
一
、
は
じ
め
に

『
雲
母
集
』
は
、
大
正
四
年
八
月
に
阿
蘭
陀
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
歌

集
で
、
『
桐
の
花
』
に
続
く
北
原
白
秋
の
第
二
歌
集
で
あ
る
。
こ
の
『
雲
母

集
』
は
『
桐
の
花
』
の
「
哀
傷
篇
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
松
下
長
平
夫
人
俊

子
と
の
恋
愛
と
下
獄
、
い
わ
ゆ
る
「
桐
の
花
」
事
件
以
後
、
保
釈
金
に
よ

っ
て
釈
放
さ
れ
た
白
秋
が
、
長
平
と
離
婚
し
た
俊
子
と
再
会
し
、
神
奈
川

県
三
崎
で
新
た
に
結
婚
生
活
を
始
め
て
か
ら
の
心
境
が
吐
露
さ
れ
た
歌
集

と
し
て
名
高
い
も
の
で
あ
る
。

『
雲
母
集
』
の
構
成
は
、
「
新
生
・
序
歌
」
か
ら
始
ま
り
、
「
流
離
抄
」

「
三
崎
新
居
」
「
雲
母
雲
」
「
山
海
経
」
「
自
然
静
観
」
「
地
面
と
野
菜
」
「
深

夜
抄
」
「
臨
海
秋
景
」
「
法
悦
―
―
一
品
」
「
閻
魔
の
反
射
」
「
見
桃
寺
抄
」
と
十

二
の
章
か
ら
な
り
、
「
桐
の
花
」
事
件
後
、
神
奈
川
県
三
崎
に
お
け
る
白
秋

の
生
活
が
ほ
ぼ
再
現
さ
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
三
崎
で
の

生
活
に
つ
い
て
、
白
秋
は
「
雲
母
集
・
余
言
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

こ
の
約
九
ヵ
月
間
の
田
園
生
活
は
、
極
め
て
短
日
月
で
あ
っ
た
が
、

私
に
取
つ
て
は
私
の
一
生
涯
中
最
も
重
要
な
る
一
転
機
を
劃
し
た
も

の
だ
と
自
信
す
る
。
初
め
て
心
霊
甦
り
、
新
生
是
よ
り
創
ま
っ
た
の

き
ら
ら
し
ゅ
う

『
雲
母
集
』

の

「
新
生

・
序
歌
」

で
あ
る
。

こ
の
「
余
言
」
で
使
わ
れ
て
い
る
「
新
生
」
と
い
う
語
は
『
雲
母
集
』

第
一
章
で
も
「
新
生
・
序
歌
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
「
新
生
・
序
歌
」
の
章
は
、
『
雲
母
集
』
に
つ
い
て
論
ず
る
時
、

必
ず
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に

お
い
て
も
、
ま
た
「
新
生
・
序
歌
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う

が
、
そ
れ
は
特
に
「
新
生
・
序
歌
」
が
『
雲
母
集
』
の
序
章
と
し
て
大
切

な
位
置
に
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
明
4
2
.
3

第
二
詩
集
『
思
ひ
出
』
一
明
4
4
.
6

第
一
歌
集
『
桐
の
花
』
一
大
2
.
1

第
三
詩
集
『
東
京
景
物
一
大
2
.
7

詩
及
其
他
』
一

短
唱
集
『
真
珠
抄
』
二
大
3
.
9

短
唱
集
『
白
金
之
独
楽
』
一
大
3
.
1
2

第
一
詩
集
『
邪
宗
門
』

小

に
関
す
る
一
考
察

倉
巻
頭
歌
等

「
白
金
之
独
楽
序
品
」
「
白
金
ノ

独
楽
」
等

「
邪
宗
門
扉
銘
」
「
邪
宗
門
秘

曲
」
等

「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
「
序
詩
」
等

「
桐
の
花
と
カ
ス
テ
ラ
」
等

（
「
東
京
夜
曲
」
）

真

理

子
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さ
て
、
『
雲
母
集
』
に
は
、
五
百
五
十
六
首
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

「
新
生
・
序
歌
」
に
は
僅
か
十
九
首
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
そ
の
構
成
は
〈
力
〉
一
首
、
〈
卵
〉
三
首
、
〈
大
嗚
〉
七
首
、
〈
犬
〉
ニ

首
、
〈
魚
介
三
品
〉
三
首
、
〈
穴
〉
一
首
、
今
薔
薇
〉
一
首
、
〈
雲
〉
一
首
の

計
十
九
首
で
あ
る
。
『
雲
母
集
』
全
体
の
歌
数
か
ら
い
え
ば
、
極
め
て
少
な

い
歌
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
章
と
い
え
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
新

生
・
序
歌
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の

方
向
は
、
概
ね
画
一
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま

り
、
新
生
の
た
め
の
力
と
意
欲
で
浪
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
例

え
ば
、
田
谷
鋭
氏
は
「
新
生
・
序
歌
」
に
あ
る
歌
を
含
め
た
次
の
歌
々
、

(
a
)
燻
々
と
光
り
て
動
く
山
ひ
と
つ
押
し
傾
け
て
来
る
力
は
も

二
、
＾
卵
〉
と
＾
魚
介
三
品
〉

右
の
表
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
白
秋
は
『
雲
母
集
』
以
前
の
詩
歌
集
で
も

作
品
集
の
最
初
に
各
々
の
作
品
集
を
象
徴
す
る
詩
歌
や
散
文
を
載
せ
て
い

る
。
『
雲
母
集
』
に
あ
っ
て
は
こ
れ
が
「
新
生
・
序
歌
」
に
あ
た
る
。
実
際
、

『
雲
母
集
』
を
見
て
も
、
時
間
を
追
う
順
次
的
な
配
列
は
第
二
章
の
「
流

離
抄
」
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
「
新
生
・
序
歌
」
は
二
章
以
下
と
は
異
な

(
1
)
 

っ
た
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
製
作
も
「
新
生
・
序
歌
」
に
は

概
ね
大
正
四
年
八
月
発
表
の
歌
、
つ
ま
り
、
『
雲
母
集
』
刊
行
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
と
歌
集
初
出
と
考
え
ら
れ
る
作
品
し
か
載
せ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
「
新
生
・
序
歌
」
の
歌
々
が
『
雲
母
集
』
刊
行
に
向
け
て
詠
ま

れ
、
『
雲
母
集
』
を
総
体
と
し
て
象
徴
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
「
新
生
・
序
歌
」
に
対
す
る
正
し
い
理
解
は
『
雲
母
集
』
全
体
を
理

解
す
る
上
で
も
菫
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
b
)
大
き
な
る
手
が
あ
ら
は
れ
て
昼
深
し
上
か
ら
卵
を
つ
か
み
け
る
か

も

(
C
)

大
き
な
る
足
が
地
面
を
踏
み
つ
け
ゆ
く
力
あ
ふ
る
る
人
間
の
足
が

右
を
挙
げ
な
が
ら
、

カ
ヘ
の
憧
憬
、
も
し
く
は
健
康
な
生
活
へ
の
希
求
と
い
っ
た
も
の
が

こ
れ
ら
の
作
品
に
は
見
ら
れ
る
。
（
中
略
）
印
象
派
の
絵
画
を
思
わ
す

卵
の
歌
、
さ
ら
に
、
岸
田
劉
生
の
筆
触
を
想
起
さ
せ
る
足
と
地
面
の

歌
、
む
し
ろ
明
確
に
す
ぎ
る
そ
う
し
た
作
品
も
作
者
の
分
身
で
は
あ

る
が
、
そ
の
規
を
越
え
て
及
ぼ
し
て
ゆ
く
力
の
世
界
へ
の
憧
れ
が
、

「
煙
々
と
」
の
歌
に
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
岩
間
正
男
氏
は

(
a
)
（b
)
（C
)

の
歌

に
次
の

(
d
)
の
歌
を
加
え
て
、
「
ま
さ
に
光
明
と
生
命
礼
讃
の
新
生
が
こ

こ
に
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

(
d
)
昼
渚
人
し
見
え
ね
ば
大
嗚
は
っ
た
り
と
雌
を
圧
へ
ぬ
る
か
も

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
新
生
・
序
歌
」
の
歌
々
を
向
日
的
で
明
る
い

見
方
で
の
み
理
解
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
〈
卵
〉
と
い
う
連

作
中
に
あ
る

(
b
)
の
歌
。
こ
の
歌
は
「
新
生
・
序
歌
」
の
代
表
作
と
し

て
田
谷
氏
、
岩
間
氏
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、
生
命
力
の
退
し
さ
を

卵
を
つ
か
む
動
作
に
移
し
た
も
の
と
す
る
見
方
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。

(
b
)
の
歌
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
恩
田
逸
夫
氏
も
、

「
大
き
な
る
」
の
歌
は
（
中
略
）
生
命
力
に
満
ち
た
表
現
で
あ
る
。

「
大
き
な
る
手
」
は
、
作
者
が
卵
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
脇
か
ら

だ
れ
か
が
手
を
伸
ば
し
た
と
し
て
も
、
作
者
自
身
の
手
と
解
し
て
も

よ
か
ろ
う
。
と
も
か
く
光
に
満
ち
た
田
園
の
昼
下
り
の
時
刻
に
宇
宙

全
体
を
動
か
し
て
い
る
よ
う
な
神
秘
的
な
力
の
存
在
を
直
観
し
、
そ
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の
生
命
力
の
た
く
ま
し
さ
を
、
「
卵
」
を
つ
か
む
動
作
に
移
し
て
表
現

し

た

の

で

あ

る

。

（

傍

線

筆

者

・

以

下

同

様

）

(
4
)

（

5
)
 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
し
、
次
に
挙
げ
た
横
田
真
人
氏
の
解
釈
も
ほ
ぼ
同
じ

よ
う
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

白
秋
の
書
い
た
と
お
り
、
ま
さ
に
力
と
輝
き
の
歌
で
、
彼
自
身
跳
ね

躍
っ
た
歌
い
ぶ
り
で
あ
る
。
通
釈
を
す
れ
ば
、
あ
た
り
に
な
に
か
原

初
的
な
野
性
的
な
力
の
気
配
が
た
だ
よ
う
、
し
ん
と
し
た
昼
ざ
か
り

に
、
大
き
な
手
が
あ
ら
わ
れ
て
、
上
か
ら
む
ず
と
卵
を
つ
か
み
と
っ

た
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
「
昼
深
し
」
は
、
具
体
的
に
は
午
後
三

時
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
午
後
三
時
こ
ろ
の
光
に
満
ち
た
田
園
を
動

か
し
て
い
る
よ
う
な
神
秘
的
な
力
を
直
観
し
、
そ
の
生
命
力
の
た
＜

ま
し
さ
を
、
卵
を
つ
か
む
大
き
な
手
の
動
作
に
表
現
し
た
も
の
な
の

芯
。
た
し
か
に
『
桐
の
花
』
と
は
、
ち
が
う
。
ぐ
ん
と
生
命
力
に
満

ち
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
大
き
な
る
」
と
い
う
こ
と
ば

に
は
、
野
性
的
な
力
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
え
ば
『
雲

母
集
』
に
は
、
「
大
」
と
い
う
文
字
が
、
実
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
わ
れ
て

い
る
。
（
中
略
）
こ
う
し
た
原
初
的
な
歌
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
、
三
崎
で

の
白
秋
の
生
活
は
明
る
か
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
「
大
き
な
る
手
」
、
「
…
…
つ
か
み
け
る
か
も
」
と
い
う
表
現
に

着
目
す
れ
ば
、
横
溢
す
る
力
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
そ
れ
以
上
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
連
作
の
題
目
に

も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
〈
卵
〉
の
描
か
れ
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
か
ら
、
西
本
秋
夫
氏
は
、
ま
ず
折
口
信
夫
が
「
雲
母
集
細
見
」
で
「
『
大

き
な
る
手
が
あ
ら
は
れ
て
』
の
歌
は
、
兎
に
角
も
或
恐
怖
を
暗
示
し
て
ゐ

る
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
同
意
し
て
「
あ
る
種
の
恐
怖
」
を
読
み
取
り
な

が
ら
、
さ
ら
に
「
こ
れ
を
三
崎
に
お
け
る
当
時
の
白
秋
の
心
境
の
象
徴
と

(
7
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ま
で
押
し
あ
げ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
大
き
な
る
手
が
あ
ら
わ
れ
て
」
と
い
う
表
現
が
大
き
な
手
を
持
っ
て

い
る
人
物
か
ら
の
視
点
で
は
な
く
、
大
き
な
手
を
客
体
と
し
て
見
る
側
に

あ
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
手
の
大
き
さ
が
力
強
さ
と
は
異
な
る
意
味
合

い
を
含
ん
で
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
突
然
現
れ
た

巨
大
な
手
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
い
か
な
る
目

的
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
、
不
安
と
恐
れ
に
満
ち

た
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
卵
に
と
っ
て
は
生
命
を
奪
わ
れ
る
危
険
性
す
ら

伴
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
歌
に
「
あ
る
種
の
恐
怖
」
を
読
み
取
る
の

は
、
至
極
妥
当
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
大
き
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
生
命
力
の
充
実
を
読
み
取
る
の
は

一
面
的
す
ぎ
る
と
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
西
本
論
の
よ
う
に
こ
の
一
首
の
み
を
取
り
上
げ
て
「
当
時
の
白

秋
の
心
境
の
象
徴
」
だ
と
し
て
し
ま
う
の
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
残
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
あ
る
種
の
恐
怖
」
が
白
秋
の
ひ
と
つ
の
心
境
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
に
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
は
一
首
で
独
立
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
〈
卵
〉
と
題
さ
れ
た
一
二
首
の
中
の
一
首
と
し
て
鑑

賞
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
、
次
に
〈
卵
〉
の
連
作
三
首
を

挙
げ
て
み
よ
う
。

①
煽
々
と
光
り
て
深
き
巣
の
な
か
は
卵
ば
つ
か
り
つ
ま
り
け
る
か
も

②
大
き
な
る
手
が
あ
ら
は
れ
て
昼
深
し
上
か
ら
卵
を
つ
か
み
け
る
か

も
③
か
な
し
き
は
春
画
の
上
に
こ
ろ
が
れ
る
七
面
鳥
の
卵
な
り
け
り

「
大
き
な
る
手
が
あ
ら
は
れ
て
」
と
詠
ま
れ
る
②
の
歌
に
先
立
つ
①
の
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歌
で
は
、
深
い
巣
の
中
に
き
ら
き
ら
光
る
卵
が
ぎ
っ
し
り
と
つ
ま
っ
て
い

る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
生
命
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
状
態
が
歌
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
と
い
っ
て
も
、
卵
が
巣
の
な
か
に
あ
る
の

は
、
卵
に
と
っ
て
一
番
安
定
し
、
充
実
し
た
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

一
首
が
独
立
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
確
か
に
生
命
礼
讃
の
歌
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
が
、
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
第
一
＿
首
で
は
、
巨
大
な
手
に
よ
っ

て
い
ず
れ
と
も
知
れ
な
い
所
に
移
さ
れ
る
恐
怖
が
歌
わ
れ
、
第
一
一
首
を
承

け
た
第
三
首
、
③
の
歌
で
は
、
「
か
な
し
き
は
春
画
の
上
に
こ
ろ
が
れ
る
七

面
鳥
の
卵
な
り
け
り
」
と
、
第
一
首
か
ら
の
卵
が
七
面
鳥
の
卵
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
七
面
鳥
の
卵
を
か
な
し
い
も
の
と
詠
ん
で

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
巣
の
中
か
ら
大
き
な
手
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
、

今
、
安
心
で
き
る
場
所
か
ら
も
多
く
の
仲
間
か
ら
も
引
き
離
さ
れ
て
春
画

の
上
と
い
う
、
い
か
に
も
不
似
合
い
な
と
こ
ろ
に
転
が
っ
て
い
る
卵
に
作

者
は
哀
し
み
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
七
面
鳥
の
卵
の

不
安
や
孤
独
さ
は
作
者
の
姿
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、

春
画
は
、
作
者
が
陥
っ
て
い
る
状
況
の
背
景
に
あ
る
恋
愛
や
そ
の
経
過
を
、

戯
画
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
を
一
歩
つ

き
放
し
た
上
で
、
戯
画
的
に
か
な
し
み
を
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
③
の
歌

の
悲
哀
と
、
〈
卵
〉
三
首
で
行
き
着
く
か
な
し
み
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
卵
〉
三
首
を
一
連
の
作
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
②
の

「
大
き
な
る
手
」
に
、
あ
る
種
の
恐
怖
を
読
み
取
る
と
い
う
先
の
解
釈
が

保
証
さ
れ
る
し
、
生
命
の
充
実
感
が
読
み
取
れ
る
①
の
歌
も
、
連
作
の
中

に
お
い
て
は
③
に
至
る
導
入
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
燒
々
と
し
た
卵
を
歌
い
な
が
ら
、
結
局
③
の
よ
う
な
悲
哀
の
歌
へ
と

導
か
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
作
者
の
心
境
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

(
8
)
 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
新
生
・
序
歌
」
の
歌
で
は
い
ろ
い
ろ
な
所
で
こ
う
し
た
見
方
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
〈
魚
介
三
品
〉
の
連
に
あ
る
歌
、

鰻
は
大
地
の
上
は
歩
か
ね
ば
そ
こ
に
ご
ろ
り
と
こ
ろ
が
り
に
け
り

も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
従
来
は
「
新
生
」
に
ふ
さ
わ
し
い
力
の

こ
も
っ
た
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

鰻
の
有
す
る
大
き
さ
と
、
そ
れ
が
ご
ろ
り
と
こ
ろ
が
る
と
い
う
重
塁
感
が

ま
ず
力
と
結
び
つ
く
し
、
第
二
句
に
あ
る
「
大
地
」
の
語
も
そ
れ
を
強
調

す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
鱗
の
大
き
さ
は
大

地
の
大
き
さ
に
匹
敵
す
る
巨
大
で
力
強
い
も
の
に
見
え
て
く
る
。
大
き
く

力
強
い
歌
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
前
田
夕
暮
は
「
鑑
貨
す

る
私
も
亦
ふ
か
の
や
う
に
ご
ろ
り
と
大
地
に
こ
ろ
が
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な

(
9
)
 

気
が
す
る
」
と
い
い
、
「
ご
ろ
り
と
こ
ろ
が
り
に
け
り
」
と
い
う
表
現
に
解

放
感
に
近
い
も
の
を
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
詠
ま
れ
て
い
る
歌
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

に
は
読
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
と
い
っ
て
も
、
人
が
ご
ろ
り

と
こ
ろ
が
る
と
い
う
こ
と
と
、
鮫
が
ご
ろ
り
と
こ
ろ
が
る
と
い
う
こ
と
と

は
全
く
意
味
が
異
な
る
。
人
は
休
息
を
取
る
た
め
大
地
に
ご
ろ
り
と
こ
ろ

が
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
鰻
が
大
地
に
ご
ろ
り
と
こ
ろ
が

っ
て
い
る
の
は
休
息
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
死
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
歌
の
上
で
も
「
鱚
は
大
地
の
上
は
歩
か
ね
ば
」
と
そ
の

点
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
る
で
人
が
ご
ろ
り
と
横
に
な
っ
て
休
ん
で
い
る

か
の
よ
う
な
表
現
を
取
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
の
歌
の
哀
感
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
自
然
の
中
で
何
事
で
も
な
い
よ
う
に
放
り
出
さ
れ
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て
い
る
鱗
の
死
は
、
大
地
が
大
き
く
雄
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
鰻
が
巨

大
で
重
量
感
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
哀
切
で
あ
り
、
生
命
へ
の
喪
失
感
が
色

濃
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
鰻
は
大
地
の
上
は
歩
か
ね
ば
」
と
い
う
句
に
は

そ
う
し
た
悲
し
み
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
見
、
生
命
力
を
感
じ
さ

せ
る
事
物
の
大
き
さ
が
、
生
命
力
の
充
実
と
は
逆
に
哀
切
な
も
の
と
し
て

(10) 

働
い
て
い
る
好
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
春
画
の
上
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
卵

に
対
す
る
作
者
の
心
境
と
同
様
の
も
の
が
、
こ
の
ご
ろ
り
と
こ
ろ
が
っ
て

放
置
さ
れ
て
い
る
簸
の
死
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
＾
大
鶉
〉

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
、
「
新
生
・
序
歌
」
を
代
表
す
る
も
の
と

し
て
、
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
新
生
・
序
歌
」
の
中
で
最
も
長
い
連

を
作
っ
て
い
る
〈
大
鴻
〉
の
見
方
も
大
分
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
〈
大
鶉
〉
の
連
作
は
以
下
の
七
首
の
歌
か
ら
な
っ
て
い
る
。

も

だ

さ

ざ

な

み

①
大
腸
一
羽
渚
に
黙
ふ
か
し
う
し
ろ
に
う
ご
く
漣
の
列

②
大
鶉
一
羽
地
に
下
り
昼
深
し
そ
れ
を
眺
め
て
ま
た
一
羽
来
し

③
昼
渚
人
し
見
え
ね
ば
大
鶉
は
っ
た
り
と
雌
を
圧
へ
ぬ
る
か
も

④
大
鶉
渚
歩
け
ど
麗
ら
な
る
波
は
そ
こ
ま
で
と
ど
か
ざ
り
け
り

⑤
寂
光
の
浜
に
群
れ
ゐ
る
大
腸
そ
れ
の
真
上
に
ま
た
一
羽
来
し

⑥
一
羽
飛
び
二
羽
飛
び
三
羽
飛
び
四
羽
五
羽
飛
び
大
鶉
い
ち
ど
に
飛

び
に
け
る
か
も

⑦
大
空
の
下
に
し
ま
し
伏
し
た
り
病
鶉
生
き
て
飛
び
立
つ
最
後
に
一

羽
＇
◆

こ
れ
ら
の
歌
々
に
対
し
、
前
田
夕
暮
は
、

寂
光
の
浜
の
渚
に
ゐ
る
大
腸
一
羽
な
ん
と
そ
の
面
貌
の
退
し
さ
、
さ
な

が
ら
王
者
の
や
う
な
相
貌
を
露
呈
し
て
、
厳
か
に
押
し
黙
つ
て
ゐ
る
。

(11) 

と
い
い
、
野
上
飛
雲
氏
は
、

あ
る
が
ま
ま
の
野
性
的
な
生
命
力
の
謳
歌
で
あ
り
、
大
自
然
の
中
で

の
官
能
の
か
が
や
き
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
な
。
ま
た
、
中
山
礼
治
氏
も
、

無
人
の
渚
で
内
な
る
力
に
促
さ
れ
て
自
然
無
碍
に
行
わ
れ
る
動
物
の

ふ
る
ま
い
に
、
作
者
は
畏
れ
と
同
時
に
敬
虔
な
気
持
ち
を
感
じ
た
の

で
あ
る
。
「
は
っ
た
り
と
」
が
大
鶉
を
最
も
大
き
く
し
て
い
る
。

と
解
釈
し
て
お
ら
れ
が
。
い
ず
れ
も
、
野
生
の
力
強
さ
に
注
目
し
て
い
る

点
に
お
い
て
見
解
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
〈
大
鶉
〉

と
い
う
題
目
自
体
、
ま
た
、
一
首
一
首
の
歌
で
「
大
鶉
」
と
明
記
し
て
い

る
点
な
ど
、
騰
の
大
き
さ
と
力
強
さ
を
強
調
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
か
ら
み
て
も
、
第
二
首
「
大
鴻
一
羽
地
に
下

り
昼
深
し
そ
れ
を
眺
め
て
ま
た
一
羽
来
し
」
の
よ
う
に
、
静
ま
り
返
っ
た

中
で
大
地
と
大
鶉
と
を
対
照
さ
せ
て
鶉
の
様
子
を
詠
ん
だ
り
、
第
三
首
「
昼

渚
人
し
見
え
ね
ば
大
鴻
は
っ
た
り
と
雌
を
圧
へ
ぬ
る
か
も
」
の
よ
う
に
自

然
の
中
で
の
野
生
の
力
を
歌
っ
た
り
し
て
、
大
鶉
の
力
が
前
面
に
押
し
出

さ
れ
て
い
る
。
第
三
首
「
昼
渚
人
し
見
え
ね
ば
」
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
人
の
姿
も
な
く
、
第
一
首
「
大
鶉
一
羽
渚
に
黙
ふ
か
し
」
の
よ
う
に

腸
ま
で
も
押
し
黙
っ
て
い
る
真
昼
の
浜
を
、
作
者
は
第
五
首
で
「
寂
光
の

浜
」
、
つ
ま
り
、
仏
の
住
む
世
界
と
見
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
寂
光

の
浜
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
第
一
首
、
第
四
首
に
あ
る
よ
う
に
、
麗
ら
か

な
漣
が
き
ら
め
き
、
大
地
と
大
鶉
に
あ
る
力
は
、
静
か
に
満
ち
渡
っ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
〈
大
鶉
〉
の
歌
々
か
ら
力
の
存
在
を
読
む
の
も
尤
も

な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
〈
大
雅
〉
の
連
が
こ
の
よ
う
な
形
で
の
み
終
始
し
て
い
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
ば
か
り
は
言
え
な
い
。
第
二
首
「
大
騰
一
羽
地
に
下
り
昼

し
深
し
そ
れ
を
眺
め
て
ま
た
一
羽
来
し
」
や
第
五
首
「
寂
光
の
浜
に
群
れ

ゐ
る
大
嗚
そ
れ
の
真
上
に
ま
た
一
羽
来
し
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
第

一
首
か
ら
第
五
首
ま
で
の
歌
で
は
大
鶉
が
一
羽
、
ま
た
一
羽
と
集
ま
っ
て

来
る
と
い
う
形
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
鶉
が
第
六
首
「
一

羽
飛
び
二
羽
飛
び
三
羽
飛
び
四
羽
五
羽
飛
び
大
腸
い
ち
ど
に
飛
び
に
け
る

か
も
」
と
―
つ
の
群
れ
と
な
っ
て
飛
び
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
羽
一
羽

の
大
嗚
の
力
は
ま
と
ま
っ
た
群
れ
と
し
て
強
調
さ
れ
、
第
一
首
か
ら
の
歌

の
流
れ
が
集
約
さ
れ
る
と
い
う
運
び
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
連

は
こ
こ
で
終
わ
ら
ず
、
次
の
第
七
首
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
全
く
表
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
側
面
が
顕
在
化
し
て
く
る
。

大
空
の
下
に
し
ま
し
伏
し
た
り
病
嗚
生
き
て
飛
び
立
つ
最
後
に
一
羽

と
詠
ま
れ
る
「
病
嗚
」
の
一
首
で
あ
る
。
す
べ
て
の
腸
が
一
度
に
飛
び
去

っ
た
後
、
第
七
首
の
病
雅
は
仲
間
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
一
羽
と
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
。
「
生
き
て
飛
び
立
つ
最
後
に
一
羽
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
病

鶉
も
飛
び
立
つ
だ
け
の
力
を
得
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
「
病

雅
」
「
最
後
に
一
羽
」
と
表
さ
れ
る
病
鶉
の
羽
ば
た
き
か
ら
は
十
―
―
分
の
活

力
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
う
や
く
「
生
き
て
飛
び
立

つ
」
だ
け
の
力
を
得
た
と
は
い
う
も
の
の
、
希
望
に
満
ち
て
い
る
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
孤
独
で
悲
壮
で
す
ら
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

く
に
こ
の
一
首
で
〈
大
嗚
〉
の
連
が
締
め
括
ら
れ
る
時
、
〈
大
臆
〉
の
連
作

全
体
が
、
単
に
明
る
＜
生
命
力
を
讃
美
し
て
い
る
だ
け
で
な
い
こ
と
が
知

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
兎
に
角
も
、
病
嗚
は
飛
び
立
て
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
力
の
存

在
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
あ
る
と
思
う
。
本
稿
も
こ
の
点
を
否

定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
が
、
そ
こ
に
大
腸
の
孤
独
な
側
面
や
、
悲
壮
な

姿
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
さ
、
力
強

さ
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
最
終
的
に
表
れ
た
病
鶉
の
意
味
す
る

孤
独
感
や
不
安
感
が
示
唆
す
る
も
の
は
大
き
い
。
第
一
首
か
ら
第
六
首
ま

で
を
承
け
た
上
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
病
嗚
」
の
一
首
は
、
た
だ
一
首
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
六
首
に
拮
抗
し
て
、
作
者
の
内
な
る
心
情
が
抑

え
き
れ
ず
に
吐
露
さ
れ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
首
か
ら
第
六

首
の
総
て
の
歌
で
「
大
鴻
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
み
大
嗚
の
力
強
さ
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
最
後
の
一
首
の
「
病
嗚
」
の
存
在
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
、
連
作
全
体
に
も
「
病
嗚
」
の
蔭
が
強
く
及
ぶ
よ
う
な
形

に
な
っ
て
い
る
。

表
面
的
に
は
陽
光
の
中
で
力
強
く
歌
わ
れ
て
い
る
大
嗚
に
も
、
実
は
「
病

嗚
」
の
歌
に
至
る
蔭
の
部
分
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一

首
か
ら
第
六
首
の
中
に
五
回
使
わ
れ
て
い
る
「
一
羽
」
と
い
う
語
。
大
嗚

の
存
在
感
を
詠
む
ば
か
り
で
な
く
、
孤
独
な
側
面
を
も
歌
っ
て
い
る
と
知

ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
第
一
首
の
「
大
嗚
一
羽
渚
に
黙
ふ
か
し
」
に
は
、
大

(14) 

腸
の
沈
鬱
な
側
面
が
読
み
取
れ
る
し
、
第
二
首
に
あ
る
「
昼
深
し
」
の
語

(15) 

で
は
、
白
日
の
明
る
さ
の
底
に
暗
鬱
な
面
を
覗
か
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
「
大
嗚
」
の
一
連
は
、
一
方
で
生
命
力
の
横
溢
を
詠
み
な
が
ら
も
、
他

方
で
精
神
的
に
不
安
な
側
面
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
作
品
と
し
て

一
面
的
で
な
い
奥
行
き
の
深
さ
を
持
ち
褐
て
い
る
。

「
新
生
・
序
歌
」
の
章
は
全
般
に
大
き
い
も
の
、
力
強
い
も
の
、
明
る

い
も
の
で
満
ち
て
い
て
、
あ
た
か
も
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
力
で
浪
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
〈
力
〉
と
題
す
る
歌
、

- 6 --



「
新
生
・
序
歌
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面

に
対
し
て
、
総
体
と
し
て
係
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
論
も
見
ら
れ
な
く
は
な

い
。
例
え
ば
長
沢
一
作
氏
は
、

『
雲
母
集
』
の
光
明
礼
讃
に
は
、
意
地
の
悪
い
い
い
か
た
に
な
る
が
、

ど
こ
か
あ
ら
か
じ
め
意
図
し
、
設
定
さ
れ
た
よ
う
な
形
に
は
ま
っ
た

手
法
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
光
明
も
法
悦
も
あ
っ
た
に
は
違
い

な
い
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
以
上
に
白
秋
の
き
ら
び
や
か
な
技
巧
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

(17) 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
し
、
杜
沢
一
郎
氏
は
、

結
局
、
『
雲
母
集
』
に
お
い
て
白
秋
は
、
自
己
変
革
を
志
し
は
し
た
が
、

つ
い
に
そ
れ
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
と
ば
を
や
た
ら
に
励
ま

し
、
情
緒
性
を
切
ろ
う
と
あ
が
き
、
自
己
欺
隔
に
も
似
た
演
出
を
繰

り
返
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

(18) 

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
は
、
大
上
段
に
新
生
を
歌
う
白

秋
の
姿
勢
が
実
は
、
白
秋
の
真
実
と
異
な
る
の
だ
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
「
新
生
・
序
歌
」
の
中
に

哀
切
な
歌
声
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
本
稿
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
と
思
わ

四

、

ま

と

め

煙
煙
と
光
り
て
動
く
山
ひ
と
つ
押
し
傾
け
て
来
る
力
は
も

を
「
新
生
・
序
歌
」
の
冒
頭
に
置
き
、
山
を
も
押
し
傾
け
る
よ
う
な
力
を

願
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
作
者
も
そ
の
辺
を
意
図
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

(16) 

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
少
し
子
細
に
読
め
ば
、
「
新
生
・
序

歌
」
の
歌
々
に
は
力
に
対
す
る
讃
歌
の
底
流
で
、
切
な
く
哀
し
い
歌
声
が

脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

れ
る
。
が
、
両
論
と
も
に
、
『
雲
母
集
』
が
白
秋
の
真
実
を
語
っ
て
い
な
い

が
故
に
、
作
品
と
し
て
劣
っ
て
い
る
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
白
秋
は
『
雀
の
卵
』
の
「
大
序
」
で
「
恥
を
云
ふ
と
、
私
は
『
雲

母
集
』
で
失
敗
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

作
者
に
よ
る
―
つ
の
解
釈
と
し
て
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白

秋
は
同
じ
「
大
序
」
で
『
雲
母
集
』
に
つ
い
て
、
「
活
気
活
力
の
み
で
何
も

彼
も
無
理
に
押
し
通
さ
う
と
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
が
、
先
に
述
べ
て

き
た
よ
う
に
『
雲
母
集
』
の
「
新
生
・
序
歌
」
を
み
る
限
り
、
表
面
的
な

「
活
気
活
力
」
の
裏
側
に
あ
り
あ
り
と
し
た
悲
哀
の
心
情
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
白
秋
が
元
来
意
図
し
て
い
た
も
の

と
は
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
結
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い

る
『
雲
母
集
』
の
世
界
は
、
「
活
気
活
力
」
の
新
生
を
求
め
よ
う
と
す
る
心

と
、
そ
の
裏
に
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
も
し
き
れ
な
い
悲
哀
の
心
の
相
剋
が

実
に
鮮
や
か
に
歌
わ
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
大
鴻
」
の
連
作
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
作
品
に
と
っ
て
の
傷
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
作

品
全
体
に
文
学
と
し
て
の
深
み
を
与
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
『
雲
母
集
』
が
白
秋
の
い
う
と
お
り
「
活
気
活
力
」
だ
け
の
歌
集
で

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
い
か
に
浅
薄
で
奥
行
き
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た

か
と
思
わ
れ
る
。
作
者
の
意
図
を
越
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
悲
哀
や
、
不

安
、
苦
悩
の
姿
、
こ
れ
こ
そ
白
秋
に
お
け
る
新
生
の
真
の
姿
、
『
雲
母
集
』

の
真
の
姿
と
し
て
味
わ
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

『
雲
母
集
』
の
価
値
と
魅
力
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
見
い
だ
す
べ
き
で
は

(19) 

な
い
か
と
考
え
る
。

「
雲
母
集
・
余
言
」
の
中
で
、
白
秋
は
ま
た
、

此
の
三
崎
生
活
の
内
容
に
つ
い
て
は
作
品
が
凡
を
証
明
す
る
と
思
ふ
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（
略
）
。
只
初
め
は
小
児
の
や
う
に
歓
喜
に
燃
え
て
ゐ
た
心
が
次
第
に

四
方
鬱
悶
の
苦
し
み
と
な
り
、
遂
に
諮
然
と
し
て
一
脈
の
法
悦
味
を
感

じ
得
た
と
信
ず
る
。
そ
れ
迄
の
道
程
は
、
本
集
に
於
い
て
初
め
よ
り
終

ま
で
殆
正
し
い
系
統
を
追
つ
て
、
順
序
よ
く
採
録
さ
れ
て
あ
る
。

と
述
べ
、
『
雲
母
集
』
に
歓
喜
・
鬱
悶
・
法
悦
と
い
う
道
程
が
あ
る
と
い
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
『
雲
母
集
』
を
解
釈
す
る
場
合
も
ま
た
、
白
秋
の
い
う

道
筋
に
従
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
雲
母
集
』

を
全
体
と
し
て
象
徴
す
る
位
闘
に
あ
り
、
『
雲
母
集
』
に
お
い
て
は
最
終
的

に
詠
ま
れ
て
い
る
「
新
生
・
序
歌
」
の
歌
々
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
な
哀
切
な
声
調
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
が
白
秋
の
求
め

て
い
た
世
界
を
も
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
今
、
『
雲
母
集
』

に
あ
る
と
い
う
こ
う
し
た
道
筋
に
つ
い
て
も
、
ま
た
再
考
の
必
要
が
生
ま

れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注
l

鈴
木
英
夫
氏
も
「
序
歌
は
む
し
ろ
終
章
な
の
で
あ
る
」
（
『
北
原
白
秋
の
思
想
』
初

出
昭
3
7
.
1
)

と
述
べ
て
い
る
。

2

「
叙
情
の
変
質
」
（
「
短
歌
」
昭
5
3
.
9
)
。（
C
)

は
、
第
七
章
の
「
地
面
と
野
菜
」

か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。

3

『
追
憶
の
白
秋
・
わ
が
歌
論
』
（
昭

56

青
磁
社
）
。
岩
間
氏
は
、
他
に
「
来
て
見

れ
ば
鰯
こ
ろ
が
る
蕪
畑
蕪
み
ど
り
の
葉
を
ひ
る
が
へ
す
」
（
「
流
離
抄
」
）
も
同
様
の
歌

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

4

『
北
原
白
秋
人
と
作
品
』
（
昭

44

清
水
書
院
）

5

『
北
原
白
秋
論
』
（
昭
62

星
雲
社
）

6

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
（
大
4
.
1
2
)

7

「
白
秋
論
資
料
考
』
（
昭
49

新
生
社
）

8

西
本
氏
も
③
の
歌
に
関
し
て
「
し
み
じ
み
と
人
生
を
か
み
し
め
る
境
涯
的
な
も
の

が
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
き
ざ
し
は
じ
め
る
の
で
あ
ろ
う
」
（
前
掲
書
）
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
が
、
第
一
一
首
と
第
一
＿
一
首
の
意
味
上
の
繋
が
り
、
さ
ら
に
第
一
首
と
の
関
わ

り
な
ど
〈
卵
〉
三
首
を
一
連
の
作
と
し
て
解
釈
す
る
見
方
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

9

『
白
秋
追
憶
』
（
昭
23

健
文
社
）

10

〈
魚
介

l

―
一
品
〉
も
〈
卵
〉
の
連
作
と
同
様
に
、
前
半
に
お
い
て
は
「
水
の
面
に
光

ひ
そ
ま
り
昼
深
し
ぬ
つ
と
海
亀
息
吹
き
に
た
り
」
「
日
ざ
か
り
は
巖
を
動
か
す
海
姐
も

ぱ
っ
た
り
と
息
を
ひ
そ
め
け
る
か
も
」
と
、
生
命
力
が
静
か
に
充
実
し
て
い
る
様
を

詠
み
な
が
ら
、
第
三
首
に
お
い
て
哀
切
な
歌
へ
と
導
か
れ
て
い
る
。

11

注
9
に
同
じ
。

12

『
北
原
白
秋
そ
の
三
崎
時
代
」
（
昭
51

慶
友
社
）

13

『
北
原
白
秋
歌
と
こ
こ
ろ
J

(昭
56

有
斐
閣
新
書
）

14

「
黙
ふ
か
し
」
は
、
初
出
(
「
A
R
S
」
大
4
.
8
)
で
「
黙
深
し
」
と
記
さ
れ
て

い
た
。
沈
黙
の
度
合
い
が
深
い
と
解
せ
よ
う
。
「
黙
深
し
」
と
い
う
語
が
一
般
的
で
な

い
た
め
、
歌
集
で
は
平
仮
名
に
改
変
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

15

「
新
生
・
序
歌
」
に
は
、
「
昼
深
し
」
と
い
う
語
が
一
ー
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
黙

深
し
」
と
と
も
に
「
新
生
・
序
歌
」
を
特
色
付
け
て
い
る
。

16

こ
の
歌
は
、
山
を
押
し
傾
け
て
く
る
よ
う
な
力
が
自
分
に
な
い
か
ら
、
そ
の
力
に

対
し
て
詠
嘆
を
持
っ
て
眺
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
力
が
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る

歌
だ
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
形
で
力
に
対
す
る

意
欲
を
示
し
て
い
る
と
理
解
し
た
。

17

「
『
雲
母
集
』
と
「
あ
ら
た
ま
』
」
（
「
短
歌
」
昭
5
3
.
9
)

18

「
痛
み
を
梃
子
と
し
て
」
（
「
短
歌
」
昭
6
0
.
7
)

19

阿
部
正
路
氏
は
別
の
側
面
か
ら
『
雲
母
集
」
に
つ
い
て
、
「
「
桐
の
花
』
か
ら
『
雲

母
集
」
へ
、
そ
の
あ
ま
り
に
人
間
的
な
苦
悩
の
中
で
の
自
己
確
立
。
そ
れ
こ
そ
が
『
雲

母
集
』
の
痛
々
し
い
煙
々
た
る
魅
力
な
の
で
あ
る
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭

6
0
.
1
2
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

本
稿
は
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
第
十
六
回
大
会
（
平
成
四
年
九
月
十

九
日
）
に
於
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
平
岡
敏
夫

先
生
は
じ
め
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
東
京
成
徳
短
期
大
学
助
教
授
）
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