
ゆ
ら
の
と
を
わ
た
る
ふ
な
人
か
ち
を
た
え
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
の
み
ち
か

な
（
以
下
、
私
家
集
の
本
文
と
歌
番
号
に
つ
い
て
は
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ

り
「
私
家
集
大
成
」
の
本
文
に
拠
る
）

こ
の
歌
は
、
「
新
古
今
集
」
や
「
百
人
一
首
」
に
も
採
ら
れ
た
、
曽
祢
好
忠

の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
春
夏
秋
冬
恋
沓
冠
歌
物
名
歌
か
ら

な
る
百
首
歌
中
に
あ
っ
て
、
恋
部
の
冒
頭
を
飾
る
歌
で
あ
る
。

北
村
杏
子
氏
は
、
契
沖
「
百
人
一
首
改
観
抄
」
の

（
略
）
此
由
良
の
門
紀
伊
と
い
ふ
。
き
の
国
に
由
良
あ
る
事
勿
論
な
れ
ど
、

曽
丹
集
を
見
る
に
、
丹
後
撒
に
て
う
づ
も
れ
居
た
る
こ
と
を
述
懐
し
て
よ

め
る
歌
お
ほ
け
れ
ば
、
此
由
良
は
、
丹
後
の
由
良
に
て
、
楽
天
が
太
行
路

に
太
行
山
の
道
の
銀
難
な
る
を
も
て
男
女
の
中
に
も
た
と
へ
、
又
男
女
の

中
を
も
て
君
臣
の
間
に
た
と
へ
た
る
が
ご
と
く
、
此
歌
も
お
も
て
は
恋
の

歌
に
し
て
、
我
一
オ
あ
る
事
を
吹
挙
し
て
み
か
ど
に
奏
す
る
人
な
く
て
、

召
上
げ
ら
れ
て
然
る
べ
き
官
爵
を
授
ら
る
A

事
も
な
き
を
、
た
と
へ
出
せ

る
に
や
（
略
）

一
、
好
忠
百
首
の
恋
歌

「
和
泉
式
部
百
首
」
考

ー
喜
を
中
心
に
ー
—

を
挙
げ
ら
れ
、
同
じ
く
百
首
中
の

と
ふ
と
り
の
こ
こ
ろ
は
そ
ら
に
あ
く
か
れ
て
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
も
の
を
こ

そ
お
も
へ

に
も
詠
ま
れ
る
「
行
方
も
知
ら
ぬ
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
用
例
を
調
べ
ら

れ
て

「
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
」
の
表
現
が
「
海
」
「
空
」
等
に
関
す
る
語
を
伴
な

っ
て
万
葉
集
時
代
か
ら
好
忠
な
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
、
無
常
感
、
無
力
感

を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
略
）
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み

る
な
ら
ば
、
「
ゆ
ら
の
と
を
」
の
一
首
が
恋
歌
で
あ
る
と
い
う
よ
り
述
懐

の
歌
で
あ
り
、
「
と
ぶ
と
り
の
」
の
一
首
も
又
述
懐
の
意
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
説
も
不
当
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（注

1
)

と
述
懐
性
を
指
摘
さ
れ
た
。

（注
2
)

好
忠
百
首
の
述
懐
性
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
忠
美
氏
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。

百
首
に
付
さ
れ
た
序
文
は

い
て
つ
か
ふ
る
こ
と
も
な
き
わ
か
身
ひ
と
つ
に
は
う
け
れ
と
も
：

．．．． 

と
沈
涌
訴
嘆
の
色
濃
い
も
の
で
あ
る
し
、
四
季
歌
、
沓
冠
歌
、
物
名
歌
も
同
様

で
あ
る
。
し
か
し
、
百
首
歌
が
沈
論
訴
嘆
の
具
と
し
て
詠
ま
れ
た
な
ら
ば
、
な

小

林

恵
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ぜ
私
的
な
物
で
あ
る
は
ず
の
恋
を
、
恋
部
と
い
う
部
立
を
設
け
て
連
ね
た
の
で

あ
ろ
う
。
北
村
氏
の
御
指
摘
は
こ
の
疑
問
に
―
つ
の
答
え
を
示
さ
れ
た
。
確
か

に
、
北
村
氏
の
論
じ
ら
れ
た
二
首
以
外
に
も
述
懐
性
の
濃
い
恋
歌
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
序
文
に
お
い
て
百
首
歌
製
作
の
動
機
を
つ
づ
る
中
に

み
つ
く
き
の
あ
と
に
し
る
し
て
か
す
な
ら
屈
こ
こ
ろ
を
ひ
と
つ
な
く
さ

め
ん
と
も
、
ち
の
か
す
を
よ
み
つ
ヽ
け

と
、
不
遇
な
自
分
を
「
数
な
ら
ぬ
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
恋
部
に
お
い
て
も

自
分
を
「
数
な
ら
ぬ
」
と
詠
む
恋
歌
が
あ
る
。

き
み
こ
ふ
る
こ
ヽ
ろ
は
ち
、
に
く
た
く
る
を
な
と
か
す
な
ら
ぬ
わ
か
身
な

る
ら
ん
（
四
一
六
）

こ
の
歌
は
「
千
A

」
と
「
数
な
ら
ぬ
」
を
対
照
さ
せ
た
技
巧
的
な
歌
で
は
あ
る

が
、
根
本
に
は
序
文
に
あ
っ
た
の
と
同
様
の
不
遇
揺
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、

恋
部
で
は
な
い
が
、
沓
冠
歌
、
物
名
歌
中
の
恋
歌
に
も
用
例
を
見
出
せ
る
。

か
す
な
ら
ぬ
こ
、
ろ
を
ち
、
に
く
た
き
っ
、
人
を
し
の
は
ぬ
と
き
し
な
け

れ
は
（
四
二
二
）

加
す
な
ら
て
お
も
ふ
お
も
ひ
の
と
し
ふ
と
も
か
ひ
あ
る
へ
く
も
あ
ら
す
な

り
ゆ
く
（
四
五
四
）

こ
れ
ら
の
歌
の
「
数
な
ら
ず
」
と
い
う
表
現
は
謙
遜
の
意
で
は
な
く
、
自
己
卑

下
と
訴
嘆
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
序
文
に
お
い
て
、
人
生
を
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

ひ
を
む
し
の
ひ
を
く
ら
し
く
さ
は
の
た
ま
の
か
せ
を
ま
つ
ほ
と
な
れ
は

み
つ
の
あ
は
よ
る
も
こ
と
に
は
る
の
ゆ
め
に
も
け
な
ら
す

と
、
「
水
の
泡
」
に
例
え
て
お
り
、
「
泡
」
は

水
早
み
船
も
通
は
ぬ
谷
の
底
に
と
ま
ら
ぬ
泡
の
身
を
い
か
に
せ
ん
（
大
系

（注
3
ヅ

本
四
七
七
）

の
「
泡
の
身
」
の
よ
う
に
、
述
懐
性
の
強
い
つ
ら
ね
歌
に
お
い
て
、
む
な
し
く

生
き
て
い
る
自
分
自
身
を
例
え
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
沓
冠
歌

中
の

ひ
と
こ
ふ
る
な
み
た
の
う
み
に
し
つ
み
つ
、
沢
⑪
訓
ば
と
そ
お
も
ひ
き
え

ぬ
る
（
四
四
一
）

と
い
う
恋
歌
に
も
述
懐
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
百
首
中
の
恋
歌
に
は
述
懐
的
な
用
語
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
好
忠
百
首
は
恋
歌
を
含
め
て
「
沈
油
訴
嘆
」
と
い
う
―
つ
の
主
頴
で
括
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
和
泉
式
部
百
首
は
ど
の
よ
う
な
主
題
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
式
部
百
首
は
、
四
季
部
と
恋
部
と
が
個
々
に
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
久
保
木
寿
子
氏
は
恋
部
の
み
の
主
題
を
想
定
さ
れ
、
ま
た
、
手
法
も
四

（注
4
)

季
部
と
異
な
る
と
論
じ
ら
れ
た
。
吉
田
幸
一
氏
は
四
季
部
と
恋
部
は
成
立
時
期

（注
5
)

が
違
う
と
ま
で
推
論
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
季
節
の
折
々
の
景
物
を
詠
む
こ
と
を
主
体
と
し
た
四
季
歌
に
比
べ

題
を
設
定
し
て
恋
を
詠
む
題
詠
歌
は
当
時
あ
ま
り
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
式
部
百
首
の
場
合
も
、
四
季
部
と
恋
部
を
切
り
離
し
て
考
え
る
の
も

や
む
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
込
懐
性
の
強
い
好
忠
百
首
の
恋
部
冒

頭
に
や
は
り
述
憐
性
の
強
い
歌
が
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
式
部
百
首
の

恋
部
も
百
首
の
一
部
と
し
て
、
四
季
歌
と
同
一
線
上
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

恋
部
が
切
り
離
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
要
囚
の
―
つ
は
、
四
季
部

二
、
和
泉
式
部
百
首
の
恋
部
の
位
置
付
け
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（注

8
)

く
ろ
か
み
の
み
た
れ
も
し
ら
す
う
ち
ふ
て
は
ま
つ
か
き
や
り
し
人
そ
恋
し

き
（
八
六
）

に
詠
ま
れ
る
「
黒
髪
」
と
い
う
語
は
式
部
集
中
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
三

代
集
に
十
例
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
拾
遺
集
」
中
の
万
葉
歌

の
表
現
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、

に
先
行
定
数
歌
の
影
響
が
多
く
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
恋
部
が
そ
う
で
な
か
っ

た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
恋
部
に
関
し
て
は
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け

（注
6
)

で
あ
る
。

①
き
み
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
は
ち
、
に
く
た
く
れ
と
ひ
と
つ
も
う
せ
ぬ
物
に
そ
あ

り
け
る
（
九
一
）

の
上
句
が
、
好
忠
百
首
中
の

き
み
こ
ふ
る
こ
、
ろ
は
ち
、
に
く
た
く
る
を
な
と
か
す
な
ら
ぬ
わ
か
身
な

る
ら
ん
（
四
一
六
）

の
上
句
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
点

②
九

0
番
歌
に
詠
ま
れ
る
「
あ
ま
」
は
、
好
忠
や
重
之
百
首
か
ら
摂
取
し
た

歌
材
で
あ
る
点

と
こ
ろ
が
、
検
討
し
て
み
る
と
他
に
も
影
響
の
認
め
ら
れ
る
歌
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。
例
え
ば

を
し
と
お
も
ふ
命
に
そ
へ
て
を
そ
ろ
し
く
こ
ひ
し
き
人
の
た
ま
か
は
る
も

の
（
八
八
）

の
「
惜
し
と
思
ふ
命
」
と
い
う
表
現
は
、
勅
撰
、
私
家
集
に
わ
ず
か
に
用
例
が

（注

7
)

あ
る
の
み
で
式
部
集
に
お
い
て
も
こ
の
一
例
し
か
見
ら
れ
ず
、
好
忠
百
首
中
の

惜
し
と
思
う
命
心
に
か
な
は
な
ん
あ
り
へ
ば
人
に
逢
ふ
せ
あ
り
や
と
（
大

系
本
四
四
二
）

う
ば
玉
の
妹
が
黒
髪
今
宵
も
や
わ
が
な
き
床
に
な
び
き
出
ぬ
ら
ん
（
恋
三

読
み
人
し
ら
ず
）

を
除
く
全
て
は
「
白
髪
」
と
対
比
さ
せ
た
上
で
の
老
境
の
歌
で
あ
る
。
一
方
、

好
忠
百
首
恋
部
に
は
「
黒
髪
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、

次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

わ
き
も
こ
か
ゆ
ら
の
た
ま
す
ち
う
ち
な
ひ
き
こ
ひ
し
き
か
た
に
よ
れ
る
恋

か
な
（
四
―
-
）

（注
9
)

「
曽
祢
好
忠
集
全
釈
」
は
「
玉
筋
」
を
「
玉
を
通
し
て
あ
る
糸
」
と
し
て
上
句

を
「
妻
の
持
っ
て
い
る
飾
り
の
玉
が
、
ゆ
ら
め
い
て
音
を
立
て
て
な
び
く
よ
う

に
」
と
解
し
て
い
る
が
「
標
注
曽
丹
集
」
に

末
の
恋
の
歌
十
首
の
な
か
に
、
我
妹
子
が
ゆ
ら
の
玉
す
ぢ
と
あ
る
を
、
夫

木
に
は
う
ば
の
玉
す
ぢ
と
有
。
（
略
）
ぬ
ば
玉
の
黒
髪
と
い
ふ
を
、
う
ば

の
玉
す
ぢ
と
い
ひ
て
、
や
が
て
黒
髪
の
こ
と
と
せ
り
。

（注
10)

と
あ
り
、
ま
た
「
曽
丹
集
摘
草
」
に

和
泉
式
部
集
に
も
＾
う
ば
玉
の
す
ぢ
＞
と
よ
め
れ
ば
、
＾
う
ば
の
玉
す

ぢ
V
の
か
た
よ
ら
ん
か
。
＾
髪
は
ゆ
ら
／
＼
と
か
、
り
＞
な
ど
い
ふ
物
語

詞
も
あ
れ
ば
、
本
集
も
捨
て
が
た
し

と
も
あ
り
、
「
ゆ
ら
」
は
本
来
は
ゆ
ら
め
い
て
音
を
た
て
る
擬
音
語
で
は
あ
る

、7力

髪
は
扇
を
広
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
／
＼
と
し
て
（
源
氏
物
語
若
紫
）

の
よ
う
に
髪
に
つ
い
て
言
う
用
例
も
あ
る
の
で
、
好
忠
の
歌
も
黒
髪
を
詠
ん
だ

も
の
と
解
し
た
い
。
お
そ
ら
く
式
部
は
前
出
の
「
拾
遺
集
」
の
万
葉
歌
と
、
好

忠
の
こ
の
歌
を
両
方
念
頭
に
お
い
て
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
男
性
の
歌

を
女
性
の
歌
と
し
て
詠
み
変
え
た
時
に
、
自
己
を
別
の
視
点
か
ら
客
観
的
に
眺

め
て
詠
む
と
い
っ
た
「
自
己
客
体
視
」
の
方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
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か。
こ
の
他
直
接
的
な
影
響
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
恋
部
に
は
万
葉
歌
を
踏

襲
し
た
表
現
が
多
い
。
先
行
百
首
及
び
式
部
百
首
の
四
季
部
は
万
葉
語
を
多
用

（注
11)

し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
非
日
常
的
な
、
物
語
的
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
恋
部
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、あ

ふ
こ
と
を
い
き
の
を
に
す
る
身
に
し
あ
れ
は
た
ゆ
る
も
い
か
、
か
な
し

と
思
は
ぬ
（
八
九
）

に
詠
ま
れ
る
「
い
き
の
を
」
は
、
「
万
葉
集
」
に
十
六
例
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
の
八
代
集
に
は
用
例
が
な
い
語
で
あ
る
。
ま
た

よ
そ
に
て
は
こ
ひ
し
ま
さ
れ
は
み
さ
こ
ゐ
る
い
そ
に
よ
る
舟
さ
し
て
た
に

せ

す

（

八

四

）

．

に
詠
ま
れ
る
「
み
さ
ご
」
も
「
万
葉
集
」
に
六
例
用
い
ら
れ
て
い
る
が
八
代
集

に
用
例
が
な
い
語
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
歌
は
「
万
葉
集
」
の

み
さ
ご
ゐ
る
す
に
ゐ
る
舟
の
こ
ぎ
出
な
ば
う
ら
こ
ひ
し
け
む
の
ち
は
あ
ひ

ぬ
と
も
（
巻
十
二
）

を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
万
葉
歌
を
念
頭

に
置
い
た
か
と
思
わ
れ
る
歌
は
他
に
も
見
出
せ
る
。

（注
12)

（
見
え
も
せ
む
見
も
せ
ん
人
を
あ
き
こ
と
に
を
き
て
は
む
か
ふ
か
、
み
と
も

哉
（
八
二
）

ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
朝
な
朝
な
見
る
と
き
さ
へ
や
恋
の
し
げ
け
む

（
巻
十
一
）

夢
に
だ
に
み
え
も
や
す
る
と
し
き
た
へ
の
枕
う
こ
き
て
い
た
に
ね
ら
れ
す

（
八
七
）

ー
し
き
た
へ
の
枕
動
き
て
夜
も
寝
ず
思
ふ
人
に
は
後
も
あ
ふ
も
の
を

（
巻
十
一
）

や
ま
か
け
に
み
か
く
れ
お
ふ
る
山
く
さ
の
や
ま
す
よ
人
を
思
ふ
こ
ヽ
ろ
は

（
九
五
）

ご
川
の
水
陰
に
生
ふ
る
山
す
げ
の
や
ま
ず
も
妹
が
お
も
ほ
ゆ
る
か
も

（
巻
十
二
）

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
恋
部
の
歌
は
、
四
季
歌
同
様
に
、
先
行
百
首
の

特
徴
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
四
季
部
と
恋
部
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
さ
せ
て
論

ず
る
の
で
な
く
、
百
首
歌
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
主
題
な
り
、
特
質
な
り

を
同
一
線
上
に
論
じ
て
い
く
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

三
、
恋
部
の
特
色

そ
こ
で
、
ま
ず
、
恋
部
に
ど
の
よ
う
な
歌
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
か
を
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

通
常
、
勅
撰
集
な
ど
の
恋
部
の
歌
は
、
恋
愛
の
発
展
段
階
に
し
た
が
っ
て
、

片
思
い
か
ら
始
ま
る
恋
愛
初
期
、
成
就
し
た
中
期
、
そ
の
後
の
破
局
ま
で
、
と

い
っ
た
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
好
忠
を
始
め
と
す
る
百
首
歌
の
恋

部
の
場
合
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
配
列
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
好
忠
百
首
恋

部
に
つ
い
て
「
曽
祢
好
忠
集
全
釈
」
は

以
上
の
恋
十
首
を
見
る
と
、
会
わ
ざ
る
前
の
恋
慕
の
情
、
会
っ
て
後
の
恋

煩
い
、
失
恋
の
悲
し
み
と
、
恋
の
進
行
の
順
序
に
並
べ
て
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
冒
頭
歌
は
前
述
の
よ
う
に
「
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
の
み

ち
か
な
」
と
い
う
観
念
的
な
歌
で
あ
る
し
、
「
き
み
こ
ふ
と
し
の
ひ
／
＼
に
身

を
や
き
て
（
四
一
七
）
」
「
こ
ヽ
ろ
の
う
ち
に
も
の
は
思
（
四
一
八
）
」
と
「
忍

ぶ
恋
」
の
歌
が
後
か
ら
一
二
首
目
、
二
首
目
と
い
っ
た
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。

源
順
、
恵
慶
、
源
重
之
、
重
之
女
百
首
に
お
い
て
も
、
や
は
り
発
展
順
に
並
ん
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で
い
ず
、
全
般
的
に
「
忍
ぶ
恋
」
の
歌
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

恵
慶
の
恋
部
は
「
田
子
の
浦
（
二
三
九
）
」
「
磐
代
（
二
四

0
)」
「
大
島
（
ニ

四
―
―
-
）
」
「
み
く
ま
の
（
二
四
四
）
」
「
み
も
す
そ
川
（
二
四
五
）
」
と
地
名
を
並

べ
、
重
之
の
恋
部
も
同
様
に
「
伏
見
の
里
（
三

0
1
)
」
「
難
波
（
三

0
二）」

「
松
島
(
-
―

-
0
五
）
」
「
淀
（
三

0
六
）
」
「
そ
の
原
（
三

0
七
）
」
「
筑
波
山
（
三

0
八
）
」
「
名
取
川
（
三

0
九
）
」
「
ま
が
き
の
島
（
三
一

0
)
」
と
い
っ
た
地
名

を
並
べ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
百
首
歌
の
恋
部
に
は
「
我
妹
子
」
「
妹
」
「
つ
ま
」
と
い
っ
た

語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
、
「
あ
ま
」
「
舟
」
な
ど
共
通
の
歌
材
が
見
ら
れ
る
と
い

う
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
先
行
百
首
歌
の
恋
部
に
影
響
を
受
け
つ
つ
何
ら

か
の
配
列
意
識
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

私
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
恋
情
を
、
公
け
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
歌
に

す
る
こ
と
は
、
歌
人
に
と
っ
て
精
神
的
重
圧
を
感
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
百
首
歌
の
恋
部
が
、
そ
の
支
え
と
し
て
独
自
の
配
列
意
識

の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
氏

に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
は
ま
だ
恋
題
が
未
発
達
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
百
首
歌
は
そ
れ
自
体
新
し
い
試
み
と
し
て
、
ま
た
、
歌
人
の

力
量
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
形
式
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
恋
部
の
構

成
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
工
夫
を
こ
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
式
部
百
首
の
恋
部
は
、
ど
の
よ
う
な
構
成
意
識
に
依
拠
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
恋
部
の
歌
の
内
容
を
分
析
し
、
下
表
に
ま
と
め
て
み
た
。

ま
ず
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
、
他
の
百
首
歌
同
様
「
不
逢
恋
」
、
す
な
わ
ち
恋

愛
の
前
段
階
に
お
け
る
歌
が
多
く
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も

「
（
思
う
人
が
来
る
か
と
空
を
）
見
ら
る
る
（
八
一
）
」
「
見
え
も
せ
む
見
も
せ
ん

は

八
四
よ
そ
に
て
は
こ
ひ
し
ま
さ
れ
は
み
さ
こ
ゐ
る
い
そ
に
よ
る
舟
さ
し
て
た
に
せ

す
九
六
か
れ
を
き
け
小
夜
更
行
は
わ
れ
な
ら
て
つ
ま
よ
ふ
ち
と
り
さ
こ

そ
な
く
な
れ
の
二
首
は
意
味
が
定
ま
ら
ず
決
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
観
念
詠
と
不

逢
恋
な
ど
で
は
分
類
の
ス
ケ
ー
ル
が
異
な
る
が
、
便
宜
上
、
恋
愛
の
最
中
の
心
情
と

い
う
よ
り
は
恋
そ
の
も
の
を
観
念
化
し
て
詠
ん
で
い
る
歌
を
観
念
詠
と
し
た
。

（
八
二
）
」
「
見
る
よ
し
も
哉
（
八
三
）
」
「
見
ば
（
八
五
）
」
「
見
え
も
や
す
る

（
八
七
）
」
「
見
る
め
の
お
い
ま
せ
ば
（
九
0
)
」
と
「
見
る
」
と
い
う
語
を
軸

に
、
恋
人
に
逢
う
こ
と
を
希
求
す
る
歌
、
い
わ
ゆ
る
「
見
ぬ
恋
」
の
歌
が
連
ね

ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

つ
れ
／
＼
と
そ
ら
そ
み
ら
る
、
思
ふ
人
あ
ま
く
た
り
こ
ん
物
な
ら
な
く
に

（
八
一
）

夕暮は雲のはたてに物ぞ思ふ天つ空なる人を恋ふとて（古今集

．恋一）

大空は恋しき人のかたみかは物思ふごとにながめらるらん（同

．恋四）

八 八 八 八 八 八
五 四

~ 

゜， >J Cヽ >>； 
九 召仇八 J: 八ノ...L.‘ 八

塁詠-、 >［ >i ［ 

危羹脅旦
九 九

t ; >［ >
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天
雲
を
千
重
に
か
き
わ
け
天
下
る
人
も
な
に
せ
ん
妹
に
し
あ
ら
ず
は
（
古

今
六
帖
）

を
念
頭
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
「
天
下
る
」
と
い
っ
た
場
合
、

次
の
よ
う
に
、
神
を
主
体
と
す
る
神
話
的
文
脈
の
用
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

あ
し
は
ら
の
み
づ
ほ
の
く
に
を
あ
ま
く
だ
り
し
ら
し
め
し
け
る
す
め
ら
き

の
か
み
の
み
こ
と
の
み
よ
か
さ
ね
（
万
葉
集
・
四

0
九
七
）

天
下
る
荒
人
神
の
あ
ひ
お
ひ
を
お
も
へ
ば
ひ
さ
し
住
吉
の
松
（
拾
遺
集
・

神
楽
歌
）

式
部
の
歌
で
は
、
恋
人
は
「
天
下
る
神
」
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
神
聖
視
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
逢
っ
て
後
に
再
び
逢
う
こ
と
を
期
待
す
る
歌
で
は
な
く
、

少
女
が
、
理
想
的
な
恋
人
の
出
現
を
夢
見
て
い
る
よ
う
な
情
景
を
想
像
さ
せ
、

ま
だ
見
ぬ
、
し
か
し
や
が
て
は
現
れ
る
で
あ
ろ
う
恋
人
に
恋
す
る
、
す
な
わ
ち

恋
に
恋
す
る
と
い
っ
た
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
。
他
の
「
見
ぬ
恋
」
の
歌
も
同

様
で
、
相
手
意
識
の
希
薄
な
、
恋
そ
の
も
の
に
憧
但
す
る
よ
う
な
歌
が
連
な
っ

て
い
る
。

さ
て
、
前
表
を
ふ
り
か
え
る
と
、
観
念
的
な
歌
が
恋
部
の
冒
頭
と
末
尾
に
置

か
れ
、
ま
た
部
立
内
に
も
散
在
し
て
い
る
点
も
指
摘
で
き
る
。

久
保
木
氏
は
、
こ
の
点
に
注
目
さ
れ
て
、
次
の
二
点
か
ら
、
恋
部
が
「
人
を

（注

13)

思
ふ
」
と
い
う
主
題
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
た
。

①
い
た
つ
ら
に
身
を
そ
捨
つ
る
人
を
お
も
ふ
心
や
ふ
か
き
谷
と
成
ら
ん
（
八

0
・
冒
頭
歌
）

や
ま
か
け
に
み
か
く
れ
を
ふ
る
山
く
さ
の
や
ま
す
よ
人
を
思
ふ
こ
、
ろ
は

（
九
五
）

の
二
首
に
「
人
を
思
ふ
」
と
あ
る
の
は
主
題
の
提
示
、
反
復
で
あ
る
。

②
十
八
首
中
十
首
に
観
念
的
な
「
人
」
と
い
う
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

主
題
を
「
人
を
思
ふ
」
と
す
る
こ
と
に
は
に
わ
か
に
同
怠
し
が
た
い
も
の
の

「
人
を
思
ふ
心
」
つ
ま
り
「
恋
」
そ
の
も
の
を
客
観
的
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
は

疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

を
し
と
お
も
ふ
命
に
そ
へ
て
を
そ
ろ
し
く
こ
ひ
し
き
人
の
た
ま
か
は
る
例

（
八
八
）

君
こ
ふ
る
心
は
ち
、
に
く
た
く
れ
と
ひ
と
つ
も
う
せ
ぬ
物
に
そ
有
け
る

（
九
一
）

な
み
た
か
は
お
な
し
み
よ
り
は
な
か
る
れ
と
こ
ひ
を
は
け
た
ぬ
物
に
そ
有

け
る
（
九
三
）

世
中
に
こ
ひ
と
い
ふ
色
は
な
け
れ
と
も
ふ
か
く
身
に
し
む
物
に
そ
有
け
る

（
九
七
）

の
四
首
は
「
物
」
と
い
う
抽
象
的
な
語
を
用
い
て
詠
ん
で
い
る
。
特
に
九
一
・

九
三
・
九
七
番
歌
で
は
結
句
に
「
物
に
ぞ
有
り
け
る
」
と
い
う
表
現
を
繰
り
返

し
て
い
る
点
歩
注
目
せ
ら
れ
る
。
九
一
番
で
は
「
君
恋
ふ
る
心
」
は
「
―
つ
も

失
せ
ぬ
物
」
で
あ
る
と
歌
い
、
九
三
番
で
は
「
涙
川
」
は
「
恋
と
い
う
火
を
消

さ
な
い
物
」
で
あ
る
と
気
付
き
、
九
七
番
で
は
「
恋
と
い
う
誹
色
」
は
「
深
く

身
に
染
む
物
」
で
あ
る
と
詠
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
恋
を
す
る

時
の
心
的
状
況
を
客
観
的
に
、
か
つ
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
。

ま
た
、
恋
を
す
る
自
分
を
「
身
」
と
「
心
」
と
に
詠
み
分
け
る
対
自
的
な
手

法
も
、
前
出
の
九
一
―
―
・
九
七
番
や
次
の
歌
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

い
た
つ
ら
に
射
を
そ
捨
つ
る
人
を
お
も
ふ
心
ゃ
ふ
か
き
谷
と
成
ら
ん（八

0
)

あ
ふ
こ
と
を
い
き
の
を
に
す
る
謝
に
し
あ
れ
は
た
ゆ
る
も
い
か
、
か
な
し

と
思
は
ぬ
（
八
九
）

八
0
番
は
「
人
を
思
ふ
心
」
が
「
谷
」
と
な
り
そ
こ
に
「
身
」
を
捨
て
た
と
、
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我
が
身
を
振
り
返
る
歌
で
あ
り
、
八
九
番
も
「
逢
ふ
こ
と
」
を
「
生
ぎ
の
緒
」

す
な
わ
ち
「
命
」
と
す
る
「
身
」
で
あ
る
と
歌
い
、
い
す
れ
も
「
恋
心
」
に
よ

っ
て
操
ら
れ
て
い
る
「
身
」
を
客
観
的
に
認
識
し
て
の
詠
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
恋
部
か
ら
は

く
ろ
か
み
の
み
た
れ
も
し
ら
す
う
ち
ふ
て
は
ま
つ
か
き
や
り
し
人
そ
恋
し

き
（
八
六
）

お
よ
び
前
出
九
一
・
九
一
」
・
九
七
番
歌
が
「
後
拾
遺
集
」
に
入
集
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
「
く
ろ
か
み
の
」
の
歌
が
必
三
に
採
ら
れ
た
の
を
除
く
と
、
残
り
―
―
-

首
は
恋
四
に
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
実
は
こ
れ
ら
三
首
が
観
~
念
詠
で
あ

る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
恋
四
の
部
立
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
既

（汀
14)

に
武
田
早
苗
氏
の
御
論
が
あ
る
。
武
田
氏
は

0
祠
書
が
短
く
題
し
ら
ず
歌
が
多
い
、
す
な
わ
ち
独
詠
歌
的
性
格
を
有
し
て

い
る
歌
が
多
い

0
具
体
的
な
事
柄
を
補
象
化
す
る
「
も
の
」
と
い
う
語
の
使
用
率
が
他
の
巻

に
比
べ
て
高
い

と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
、
恋
四
の
歌
が
観
企
的
で
あ
る
と
さ
れ

恋
愛
を
恋
愛
と
し
て
一
歩
離
れ
、
詠
者
と
し
て
の
自
分
が
、
自
分
を
見

る
、
換
言
す
れ
ば
、
も
う
―
つ
の
自
己
を
内
部
に
存
在
さ
せ
る
と
い
う
新

し
い
作
者
の
担
座
の
確
立
が
、
和
泉
式
部
や
粗
模
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

女
流
作
家
に
よ
る
新
傾
向
の
恋
歌
を
増
大
さ
せ
、
そ
の
こ
と
が
、
後
拾
遺

集
内
に
「
恋
四
」
と
い
う
特
色
の
あ
る
部
立
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ

た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
迩
ぺ
ら
れ
た
。
「
詠
者
と
し
て
の
自
分
が
、
自
分
を
見
る
」
方
法
と
い
う
の

は
、
諸
氏
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
の
歌
の
大

き
な
特
徴
で
も
あ
る
。
「
後
拾
遺
集
」
恋
四
に
採
ら
れ
た
こ
の
三
首
は
ま
含
に

四
、
恋
部
の
置
か
れ
た
意
味

最
も
式
部
ら
し
い
歌
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
式
部
百
首
の

恋
部
か
ら
三
首
も
こ
の
部
立
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
式
部
百

首
恋
部
の
特
微
の
傍
証
と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
か
ら
、
式
部
百
首
恋
部
の
―
つ
の
性
格
と
し
て
「
観
念
的
・
対
自
的
」

と
い
う
点
が
学
げ
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
さ
ら
に
「
恋
に
恋
す
る
」
歌
が

多
い
こ
と
を
考
兄
合
わ
せ
て
あ
え
て
主
題
を
探
れ
ば
「
恋
」
そ
の
も
の
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

式
部
は
恋
歌
を
連
作
す
る
に
当
た
っ
て
、
私
的
、
具
体
的
な
恋
の
場
面
の
歌

を
逗
ね
る
の
で
な
く
、
歪
極
真
面
目
に
「
恋
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
、
恋

心
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
、
我
が
易
と
心
と
、
命
と
恋
と
、
ど
う
考
え

て
い
る
の
か
を
詠
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

式
部
百
首
の
四
季
部
に
、
人
に
見
捨
て
ら
れ
た
嘆
き
の
色
嚢
い
歌
が
散
在
し

（注
15)

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
拙
論
に
お
い
て
指
摘
し
た
。

春
は
た
、
我
宿
に
の
み
梅
さ
か
は
か
れ
に
し
人
も
み
に
と
き
な
ま
し
（
春

•
四
）

の
よ
う
に
深
刻
な
咬
き
の
歌
は
、
実
に
四
季
部
の
五

0
パ
ー
七
ン
ト
を
占
め
て

お
り
、
折
々
の
最
物
に
寄
せ
た
恋
の
嘆
き
が
詠
み
霊
ね
ら
れ
て
、
物
語
的
世
界

を
構
築
し
て
い
た
。

で
は
、
な
ぜ
恋
部
の
歌
に
そ
う
い
っ
た
恨
み
や
苦
悶
や
あ
き
ら
め
が
読
み
取

れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
恋
部
が
、
恋
を
主
題
と
し
た
百
首
歌
の
総

括
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
式
部
は
、

四
季
部
に
恋
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
。
好
忠
ら
男
性
歌
人
が
百
首
歌
に
卑
官
を
喫
い
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た
よ
う
に
。
そ
し
て
、
一
年
を
通
じ
て
常
に
頭
を
離
れ
ず
悩
ま
さ
れ
つ
づ
け
た

「
恋
」
そ
の
も
の
を
恋
部
に
お
い
て
順
み
て
、
「
恋
」
と
は
、
振
り
返
れ
ば
「
命
」

そ
の
も
の
で
あ
り
（
八
八
・
八
九
・
九
二
番
歌
）
、
千
々
に
砕
け
て
も
「
一
っ

も
失
せ
ぬ
物
」
（
九
一
番
歌
）
、
消
え
な
い
物
（
九
三
番
歌
）
、
や
ま
な
い
物
（
九

五
番
歌
）
、
「
深
く
身
に
染
む
物
」
（
九
七
番
歌
）
で
あ
っ
た
と
締
め
括
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
季
部
に
お
い
て
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
連
ね
ら
れ
た
恋
の
嘆
き
は
、
指
構

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
人
の
孤
独
な
主
人
公
を
想
定
さ
せ
、
あ
た
か
も

そ
の
不
幸
な
境
遇
を
告
白
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
真
実
味
が
あ
っ
た
。

恋
部
の
十
八
首
は
、
そ
机
ら
場
面
性
の
あ
る
歌
を
抽
象
化
、
普
遍
化
し
て
、
恋

を
主
題
と
す
る
恋
百
首
と
し
て
冗
結
さ
せ
る
た
め
に
総
括
的
な
意
味
て
置
か
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
そ
こ
で
一
っ
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
観
念
詠
に
混
じ
っ
て
「
見
ぬ
恋
」

の
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
四
季
部
の
、
嘆
き
を
中
心
と
し
た

恋
歌
と
並
べ
る
と
逹
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
、
作
者
式
部
の
本
音

の
表
出
と
考
兄
た
い
。
四
季
部
に
お
い
て
虚
杜
の
世
界
を
構
築
し
た
式
部
は
、

対
自
的
に
恋
歌
を
詠
む
に
当
た
っ
て
、
恋
に
恋
す
る
自
分
自
身
を
思
わ
ず
さ
ら

け
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
理
の
中
で
な
く
、
自
分
自
身
に
向

か
い
合
っ
た
時
、
自
然
と
「
見
ぬ
恋
]
の
歌
が
詠
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

（注
16)

ろ
う
か
。
式
部
の
百
首
歌
は
若
い
頃
の
試
み
と
さ
れ
て
い
る
。
恋
部
の
「
見
ぬ

恋
」
の
歌
に
感
じ
ら
れ
る
若
さ
、
初
々
し
さ
こ
そ
が
、
式
部
の
本
音
で
あ
っ
た

ょ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
秘
め
事
で
あ

る
べ
き
、
そ
し
て
具
休
的
な
場
面
で
詠
ま
れ
る
べ
含
恋
歌
を
、
公
に
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
述
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
精
神
的
重
圧
が
、
式
部
が
女
性

歌
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
お
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
破
綻
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
は

本
稿
で
は
、
今
ま
で
個
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
式
部
百
首
の
四
季
部
と
恋
部

に
接
点
を
見
出
す
べ
く
、
主
題
の
検
討
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。
最
終
的
に
は

式
部
百
首
を
合
め
た
初
期
百
首
全
部
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、

「
古
今
集
」
を
始
め
と
す
る
勅
撰
集
の
部
立
意
識
を
顧
み
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
式
部
百
首
が
秀
歌
撰
で
な
く
百
首
歌
と
し
て
詠
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
以
上
、
百
首
を
括
る
何
ら
か
の
統
一
的
視
座
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
想

像
に
か
た
く
な
い
。
そ
し
て
、
式
部
百
首
が
、
「
恋
」
を
主
題
と
し
た
百
首
歌

で
あ
る
な
ら
ば
、
後
世
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
「
恋
百
首
」
の
噂
矢
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
集
の
一
六
四
し
一
七
三
番
歌
（
一

四
六
一
し
一
四
七

0
に
璽
出
）
の
「
つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
」
「
あ
れ
た
る
や
ど
」

「
ね
ざ
め
の
と
こ
」
「
あ
か
つ
き
の
刀
」
「
う
づ
み
び
」
「
あ
し
た
の
し
も
」
「
そ

で
の
こ
お
り
」
「
庭
の
雪
」
「
夕
ぐ
れ
の
お
も
ひ
」
「
う
た
た
ね
の
夢
」
と
い
う

題
を
も
つ
連
作
や
、
「
帥
宮
挽
歌
群
」
中
の
五
十
首
歌
の
方
法
と
も
関
わ
っ
て

い
く
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

注
(
1
)
「
「
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
小
考
」
ー
「
好
忠
百
首
」
中
の
二
首
を
め
ぐ
っ
て
ー
~
」

曰
文
第
64
号

昭

6
1
.
1

(

2

)

「
沈
洵
の
歌
1

曽
謂
好
忠
を
中
心
と
す
る
『
生
活
派
歌
人
』
の
動
向
に
つ
い

て
ー
ー
~
」
日
本
文
学
昭
3
6
.
1
1

(
3
)

本
稿
で
は
基
本
的
に
は
「
私
家
集
大
成
」
に
拠
っ
た
が
、
異
本
を
底
本
と
す
る

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
り
補
っ
た
。
た
だ
し
二
本
に
つ
い
て
は
祖
本
が
詞

一
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
「
大
系
本
」
中
の
つ
ら
ね
歌
の
一
首
。
つ

ら
ね
歌
も
「
し
ら
な
み
の
た
つ
き
あ
り
せ
は
す
へ
ら
き
の
お
ほ
み
や
人
と
な
り
も

五
、
お
わ
り
に

な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
小
山
工
業
高
専
講
師
）

し
な
ま
し
」
な
ど
述
懐
性
の
強
い
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)
「
和
泉
式
部
百
首
恋
歌
笥
の
考
察
」
国
文
学
研
究
69
号

昭

5
4
.
1
0

(
5
)

「
和
呆
式
部
の
娘
時
代
と
そ
の
詠
草
（
上
）
（
下
）
」
平
安
文
学
研
究
7
0
.
7
1
輯

昭
5
8
.
1
2

昭
5
9
.
6

(
6
)
平
田
宮
信
氏
「
和
泉
式
部
百
首
の
成
立
」
大
妻
因
文
1
号

昭

4
5
.
3
参
照

(
7
)

勅
撰
集
で
は
「
新
勅
揆
集
」
（
八

0
0番
）
に
一
例
あ
る
が
後
世
の
例
で
あ
り
、

私
家
集
で
は
「
元
輔
集
」
（
一
七
八
）
に
あ
る
が
恋
の
歌
で
は
な
い
。

(

8

)

底
本
に
「
う
ち
ふ
て
は
」
と
あ
る
が
「
う
ち
ふ
せ
は
」
か
。

(
9
)
仲
作
光
一
氏
品
山
良
二
氏
『
凶
祢
好
忠
集
全
釈
』
笠
閏
書
院
昭
50

(10)

注
(
9
)
か
ら
の
引
用
。

(11)

注
(
6
)
論
文
に
詳
し
い
。

(12)

底
本
に
「
あ
き
こ
と
に
」
と
あ
る
か
「
あ
さ
こ
と
に
」
か
。

(13)

注
(
4
)
に
同
じ
。

(
1
4
)
「
後
拾
遺
和
歌
集
の
四
季
部
恋
部
の
構
成
に
つ
い
て
」
横
浜
国
大
国
語
研
究
2

号

昭

5
9
.
3

(15)

「
中
古
女
百
首
の
性
格
」
国
文
学
論
考
22号

(16)

注
(
5
)
に
同
じ

昭
6
1
.
3

加
納
千
恵
子

サ
ト
ー
・
ア
メ
リ
ア

川

崎

晶

子

ソ
ー
ニ
ア
・
ロ
ジ
ギ

語
頭
の
位
置
に
あ
る
否
定
的
な
意
味
を
も
つ
造
語
要
素

「
無
・
不
・
未
・
非
」
の
意
味
と
使
わ
れ
方

日
本
語
・
マ
レ
イ
シ
ア
語
に
お
け
る
ヴ
ォ
イ
ス
の
比
較
対
照
研

完
ー
ー
日
本
語
教
育
の
立
場
か
ら
ー
ー

吉

見

孝

夫

小
川
栄
一

仁

平

恭

治

伊
籍

博

―
つ
の
読
み

|
ー
遣
新
撞
使
人
た
ち
の
悲
別
贈
答
歌
に
つ
い
て
ー
ー

源
経
信
と
遁
世
者

|
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
経
侶
像
|
|

「
小
チ
ャ
イ
」
若

「
水
が
飲
み
た
い
」
・
「
水
を
飲
み
た
い
」
式
表
坦
の
用
法
差

ー
室
町
期
の
状
態
—
|

第
二
号
（
昭
和
57
年
11
月
発
行
）

）
 

ゞ
ッ
ク
ナ
ン
ゞ
ー

2（
 

『
日
本
語
と
日
本
文
学
』

I

I

命

48
頁
へ
つ
づ
く
）

(20
頁
か
ら
つ
づ
く
）
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