人
物
が
財
を
傾
け
て
造
っ
た
ゆ
え
に
、
い
つ
ま
で
も
荒
廃
す
る
は

ず
な
ど
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
（
「
い
か
な
ら
ん
世
に
も
、
か
ば
か
り
あ
せ

は
て
ん
と
は
お
ぼ
し
て
ん
や
」
）
。
そ
う
い
う
堅
固
な
建
物
で
さ
え
、
時
の

流
れ
の
中
で
は
荒
廃
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
よ
り

も
遥
か
に
は
か
な
く
見
え
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
時
の
間
に
変
化
し
て
し

ま
う
の
は
当
た
り
前
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
世
の
あ
ら
ゆ
る
物
が
変
化
す
る
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、

出
来
る
だ
け
変
化
し
に
く
い
と
見
え
る
例
を
挙
げ
て
、
そ
れ
で
さ
え
変
化

す
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
そ
れ
よ
り
変
化
し
や
す
い
も
の
が
変
化
し
な
い

は
ず
は
な
い
、
と
い
う
論
法
を
取
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の

歌
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
後
世
こ
の
歌
の
影
響
下
に
成
っ
た
あ

ま
た
の
歌
々
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
飛
鳥
川

は
変
わ
り
易
い
も
の
の
典
型
な
ど
で
は
な
く
、
全
く
逆
に
、
む
し
ろ
永
遠

に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

実
は
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
見
え
る
注
釈
も
あ
り
、
管
見
の
範
囲
で
は

(
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金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
と
窪
田
空
穂
『
古
今
和
歌
集
評
釈
下

(
5
)
 

巻
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
金
子
評
釈
は
「
着
想
は
、
例
の
仏
教
思
想
に
し

て
、
即
ち
、
涅
槃
経
の
諸
行
無
常
観
な
り
。
そ
の
奇
警
な
る
点
は
、
余
り
、

変
転
な
き
物
の
や
う
に
、
人
の
思
ひ
す
て
た
る
地
象
に
属
す
る
川
を
枯
出

し
て
、
そ
の
証
左
と
し
た
る
に
あ
り
」
と
書
き
、
窪
田
評
釈
は
「
人
事
の

推
移
の
は
げ
し
さ
を
歎
い
て
い
る
人
が
、
推
移
の
な
い
地
象
の
飛
鳥
川
を

見
て
、
出
水
の
た
め
に
一
夜
で
状
態
の
変
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
そ
れ

が
刺
激
と
な
っ
て
世
間
と
い
う
も
の
の
真
相
を
大
観
し
、
歎
き
を
深
め
る

と
と
も
に
、
諦
め
の
心
を
持
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

「
読
人
し
ら
ず
」
と
さ
れ
る
こ
の
歌
の
作
者
は
、
飛
鳥
川
を
変
化
し
や

す
い
も
の
の
象
徴
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
変
化
し
に
く
い
自
然
物
の
一

っ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
永
遠
に
近
い
と
思
わ
れ
た

飛
鳥
川
が
、
あ
る
時
急
激
に
変
化
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
飛
鳥
川
ほ
ど
永
遠

に
近
い
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
変
化
す
る
の
は
当

た
り
前
な
の
だ
、
と
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
飛
鳥
川
は
古
来
そ
の
流
れ
が
変
化
し

や
す
い
川
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
多
く
の
古
今
集
注
釈
書
も
そ
の
事
を
述

べ
る
が
、
こ
こ
に
は
歴
史
地
理
学
の
知
見
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
日

本
地
名
大
辞
典
29
奈
良
県
』
（
平
成
二
年
三
月
八
日
角
川
書
店
）
の
解
説
を

弓

vあ
す
か
が
わ
飛
鳥
川
竜
在
峠
付
近
よ
り
発
し
、
高
市
郡
明
日
香

村
祝
戸
で
稲
淵
川
と
冬
野
川
（
細
川
）
を
合
流
し
、
大
和
三
山
の
間

を
西
北
に
流
れ
、
橿
原
市
八
木
と
同
市
今
井
の
間
を
通
り
、
北
上
し

て
河
合
町
河
合
付
近
で
大
和
川
に
合
流
す
る
。
延
長
二
五

km
、
流
域

面
積
四
ニ
・
九
平
方
km
。
明
日
香
村
祝
戸
ま
で
は
岩
の
間
隙
を
縫
う

よ
う
な
渓
流
で
、
祝
戸
よ
り
同
村
豊
浦
ま
で
の
両
岸
に
段
丘
を
形
成

す
る
。
か
つ
て
は
、
豊
浦
か
ら
北
流
し
、
天
ノ
香
久
山
の
西
方
を
流

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
地
盤
変
動
で
流
れ
の
向
き
が
変
わ

り
甘
樫
丘
と
雷
丘
の
間
を
切
っ
て
北
西
に
転
じ
た
。
甘
樫
丘
の
北
側

で
は
、
河
床
に
花
岡
岩
が
露
出
し
、
「
石
出
の
滝
」
と
な
っ
て
い
る
（
明

日
香
村
史
）
。
橿
原
市
小
房
町
か
ら
今
井
町
に
か
け
て
は
ク
ラ
ン
ク
状

に
曲
流
し
、
こ
の
付
近
が
た
び
た
び
破
堤
し
、
橿
原
市
に
水
害
を
も

た
ら
し
た
。
本
格
的
な
堤
防
改
修
は
大
正
以
降
で
、
昭
和
に
な
っ
て

か
ら
は
洪
水
の
被
害
は
な
く
な
っ
た
（
以
下
省
略
）

そ
こ
で
昔
か
ら
変
化
の
激
し
か
っ
た
ら
し
い
飛
鳥
川
を
、
古
今
集
九
三
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万
葉
集
に
は
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
歌
が
二
十
四
首
（
「
あ
す
か
が
は
」
ま
た

は
「
あ
す
か
の
か
は
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
）
見
出
せ
る
が
、

そ
の
全
て
が
大
和
明
日
香
の
飛
鳥
川
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
巻
十
に
は

河
内
の
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
か
と
見
ら
れ
る
一
首
が
、
巻
十
四
に
は
或
い
は

東
国
の
飛
鳥
川
（
こ
ち
ら
は
現
在
の
ど
の
川
に
該
当
す
る
か
不
明
）
を
詠

ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
二
首
が
含
ま
れ
る
。

明
日
香
川
黄
葉
流
る
葛
城
の
山
の
木
の
葉
は
今
し
散
る
ら
し
（
巻
十

(
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秋
雑
歌
ニ
ニ
―
四
、
ニ
ニ
―

0
)

阿
須
可
川
下
濁
れ
る
を
知
ら
ず
し
て
背
な
な
と
二
人
さ
寝
て
悔
し
も

（
巻
十
四
相
聞
三
五
六
六
、
三
五
四
四
）

安
須
可
川
堰
く
と
知
り
せ
ば
あ
ま
た
夜
も
率
寝
て
来
ま
し
を
堰
く
と

知
り
せ
ば
（
同
三
五
六
七
、
三
五
四
五
）

こ
れ
ら
が
本
当
に
河
内
や
東
国
の
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
は

万
葉
学
者
の
間
で
も
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
或
い
は
大
和
の
飛
鳥
川
か
と

す
る
説
も
あ
る
。
が
そ
れ
ら
の
詳
細
は
万
葉
集
の
諸
注
釈
に
譲
り
、
本
稿

の
考
察
対
象
か
ら
は
外
し
て
お
き
、
こ
こ
で
は
古
今
集
九
三
三
番
歌
と
同

じ
く
大
和
の
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
残
り
二
十
一
首
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

さ
て
前
掲
金
子
評
釈
は
「
万
葉
を
検
す
る
に
、
山
川
に
て
、
瀬
の
早
き

万
葉
集
に
お
け
る
飛
鳥
川

三
番
歌
の
作
者
は
な
ぜ
永
遠
に
近
い
も
の
と
捉
え
、
そ
の
変
化
を
あ
た
か

も
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
詠
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
次
の
問
題
と
な
ろ
う
。
次
節
で
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
こ
の
川
の
扱

い
を
探
る
こ
と
を
通
し
て
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
と
、
淀
の
あ
る
こ
と
、
玉
藻
の
お
ひ
た
る
こ
と
、
蛙
の
鳴
く
こ
と
、
身

そ
ぎ
す
る
こ
と
な
ど
の
み
見
え
た
り
」
と
す
る
。
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ

と
ば
辞
典
』
（
昭
和
五
八
年
―
二
月
二

0
日
角
川
書
店
）
に
も
「
飛
鳥
、
藤

原
に
都
が
あ
っ
た
時
代
は
当
然
よ
く
歌
に
よ
ま
れ
た
は
ず
だ
が
、
「
明
日
香

川
あ
す
だ
に
見
む
と
思
へ
や
も
我
が
大
君
の
御
名
忘
れ
せ
ぬ
」
（
万
葉
集
・

巻
二
）
の
よ
う
な
同
音
反
復
的
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
を
除
け
ば
、

「
明
日
香
川
し
が
ら
み
渡
し
塞
か
ま
せ
ば
流
る
る
水
も
の
ど
か
に
あ
ら
ま

し
」
（
万
葉
集
・
巻
二
）
「
飛
鳥
川
行
く
瀬
を
早
み
早
け
む
と
待
つ
ら
む
妹

を
こ
の
日
暮
ら
し
つ
」
（
同
・
巻
十
一
）
の
よ
う
に
流
れ
が
早
い
と
い
う
把

握
が
一
般
的
で
あ
っ
た
」
と
い
う
分
析
が
載
る
が
、
金
子
評
釈
の
方
が
詳

(
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し
い
の
で
、
そ
の
分
析
を
手
が
か
り
に
見
て
行
く
。

ま
ず
「
山
川
」
で
あ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
は
、

葦
原
の
瑞
穂
の
国
に
手
向
け
す
と
天
降
り
ま
し
け
む
（
中
略
）

神
な
び
の
み
も
ろ
の
神
の
帯
ば
せ
る
明
日
香
の
川
の
水
脈

早
み
生
し
た
め
か
た
き
（
下
略
|
券
]
十
三
雑
歌
三
二
四
一
、
三
二

二
七
）

春
さ
れ
ば
花
咲
き
を
を
り
秋
づ
け
ば
丹
の
ほ
に
も
み
つ
味

酒
を
神
な
び
山
の
帯
に
せ
る
明
日
香
の
川
の
早
き
瀬
に
生

ふ
る
玉
藻
の
（
下
略
ー
同
相
聞
三
二
八

0
、
三
二
六
六
）

の
二
首
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
か
。
ど
ち
ら
も
「
瀬
の
早
き
こ
と
」
を
詠
ん
だ

も
の
で
も
あ
り
、
三
二
八

0
に
は
玉
藻
が
詠
ま
れ
て
も
い
る
。

次
に
山
川
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
「
瀬
の
早
き
こ
と
」
を

詠
ん
だ
も
の
と
し
て
は
、

明
日
香
川
し
が
ら
み
渡
し
塞
か
ま
せ
ば
進
め
る
水
も
の
ど
に
か
あ
ら

ま
し
（
巻
二
挽
歌
一
九
七
柿
本
人
麿
）
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絶
え
ず
行
く
明
日
香
の
川
の
淀
め
ら
ば
故
し
も
あ
る
と
人
の
見
ま
く

に
（
巻
七
響
喩
歌
一
三
八
三
、
一
三
七
九
）

今
行
き
て
聞
く
も
の
に
も
が
明
日
香
川
春
雨
降
り
て
た
ぎ
つ
瀬
の
音

を
（
巻
十
春
雑
歌
一
八
八
二
、
一
八
七
八
詠
河
）

明
日
香
川
水
行
き
ま
さ
り
い
や
日
異
に
恋
の
ま
さ
ら
ば
あ
り
か
つ
ま

し
じ
（
巻
十
一
寄
物
陳
思
二
七
―
-
、
二
七

0
三）

明
日
香
川
行
く
瀬
を
早
み
早
け
む
と
待
つ
ら
む
妹
を
こ
の
日
く
ら
し

つ
（
同
寄
物
陳
思
二
七
二
二
、
二
七
一
三
）

明
日
香
川
高
川
避
き
て
来
し
も
の
を
ま
こ
と
今
夜
は
明
け
ず
も
行
か

ぬ
か
（
巻
十
二
正
述
心
緒
二
八
七

0
、
二
八
五
九
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

次
に
「
淀
の
あ
る
こ
と
」
が
わ
か
る
歌
と
し
て
は
、

明
日
香
川
川
淀
さ
ら
ず
立
つ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に

（
巻
―
―
一
雑
歌
三
二
八
、
三
二
五
山
部
赤
人
）

明
日
香
川
七
瀬
の
淀
に
棲
む
鳥
も
心
あ
れ
こ
そ
波
立
て
ざ
ら
め
（
巻

七
誓
喩
歌
一
三
七

0
、
一
三
六
六
）

の
二
首
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
世
飛
鳥
川
の
「
七
瀬
の
淀
」
を
詠
ん
だ
歌
は

(
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多
く
、
後
者
は
そ
の
本
歌
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
一
三
八
三

に
「
絶
え
ず
行
く
明
日
香
の
川
の
淀
め
ら
ば
故
し
も
あ
る
と
人
の
見
ま
く

に
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
川
水
が
淀
む
と
い
う
事
態
は
飛
鳥
川
の
流
れ
が

速
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
背
馳
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
川
筋
に

曲
折
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
速
く
流
れ
る
部
分
も
あ
れ
ば
淀
み
も
あ
る
の
だ

ろ
う
。
数
多
く
の
淀
み
の
あ
る
川
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
、
確
か
に
万
葉
歌

に
は
あ
っ
た
と
押
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

次
に
「
玉
藻
の
お
ひ
た
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
挙
げ
た
三
二
八

0
の
ほ
か
に
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

飛
ぶ
鳥
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
は
下
つ
瀬

に
流
れ
触
ら
ば
ふ
（
下
略
~
二
挽
歌
一
九
四
柿
本
朝
臣
人
麿
）

飛
ぶ
鳥
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
石
橋
渡
す
下
つ
瀬
に
打

橋
渡
す
石
橋
に
生
ひ
靡
け
る
玉
藻
も
ぞ
絶
ゆ
れ
ば
生
ふ
る

（
下
略
ー
同
一
九
六
柿
本
朝
臣
人
麿
）

明
日
香
川
瀬
々
に
玉
藻
は
生
ひ
た
れ
ど
し
が
ら
み
あ
れ
ば
靡
き
あ
は

な
く
に
（
巻
七
響
喩
歌
一
三
八
四
、
一
三
八

0
)

明
日
香
川
瀬
々
の
玉
藻
の
う
ち
靡
き
心
は
妹
に
寄
り
に
け
る
か
も
（
巻

十
三
相
聞
三
二
八
一
、
三
二
六
七
）

こ
れ
ら
に
見
え
る
〈
玉
藻
が
靡
く
〉
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
同
時
に
飛

鳥
川
の
流
れ
の
速
さ
を
も
読
み
取
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
蛙
の
鳴
く
こ
と
」
を
詠
ん
だ
も
の
は
次
の
一
首
だ
け
で
あ
る
。

今
日
も
か
も
明
日
香
の
川
の
夕
さ
ら
ず
か
は
づ
鳴
く
瀬
の
さ
や
け
く

あ
る
ら
む
（
巻
三
雑
歌
三
五
九
上
古
麿
）

こ
の
歌
の
場
合
、
金
子
評
釈
の
分
析
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
飛
鳥
川
の

「
さ
や
け
」
さ
、
懐
か
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
『
万
葉
集
全
注
巻
三
』
（
西
宮
一
民
）
は
、
作
者
上
古
麿
は
伝
未
詳

だ
が
、
「
奈
良
遷
都
後
、
飛
鳥
の
故
郷
を
偲
ん
で
作
っ
た
歌
で
あ
ろ
う
」
と

述
べ
て
い
る
。

明
日
香
川
川
門
を
清
み
後
れ
居
て
恋
ふ
れ
ば
都
い
や
遠
そ
き
ぬ
（
巻

一
九
ー
四
二
八
二
、
四
二
五
九
「
左
中
弁
中
臣
朝
臣
清
麿
伝
誦
古
京

時
歌
」
）

も
そ
の
よ
う
な
例
と
考
え
ら
れ
、
「
飛
鳥
川
」
乃
至
「
飛
鳥
の
川
」
と
い
っ

た
表
現
で
は
な
い
が
、
「
明
日
香
の
古
き
都
は
山
高
み
川
と
ほ
し
ろ
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し
春
の
日
は
山
し
見
が
欲
し
秋
の
夜
は
川
し
さ
や
け
し
」
（
巻
三

ー
三
二
七
、
三
二
四
赤
人
）
の
「
川
」
は
飛
鳥
川
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
全

注
）
、
飛
鳥
古
京
の
懐
古
と
飛
鳥
川
の
「
さ
や
け
」
さ
が
と
も
に
詠
ま
れ
て

い
る
例
で
あ
る
。

金
子
評
釈
に
よ
る
分
析
の
最
後
、
「
身
そ
ぎ
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
も
例

は
次
の
一
首
の
み
。

君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
故
郷
の
明
日
香
の
川
に
み
そ
ぎ
し
に
行
く
（
巻

四
相
聞
六
二
九
、
六
二
六
ー
八
代
女
王
）

歌
の
中
の
「
君
」
と
は
聖
武
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
飛
鳥
古
京

を
懐
か
し
む
心
情
が
窺
え
る
歌
と
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
例
示
し
た
の
は
二
十
一
首
中
の
十
七
首
で
あ
っ
た
。
残
る
四
首
を

掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

明
日
香
川
明
日
だ
に
見
む
と
思
へ
や
も
我
が
大
君
の
御
名
忘
れ
せ
ぬ

（
巻
二
挽
歌
一
九
八
柿
本
人
麿
）

年
月
も
い
ま
だ
経
な
く
に
明
日
香
川
瀬
々
ゆ
渡
し
し
石
橋
も
な
し
（
巻

七
雑
歌
―
一
三

0
、
一
―
二
六
）

明
日
香
川
行
き
廻
る
岡
の
秋
萩
は
今
日
降
る
雨
に
散
り
か
過
ぎ
な
む

（
巻
八
秋
雑
歌
一
五
六
一
、
一
五
五
七
丹
比
真
人
国
人
）

明
日
香
川
明
日
も
渡
ら
む
石
橋
の
遠
き
心
は
思
ほ
え
ぬ
か
も
（
巻
十

一
寄
物
陳
思
二
七
一

0
、
二
七

0
-
）

こ
の
う
ち
一
九
八
と
二
七
一

0
は
、
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
が
前
者
を

引
用
し
て
言
う
よ
う
に
、
「
同
音
反
復
的
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
」

の
例
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
五
六
一
の
「
行
き
廻
る
岡
」
は
「
甘
樫
丘
を
い
う
か
。
飛
鳥
川
は
こ

(
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の
甘
樫
丘
の
麓
を
フ
の
字
形
に
取
り
巻
く
よ
う
に
流
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
、

或
い
は
山
川
で
あ
る
こ
と
の
例
に
入
れ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

表
現
通
り
飛
鳥
川
の
流
路
が
屈
曲
し
て
い
る
こ
と
を
詠
ん
だ
例
と
見
る
べ

(10) 

き
か
と
も
思
わ
れ
る
。

残
る
一
首
―
一
三

0
も
、
金
子
評
釈
や
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
に
お

け
る
把
握
の
中
に
は
納
ま
り
切
れ
な
い
例
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
歌
は
一
見
、
飛
鳥
川
の
流
れ
が
激
し
く
変
化
し
や
す
い
か
ら
、

「
年
月
も
い
ま
だ
経
な
」
い
の
に
「
瀬
々
ゆ
渡
し
し
石
橋
も
な
」
く
な
っ

(11) 

て
し
ま
っ
た
と
詠
ん
で
い
る
か
に
も
見
え
よ
う
が
、
万
葉
集
の
諸
注
に
お

い
て
は
そ
う
は
読
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
「
石
橋
」
は
「
川
の
中
に
配
置

し
て
踏
み
渡
る
よ
う
に
し
た
飛
び
石
（
井
手
至
「
石
橋
と
岩
橋
」
万
葉
昭

和
三
八
年
一

0
月
）
」
で
、
「
こ
の
歌
は
目
の
あ
た
り
に
「
故
郷
」
を
見
て

そ
の
昔
を
思
い
人
事
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
」
（
全
注
渡
瀬
昌
忠
）
歌
と
受
け

と
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
石
橋
と
い
う
人
造
の
施
設
が
有
限
で
あ
る
こ
と

と
、
自
然
物
で
あ
る
飛
鳥
川
の
悠
久
さ
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
飛
鳥
川
を
悠
久
の
川
と
し
て
詠
む
例
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
目
で
見
れ
ば
、
前
出
の
た
と
え
ば
「
音
の
み
も
名
の
み
も

絶
え
ず
天
地
の
い
や
遠
長
く
偲
ひ
行
か
む
御
名
に
懸
か
せ
る
明

日
香
川
万
代
ま
で
に
」
(
-
九
六
）
、
「
明
日
香
川
明
日
だ
に
見
む
と
思
へ

や
も
我
が
大
君
の
御
名
忘
れ
せ
ぬ
」
(
-
九
八
）
、
「
今
日
も
か
も
明
日
香
の

川
の
夕
さ
ら
ず
か
は
づ
鳴
く
瀬
の
さ
や
け
く
あ
る
ら
む
」
（
三
五
九
）
、
「
絶

え
ず
行
く
明
日
香
の
川
の
淀
め
ら
ば
故
し
も
あ
る
と
人
の
見
ま
く
に
」
（
一

三
八
三
）
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
、
飛
鳥
川
の
永
遠
性
を
読
み
と
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
万
葉
歌
に
お
け
る
飛
鳥
川
に
は
、
金
子
評
釈
や
『
歌
枕
歌

こ
と
ば
辞
典
』
に
示
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
流
路
が
屈
曲
し
て
そ
の
周
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前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
万
葉
集
に
お
け
る
飛
鳥
川
に
は
変
化
し
や
す

い
川
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
む
し
ろ
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
川
、
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
古
今
集
九
三
三
番
歌
の
作
者
が
飛
鳥
川
に
抱

い
た
イ
メ
ー
ジ
も
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
永
遠

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
歌
の
出
現
に
よ
っ
て
崩
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
崩
れ
た
の
か
、
こ
の
節
で
は
古
今
集

に
お
け
る
飛
鳥
川
の
歌
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
考
察
す
る
。

古
今
集
の
中
で
飛
鳥
川
を
詠
み
込
ん
で
い
る
歌
は
次
の
六
首
で
あ
る
。

た
っ
た
河
も
み
ぢ
ば
流
る
神
な
び
の
み
む
ろ
の
山
に
時
雨
ふ
る
ら
し

（
巻
五
秋
歌
下
二
八
四
よ
み
人
し
ら
ず
ー
左
注
「
又
は
、
あ
す
か
が

は
も
み
ぢ
ば
な
が
る
此
歌
右
注
人
丸
歌
、
他
本
同
」
）

四
古
今
集
に
お
け
る
飛
鳥
川

辺
に
秋
萩
が
生
え
て
い
る
こ
と
、
有
限
の
人
事
に
対
比
し
て
、
ま
た
「
あ

す
」
と
い
う
音
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
永
遠
性
の
あ
る
川
で
あ
る
こ

と
、
平
城
京
に
遷
都
し
て
か
ら
は
、
「
さ
や
」
か
で
川
音
が
清
ら
か
な
、
懐

か
し
い
故
郷
（
古
京
）
の
川
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
流
路
が
屈
曲
し
て
い
て
流
れ
が
速
け
れ
ば
淵
が
瀬
に
変
わ
る
こ
と

も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
少
な
く
と
も
万
葉
集
に
お
い
て
は
飛
鳥
川

は
そ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
は
い
ず
、
む
し
ろ
懐
か
し
い
永
遠
の
川
と
認
識

さ
れ
て
い
た
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
以
上
の
中
で
「
今
日
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
ん
で
い
る
歌
が
二
首

あ
っ
た
（
三
五
九
・
一
五
六
一
）
。
「
昨
日
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
ん
だ
例

は
な
い
。
古
今
集
の
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
歌
を
分
析
す
る
た
め
に
は
心
に
留

め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

昨
日
と
い
ひ
け
ふ
と
く
ら
し
て
あ
す
か
が
は
流
れ
て
は
や
き
月
日
な

り
け
り
（
巻
六
冬
歌
三
四
一
は
る
み
ち
の
つ
ら
き
）

あ
す
か
が
は
ふ
ち
は
せ
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
人
は
わ

す
れ
じ
（
巻
十
四
恋
歌
四
ー
六
八
七
よ
み
人
し
ら
ず
）

た
え
ず
ゆ
く
あ
す
か
の
河
の
よ
ど
み
な
ば
心
あ
る
と
や
人
の
お
も
は

む
（
同
七
二
〇
よ
み
人
し
ら
ず
ー
左
注
「
こ
の
歌
、
あ
る
人
の
い
は

く
、
な
か
と
み
の
あ
づ
ま
人
が
う
た
な
り
」
）

世
中
は
な
に
か
つ
ね
な
る
あ
す
か
が
は
き
の
ふ
の
ふ
ち
ぞ
け
ふ
は
せ

に
な
る
（
巻
十
八
雑
歌
下
九
三
三
読
人
し
ら
ず
）

あ
す
か
が
は
ふ
ち
に
も
あ
ら
ぬ
わ
が
や
ど
も
せ
に
か
は
り
ゆ
く
物
に

ぞ
有
り
け
る
（
同
九
九

0
伊
勢
）

但
し
最
初
の
二
八
四
番
歌
は
、
左
注
に
は
「
あ
す
か
が
は
」
と
す
る
本

文
が
あ
る
と
言
う
も
の
の
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
地
理
的

に
三
室
山
は
竜
田
川
の
流
域
に
あ
っ
て
飛
鳥
川
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ

こ
で
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
残
り
の
五
首
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
で

あ
ろ
う
。

こ
の
五
首
の
分
析
も
当
然
な
が
ら
既
に
あ
り
、
前
掲
旺
文
社
文
庫
や
新

日
本
古
典
文
学
大
系
に
「
地
名
索
引
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
解
説
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
前
者
を
引
用
す
る
。

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
近
辺
を
流
れ
、
大
和
川
に
注
ぐ
川
。

「
あ
す
か
の
か
は
」
と
も
。
二
八
四
左

1

「
明
日
」
を
掛
け
る
。
三
四
一
。

2
流
れ
が
速
い
。
絶
え
ず
流
れ
る
。
三
四
一
・
七
二
〇

3
無
常
。
淵
が
瀬
に
な
る
。
六
八
七
・
九
三
三
・
九
七
〇
（
マ
マ
）

最
後
の
九
七

0
は
誤
植
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
よ
う
に
九
九

0
と
す
る
の
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が
正
し
い
。
ま
た
後
者
に
は
前
者
で
指
摘
し
て
い
な
い
「
万
葉
集
に
詠
ま

れ
る
。
能
因
歌
枕
の
大
和
国
・
常
陸
国
に
あ
げ
る
」
こ
と
、
仮
名
序
に
も

見
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
文
庫
本
と
新
古
典
大
系
の
サ
イ
ズ

の
違
い
を
思
え
ば
後
者
に
よ
り
多
く
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
か
ら
前
者
の
不

備
を
論
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
し
、
む
し
ろ
ど
の
歌
に
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
か
を
分
類
し
た
前
者
の
方
が
よ
り
具
体
的
で
親
切
と
考
え
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
し
ろ
、
指
摘
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
指
摘

さ
れ
る
歌
々
に
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
但
し
そ
う
い
う
詠
み
方
が
行

な
わ
れ
た
経
緯
、
各
歌
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
考
察
は

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

五
首
は
ま
ず
読
人
知
ら
ず
の
三
首
（
六
八
七
・
七
二

0
．
九
三
三
）
と

作
者
が
わ
か
っ
て
い
る
二
首
（
三
四
一
・
九
九

0
)
に
分
か
れ
る
。
後
者

の
う
ち
三
四
一
の
作
者
春
道
列
樹
は
延
喜
二
十
年
（
九
二

0
)
没
、
九
九

0
の
伊
勢
は
生
没
未
詳
だ
が
ほ
ぼ
古
今
集
撰
者
時
代
の
作
者
で
あ
る
。
彼

ら
の
歌
が
九
三
三
番
歌
を
踏
ま
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
列
樹
歌

に
は
飛
鳥
川
の
流
れ
の
速
さ
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
万
葉
集
の

「
明
日
香
川
行
く
瀬
を
早
み
」
（
二
七
二
二
）
等
の
表
現
に
よ
っ
た
も
の
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
万
葉
集
の
飛
鳥
川
詠
に
は
、
「
今
日
」
と
い

う
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
あ
っ
た
が
「
昨
日
」
ま
で
を
詠
み
込
ん
だ
も
の

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
九
三
三
番
歌
に
拠
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
九
九

0
番
歌
の
淵
が
瀬
に
変
わ
る
と
い
う
発

想
が
九
三
三
番
歌
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
読
み
人
し
ら
ず
の
三
首
の
う
ち
、
七
二

0
は
万
葉
一
三
八
三
「
絶

え
ず
行
く
明
日
香
の
川
の
淀
め
ら
ば
故
し
も
あ
る
と
人
の
見
ま
く
に
」
の

異
伝
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
残
る
二
首
は
い
つ
頃
の
作

品
で
あ
り
そ
の
先
後
関
係
を
ど
う
見
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
二
首
の
関
係
は
、
そ
の
表
現
を
比
較
す
れ
ば
ほ
ぼ
明
ら
か
に
九
三

三
が
早
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
八
七
番
歌
の
「
あ
す
か

が
は
ふ
ち
は
せ
に
な
る
世
な
り
と
も
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
以
前
に
飛

鳥
川
の
淵
が
瀬
に
な
る
こ
と
を
誰
か
が
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
、
初
め
て
成
り
立
つ
表
現
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
六
八
七
番
歌
の
こ
の
部
分
は
、
一
見
仮
定
条
件
句
の
よ
う
に

も
見
え
、
「
た
と
え
飛
鳥
川
の
淵
は
瀬
に
な
る
世
で
あ
っ
て
も
」
と
、
実
際

に
は
飛
鳥
川
が
変
化
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
詠
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
も

見
え
る
が
、
現
在
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
「
修
辞
的
仮
定
」
（
旧
版
岩
波
古

典
大
系
）
で
あ
っ
て
、
「
非
常
に
転
変
極
ま
り
な
い
世
で
、
明
日
香
河
の
淵

が
瀬
に
変
わ
る
よ
う
な
こ
の
世
の
中
で
あ
る
が
、
た
と
い
そ
ん
な
世
の
中

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
の
意
」
（
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
昭
和

五
六
年
二
月
一

0
日
右
文
書
院
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
と
の
み
解
し

て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
「
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り
と
も
君
に
ふ

た
心
わ
が
あ
ら
め
や
も
」
（
金
愧
和
歌
集
六
八

0
)
の
よ
う
な
明
ら
か
な
仮

定
条
件
の
例
を
見
る
と
必
ず
し
も
首
肯
し
難
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
後
世
の
例
、
と
り
あ
え
ず
古
今
集
諸
注
の
説
に
従
っ
て
お
く
。

し
か
し
こ
こ
を
修
辞
的
仮
定
と
見
、
飛
鳥
川
が
実
際
に
変
化
し
た
こ
と

を
前
提
に
し
て
い
る
の
だ
と
解
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
が
飛
鳥
川
を
非

常
に
変
化
し
に
く
い
川
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
は
変

わ
り
が
な
い
。
「
明
日
香
河
の
淵
が
瀬
に
変
わ
る
よ
う
な
こ
の
世
の
中
」
を

「
非
常
に
転
変
極
ま
り
な
い
世
」
と
す
る
の
は
、
滅
多
に
変
わ
る
は
ず
が

な
い
飛
鳥
川
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
転
変
極
ま
り
な
い
と
捉
え
て
い
る

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
詠
み
方
は
、
古
今
集
撰
者
時
代
の
伊
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勢
の
歌
（
九
九

0
)
と
は
全
く
違
う
。

伊
勢
の
歌
に
は
「
家
を
う
り
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。
こ
の

歌
の
「
ふ
ち
」
に
は
川
の
淵
と
扶
持
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
全

集
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
そ
れ
を
支
持
す
る
説
（
全
評
釈
・
新
大
系
）
と

あ
く
ま
で
一
説
と
し
て
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
説
（
旺
文
社
文
庫
・
集
成
）

が
あ
る
が
、
「
せ
に
か
は
り
ゆ
く
」
の
「
せ
に
」
に
「
瀬
に
」
と
「
銭
」
が

掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
古
注
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

も
か
く
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
飛
鳥
川
の
淵
は
瀬
に
変
わ
る
も
の
、
と
い

う
観
念
が
既
に
定
着
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
飛
鳥
川
よ
り
も

我
が
家
の
方
が
変
化
し
に
く
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
古
今
集
に
見
え
る
飛
鳥
川
詠
五
首
の
先
後
関
係
、

影
響
関
係
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

1

成
立
が
最
も
古
い
の
は
七
二

0
番
歌
で
あ
ろ
う
。
古
今
集
の
よ
う
な

形
に
な
っ
た
時
期
は
知
れ
な
い
が
、
原
作
は
万
葉
歌
で
あ
る
。

2

七
二

0
番
歌
と
の
先
後
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
と
は
い
え
、

残
る
四
首
の
中
で
最
も
古
い
の
は
九
三
三
番
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階

で
は
飛
鳥
川
は
あ
く
ま
で
も
永
遠
の
川
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。

3

そ
れ
に
次
ぐ
の
が
六
八
七
番
歌
で
、
恐
ら
く
九
三
三
番
歌
を
踏
ま
え

て
詠
ま
れ
た
。
既
に
飛
鳥
川
の
変
化
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
の
変
化
は

極
め
て
少
な
い
と
の
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。

4

三
四
一
と
九
九

0
の
先
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
ど
ち
ら
も
古
今
集
撰

者
時
代
の
歌
。
三
四
一
は
万
葉
集
に
見
え
る
飛
鳥
川
の
流
れ
の
速
さ
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
九
三
三
番
歌
の
「
昨
日
」
「
今
日
」
「
明
日
」
と
い

う
表
現
を
利
用
し
て
詠
ま
れ
た
。
九
九

0
は
九
三
三
番
歌
の
み
を
踏
ま

え
、
飛
鳥
川
が
変
化
す
る
川
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
、
家
を
売
る
と
い

古
今
集
九
三
―
―
一
番
歌
や
六
八
七
番
歌
で
は
滅
多
に
変
化
し
な
い
は
ず
で

あ
り
む
し
ろ
永
遠
に
近
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
飛
鳥
川
が
、
古
今
集

撰
者
時
代
の
伊
勢
そ
の
他
の
歌
で
は
ど
う
し
て
変
化
し
や
す
い
も
の
の
代

表
で
あ
る
か
の
よ
う
な
詠
ま
れ
方
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
明
確
な

回
答
は
今
に
わ
か
に
出
せ
な
い
が
、
或
い
は
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
と
思
う
の
は
、
次
の
古
今
集
一

0
九
三
番
歌
の
受
容
の
さ
れ
方
で
あ
る
。

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

二

0
東
歌
）

こ
の
歌
に
出
る
地
名
「
末
の
松
山
」
は
万
葉
集
に
は
見
え
ず
、
古
今
集

初
出
の
歌
枕
で
あ
っ
た
が
、
以
後
移
し
い
被
影
響
作
を
生
ん
だ
。
し
か
し

こ
の
歌
に
お
い
て
「
末
の
松
山
」
を
波
が
越
え
る
と
い
う
事
態
は
、
か
つ

て
飛
鳥
川
が
悠
久
の
川
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
同
じ
よ
う
に
、
永
久
に
あ

り
え
な
い
事
態
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、

間
も
な
く
波
が
越
え
る
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
『
歌
枕
歌

五

う
現
実
体
験
を
詠
出
す
る
た
め
に
利
用
し
た
。

な
お
こ
の
歌
の
作
者
伊
勢
に
は
、
後
撰
集
に
も
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ
歌
が

二
首
あ
り
（
「
い
と
は
る
る
身
を
う
れ
は
し
み
い
つ
し
か
と
あ
す
か
河
を
も

た
の
む
べ
ら
な
り
」
（
巻
十
一
恋
三
ー
七
五
一
）
、
「
あ
す
か
河
淵
せ
に
か
は

る
心
と
は
み
な
か
み
し
も
の
人
も
い
ふ
め
り
」
（
巻
十
八
雑
四
ー
―
二
五
八
）
）
、

そ
れ
と
関
わ
る
形
で
詠
ま
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
別
人
の
歌
も
二
首
あ
る
（
在

原
元
方
七
五

0
番
歌
と
贈
太
政
大
臣
ー
時
平
ー
七
五
二
番
歌
。
引
用
略
）
。

飛
鳥
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆
転
し
た
鍵
は
、
或
い
は
伊
勢
ま
た
は
そ
の
周
辺

(12) 

に
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
。

結
ぴ
に
代
え
て
ー
永
遠
か
ら
有
限
ヘ
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こ
と
ば
辞
典
』
は
、
「

(
1
0九
三
番
歌
は
ー
筆
者
注
）
奥
羽
地
方
で
謡
わ

れ
て
い
た
も
の
が
宮
廷
の
歌
謡
に
も
な
り
『
古
今
集
』
の
巻
二
十
に
と
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
平
安
時
代
の
和
歌
に
異
常
な
ほ
ど
の
影
響
を
与
え

た
。
一
夫
多
妻
制
の
時
代
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
」
と

契
る
こ
と
は
、
男
女
の
間
で
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
「
わ
が
袖
は
名
に
立
つ
す
ゑ
の
松
山
か
空
よ
り
浪
の
越
え
ぬ
日
は
な

し
」
（
後
撰
集
・
恋
ニ
・
土
佐
）
「
契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ

末
の
松
山
浪
越
さ
じ
と
は
」
（
後
拾
遺
・
恋
四
・
元
輔
、
百
人
一
首
）
な
ど
、

「
す
ゑ
の
松
山
」
の
形
で
よ
ま
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
「
荒
磯
の
み
る

め
は
な
ほ
や
か
づ
く
ら
む
す
ゑ
の
松
ま
で
浪
高
く
と
も
」
（
相
模
集
）
の
よ

う
に
「
す
ゑ
の
松
」
と
い
う
形
、
「
松
山
を
つ
ら
き
な
が
ら
も
浪
越
さ
む
こ

と
は
さ
す
が
に
悲
し
き
も
の
を
」
（
後
撰
集
・
恋
三
・
時
平
）
な
ど
の
ご
と

く
「
松
山
」
の
形
で
よ
ま
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず

れ
も
が
『
古
今
集
』
の
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を

．．． 
」
の
歌
を
踏

ま
え
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
解
説
し
て
い
る
。
こ

こ
に
引
か
れ
て
い
る
う
ち
の
「
わ
が
袖
は
名
に
立
つ
す
ゑ
の
松
山
か
空
よ

り
浪
の
越
え
ぬ
日
は
な
し
」
（
後
撰
一

0
恋
ニ
ー
六
八
三
、
六
八
四
土
佐
）

で
は
既
に
、
末
の
松
山
は
あ
た
か
も
波
が
越
え
る
の
が
常
態
で
あ
る
か
の

よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
「
契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
末
の
松
山
浪
越
さ
じ
と

は
」
（
後
拾
遺
十
四
恋
四
ー
七
七

0
元
輔
、
百
人
一
首
）
の
場
合
、
「
末
の

松
山
浪
越
さ
じ
」
と
契
っ
た
の
に
あ
な
た
は
そ
の
約
束
を
破
っ
た
と
い
う

の
だ
か
ら
、
波
は
越
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
事
が
起
こ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
土
佐
の
歌
の
よ

う
に
波
が
越
え
る
の
が
常
態
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
歌

5
 

4 3 2 

和
歌
の
引
用
は
歌
番
号
を
含
め
原
則
と
し
て
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
が
、
漢
字
・
仮

名
の
使
い
分
け
は
私
に
改
め
た
場
合
が
あ
る
。
ま
た
他
の
本
に
よ
っ
た
場
合
は
注
に

よ
っ
て
断
る
。

本
文
は
新
大
系
『
方
丈
記
徒
然
草
』
に
よ
る
。

本
文
は
新
潮
古
典
集
成
『
徒
然
草
」
に
よ
る
。

明
治
四
十
一
年
六
月
二
十
五
日
明
治
書
院
。
手
元
の
版
は
大
正
十
一
年
二
月
十
五
日

の
訂
正
十
二
版
。

昭
和
三
十
五
年
六
月
一

0
日
東
京
堂
。

注

に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
本
歌
で
は
永
久
に
越
え

な
い
と
さ
れ
た
波
が
越
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

末
の
松
山
の
場
合
、
本
歌
当
初
の
観
念
が
逆
転
し
た
事
情
は
理
解
し
や

す
い
。
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
が
言
う
よ
う
に
、
「
一
夫
多
妻
制
の
時
代

「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
」
と
契
る
こ
と
は
、
男
女
の
間

で
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
」
ろ
う
し
、
そ
の
約
束
は
し
ば
し
ば

破
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
本
歌
の
「
君
を
お
き
て
」
の
歌
そ
の
も

の
が
、
そ
の
約
束
が
確
実
に
履
行
さ
れ
た
と
い
う
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
飛
鳥
川
と
末
の
松
山
と
、
こ
の
二
つ
の
例
が
、
有
限
か
ら
永

遠
へ
の
変
化
で
は
な
く
て
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
は
や
は
り
注
意
し
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
人
の
思
想
の
歴
史
の
中
に
、
永
遠
と
信
じ
て

い
た
も
の
を
や
が
て
有
限
と
気
づ
く
と
い
う
大
き
な
流
れ
、
言
い
換
え
れ

ば
元
々
日
本
人
に
は
な
か
っ
た
か
希
薄
で
あ
っ
た
無
常
の
認
識
が
、
徐
々

に
明
確
に
な
っ
て
行
く
と
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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12 11 10 9 8 7 6
 
万
葉
集
の
本
文
と
表
記
は
原
則
と
し
て
角
川
文
庫
に
よ
る
が
、
訓
が
問
題
に
な
る
場

合
以
外
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
。
歌
番
号
は
初
出
時
新
番
号
と
旧
番
号
を
併
記
す
る

が
、
以
後
は
新
番
号
の
み
で
示
す
。
な
お
「
一
本
云
」
の
本
文
は
省
略
す
る
。

万
葉
集
の
研
究
の
中
に
も
分
析
例
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
検
索
で
き
な
い
。

「
飛
鳥
川
七
瀬
の
淀
に
吹
く
風
の
い
た
づ
ら
に
の
み
行
く
月
日
か
な
」
（
続
後
撰
巻
十

六
雑
歌
上
一
〇
一
八
順
徳
院
御
製
）
、
「
飛
鳥
川
―
つ
淵
と
や
な
り
ぬ
ら
ん
七
瀬
の
淀

の
五
月
雨
の
頃
」
（
風
雅
巻
四
夏
歌
三
六
二
権
中
納
言
公
雄
）
、
「
春
の
日
も
い
ま
い
く

か
か
は
飛
鳥
川
七
瀬
の
淀
に
し
が
ら
み
も
が
な
」
（
壬
二
集
~
隆
|
巻
三
春
部
ニ
ニ

0
六
）
な
ど
。

完
訳
日
本
の
古
典
。
全
注
も
甘
樫
丘
と
す
る
が
角
川
文
庫
は
「
雷
岡
か
」
と
す
る
。

こ
の
歌
は
「
あ
す
か
が
は
ゆ
き
き
の
を
か
の
秋
萩
は
け
ふ
ふ
る
雨
に
散
り
か
過
ぎ
な

む
」
（
夫
木
和
歌
抄
巻
十
一
秋
部
ニ
ー
四
一

0
四
題
不
知
、
万
八
、
丹
比
国
人
）
と
い

う
形
で
伝
承
さ
れ
、
「
ゆ
き
き
の
岡
の
秋
萩
」
乃
至
他
の
植
物
と
組
み
合
わ
せ
て
詠
む

例
が
散
見
す
る
。

川
村
晃
生
『
古
今
和
歌
集
」
（
ほ
る
ぷ
出
版
一
九
八
六
）
は
そ
う
読
ん
で
い
る
よ
う
で

あ
る
。
「
飛
鳥
川
は
奈
良
県
の
明
日
香
一
帯
を
流
れ
る
川
で
、
『
万
葉
集
』
で
す
で
に

(
-
―
二
六
の
引
用
略
）
と
、
転
変
を
テ
ー
マ
に
詠
ま
れ
た
歌
が
見
え
る
」
と
す
る
。

小
町
集
に
「
世
の
中
は
あ
す
か
川
に
も
な
ら
ば
な
れ
君
と
我
と
が
な
か
し
た
え
ず
は

（
八
四
）
」
と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
れ
が
小
町
真
作
な
ら
ば
既
に
六
歌
仙
時
代
に
飛
鳥

川
の
イ
メ
ー
ジ
は
逆
転
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
片
桐
洋
一
『
小
野
小
町
追
跡
』

（
昭
和
五

0
年
四
月
五
日
笠
間
選
書
三
六
）
に
よ
れ
ば
、
流
布
本
小
町
集
の
こ
の
歌

が
あ
る
部
分
は
「
小
町
作
で
な
い
こ
と
明
ら
か
な
歌
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

と
言
っ
て
も
よ
い
」
（
八
六
ペ
ー
ジ
）
と
の
こ
と
。
む
し
ろ
淵
も
瀬
も
表
現
と
し
て
は

出
さ
ず
に
古
今
九
三
三
を
踏
ま
え
た
こ
と
が
わ
か
る
作
品
な
の
で
、
伊
勢
達
の
歌
よ

り
も
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

（
北
海
道
教
育
大
学
助
教
授
函
館
校
）
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