
季 十 恋 旅 述 植 動 山 水 居 降 聳 光 神 釈 人 名 衣 時 夜 風 聞

53 ふるさとに きてはうちなく ほとときす 夏 鳥 居

述きしなかそにけ しかむはへもお45

人述ててすをみ るつりさめさい はとれかか55

56 こころをたにも むなしくやせむ

57 はるをへて はなはうらみぬ あさちふに 春 花 木草 □

58 わかやとからの つき 夜人光聳居月春そみすかな

夜△衣名水たかしかあ をよとひにみな るゆこてそ95

60 ともとやきかむ ちとりなくなり 冬 鳥 水 ×

61 やまかけの ゆきのかへるさ ふねさして 冬 船 山 水 降

夕聳らそきかふれく しひさへさもく26

人恋秋むらなきう のみやぬれはい もしときあ36

64 わかつゆけさは くさきにもみす 秋 草木 降 人

風×朝旅てけわさけ をへののらくま きらつせか56

夜旅夢むらふとまちみ のひたやもめゆ66

名山旅まやのつう にたるやひもお そさはくゆ76

山なつたへろここ もとりあはきせ86

人恋はかめとひ きへるさかけな はとしるく96

70 ことなくてこそ はてまほしけれ

71 ほとあらし よはひのうちも いかならむ 述

72 かたふくつき 夜光聳月秋もくらむのゑす の

降秋てけふきあ すへあもれくし れくしつは37

74 またうすもみち かつそちりゆく 秋 木

風山秋れなれはあ もまやそころこ つたきわの57

聳□居水秋とさのらつはか るなけむさりき67

人水むらくそい てれたまにれた りもしたわ77

人恋しはもおはとひ もとすくつをみ87

79 こひせよと なれこしよかは うらむなよ 恋

80 こころとみちは ふみそまよへる

81 ゆき 夜降山鳥旅冬てえこまや にりとけつふゆ のよの

夜△山木けかるてたきま しかふもるくあ28

夜水山夢むらるへか ひたくいはめゆ にみなきた38

風居ほいたしのせか ぬめつしひもお48

人てしにちう のりちたたはみ もとへとい58

86 こころならても よをやつくさむ

87 たまのをの たゆるをまては あやにくに 述

88 きえぬものから あたしののつゆ 秋 述 降 名

風草秋てえみせか にりかはくひな きすすなは98

90 つきにほのめく はつかりのこゑ 秋 月 鳥 光 夜 聞

91 ねさめ 夜人むらしつい をれはあはとひ ぬせ

92 うきをわかすは こころならめや

聳降居春へまのとま むすかちうめあ なしかへと39

居山春るはのとさまや るせらくひもお49

95 たたいまを みよとやはなは しをるらむ 春 花 木

風□秋ろこのせかきあ のりかさはへの69

97 かりころも こたかてにすゑ つゆわけて 秋 鳥 降 衣

朝獣るふはいそまこ にちみむふさあ89

水夏みろひをせ ふかむくしすす てていちう99

水山つみまやきよき よくいやるめす00

宗祇独吟「本式連歌百韻」去嫌一覧（Ⅱ）
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宗祇独吟「本式連歌百韻」注解



季 十 恋 旅 述 植 動 山 水 居 降 聳 光 神 釈 人 名 衣 時 夜 風 聞

01 ひかしけふ まつのおもはむ おいのはる 春 松 述 木

02 うめかをるのの わかなつむころ 春 木草

03 やまきはの さはみつとほく ゆききえて 降水山春

04 くるるやけふり むかひなるさと 夕聳居煙

05 たかすむを わかやとりとや いそくらむ 旅 □ 人

06 こころのあるは たひにみまほし 旅

07 をはすてや かりねをつきに なくさめて 夜名光旅月秋

08 ころもうつよの かせなしをりそ 風夜

夜

衣秋

09 あまもやは なみのまくらは やすからむ 水 人

10 あしへにかもの しもはらふこゑ 聞降水鳥草冬

11 しつかなる なかれをさむみ ひはくれて 夕□水冬

12 うかへるくもの そらのはかなさ 聳

13 ゆきとまる かきりはたれも しらぬみに 人

14 とほくちきるな としつきのすゑ □

15 いまこむを きかはおそきも いかかせむ

16 ゆかりにさへそ おもひうかるる 恋

恋

17 はなちらす かせもよわるは うきものを 風木花春

18 やまはかすみに かねひひくおと 聞□聳山春

19 はるかなる みねのともしひ かけふけて 夜山

20 つきはたれにか こころすむらむ 夜人光月秋

21 あきをあきと しれるはかりは おほきよに 秋

22 ゆふへをわくは たたをきのこゑ 聞夕草秋

23 たのめおく つゆのみちしは あともなし 秋 草 降

24 われやはかれむ ひとはうくとも 人

25 ともはみな よからむこそは ちきりなれ 人

26 とすれはさわく このうちのとり 鳥

27 くもかせに はるはこころの さそはれて 風聳春

28 こえぬやまなき はなのあらまし 春 花 旅 木 山

29 みよしのを わかふるさとと いつかみむ 居 人 名

30 みやこもうきみ へかたくそなる 人述

31 をさまらむ よをもしらぬは いのちにて 述

32 いくさのにはも たたあきのつゆ 降×秋

33 かせわたる よもきかつきの しろきのに 秋 月 草 光 夜 風

34 むしのねたかく さよふくるそら 聞夜虫秋

35 うらみやは こたへはひとの わかさらむ 人恋

36 おもひしらすは こひもしなはや 恋

37 いたつらに なさむもいまは つらからて 恋

38 あさまのけふり むねにのこさし 煙 恋 山 聳 名

39 いつくにか みるめもゆかむ ふしのたけ 名山旅

40 きえしまもなく つもるはつゆき 降冬

41 ふきかはり たゆめはかせの またさえて 風冬

42 ふゆをかなしむ わひひとのいほ 人居冬

43 はるになほ あふともわかみ いかならむ 人春

44 なれこしはなそ としにすくなき 春 花 木

45 みとりそふ きはたたこけを いろなれや 木草

46 みつゆくやまの あきふかきころ 水山秋

47 さるさけふ いはのかりふし つきおちて 秋 月 旅 獣 山 光 夜

48 よはあけわたる しものかけはし 夜△降山冬

49 あととめぬ ゆめとやくもも わかるらむ 夜聳夢

50 たつはなにその おもかけそうき 恋

人恋てせもえた にとひしれすわ くなきちあ15

夕人恋むらるなへふゆ るすさひわかた25

宗祇独吟「本式連歌百韻」去嫌一覧（Ⅰ）
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季 十 恋 旅 述 植 動 山 水 居 降 聳 光 神 釈 人 名 衣 時 夜 風 聞

01 ひかしけふ まつのおもはむ おいのはる 春 松 述 木

02 うめかをるのの わかなつむころ 春 木草

03 やまきはの さはみつとほく ゆききえて 降水山春

04 くるるやけふり むかひなるさと 夕聳居煙

05 たかすむを わかやとりとや いそくらむ 旅 □ 人

06 こころのあるは たひにみまほし 旅

07 をはすてや かりねをつきに なくさめて 夜名光旅月秋

08 ころもうつよの かせなしをりそ 風夜

夜

衣秋

09 あまもやは なみのまくらは やすからむ 水 人

10 あしへにかもの しもはらふこゑ 聞降水鳥草冬

11 しつかなる なかれをさむみ ひはくれて 夕□水冬

12 うかへるくもの そらのはかなさ 聳

13 ゆきとまる かきりはたれも しらぬみに 人

14 とほくちきるな としつきのすゑ □

15 いまこむを きかはおそきも いかかせむ

16 ゆかりにさへそ おもひうかるる 恋

恋

17 はなちらす かせもよわるは うきものを 風木花春

18 やまはかすみに かねひひくおと 聞□聳山春

19 はるかなる みねのともしひ かけふけて 夜山

20 つきはたれにか こころすむらむ 夜人光月秋

21 あきをあきと しれるはかりは おほきよに 秋

22 ゆふへをわくは たたをきのこゑ 聞夕草秋

23 たのめおく つゆのみちしは あともなし 秋 草 降

24 われやはかれむ ひとはうくとも 人

25 ともはみな よからむこそは ちきりなれ 人

26 とすれはさわく このうちのとり 鳥

27 くもかせに はるはこころの さそはれて 風聳春

28 こえぬやまなき はなのあらまし 春 花 旅 木 山

29 みよしのを わかふるさとと いつかみむ 居 人 名

30 みやこもうきみ へかたくそなる 人述

31 をさまらむ よをもしらぬは いのちにて 述

32 いくさのにはも たたあきのつゆ 降×秋

33 かせわたる よもきかつきの しろきのに 秋 月 草 光 夜 風

34 むしのねたかく さよふくるそら 聞夜虫秋

35 うらみやは こたへはひとの わかさらむ 人恋

36 おもひしらすは こひもしなはや 恋

37 いたつらに なさむもいまは つらからて 恋

38 あさまのけふり むねにのこさし 煙 恋 山 聳 名

39 いつくにか みるめもゆかむ ふしのたけ 名山旅

40 きえしまもなく つもるはつゆき 降冬

41 ふきかはり たゆめはかせの またさえて 風冬

42 ふゆをかなしむ わひひとのいほ 人居冬

43 はるになほ あふともわかみ いかならむ 人春

44 なれこしはなそ としにすくなき 春 花 木

45 みとりそふ きはたたこけを いろなれや 木草

46 みつゆくやまの あきふかきころ 水山秋

47 さるさけふ いはのかりふし つきおちて 秋 月 旅 獣 山 光 夜

48 よはあけわたる しものかけはし 夜△降山冬

49 あととめぬ ゆめとやくもも わかるらむ 夜聳夢

50 たつはなにその おもかけそうき 恋

人恋てせもえた にとひしれすわ くなきちあ15

夕人恋むらるなへふゆ るすさひわかた25

宗祇独吟「本式連歌百韻」去嫌一覧（Ⅰ）

二
　
　
　
　
　
裏

二
　
　
　
　
　
表

初
　
　
　
　
　
裏

初
　
　
表

　
　
　
　
　

消
え
ぬ
も
の
か
ら
あ
だ
し
野
の
露

　
　

89　

花
芒
な
び
く
ば
か
り
に
風
見
え
て

《
解 
釈
》
秋
の
あ
だ
し
野
。
風
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、わ
ず
か
に
花
芒
が
靡
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
あ
た
り
一
面
、
い
っ
ぱ
い
の
露
。
し
ば
ら
く
は
消
え
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
消
え
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
な
ど
な
い
。
い
つ
か
必
ず
消
え
る
も
の
な
の
だ
。

※
「
野
」
に
「
芒
」
が
寄
合
。
例
示
に
も
及
ぶ
ま
い
。

※
第
八
四
句
に
「
風
」
が
あ
る
。
「
本
式
」
で
も
同
字
は
五
句
去
だ
か
ら
、
指
合
を
生
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

花
芒
な
び
く
ば
か
り
に
風
見
え
て

　
　

90　

月
に
仄
め
く
は
つ
雁
の
声

《
解 

釈
》
夜
の
秋
の
野
。
風
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
わ
ず
か
に
花
芒
が
靡
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
仄
か
に
聞
こ
え
る
雁
の
声
に
ふ
と
空
を
仰
ぐ
と
、
月
に
照

ら
さ
れ
て
そ
の
姿
が
見
え
る
。
初
雁
だ
。
も
う
そ
ん
な
時
節
に
な
っ
た
の
だ
。

※ 

「
芒
」
に
「
仄
め
く
」
が
寄
合
。
「
仄
め
く
」
に
「
穂
」
を
利
か
し
て
い
る
。
例
は
「
原
に
あ
る

芒
や
山
に
つ
ゞ
く
ら
む
／
ひ
か
り
仄
め
く
三
日
の
夜
の
月
」
（
文
明
十
四
年
閏
七
月
一
日
「
何
木
」

四
五
／
四
六
）な
ど
。
証
歌
は
「
秋
き
ぬ
と
風
も
告
げ
て
し
山
里
に
な
ほ
仄
め
か
す
花
芒
か
な
」（
千

載
・
四
‐
二
四
五
、
法
印
静
賢
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

月
に
仄
め
く
は
つ
雁
の
声

　
　

91　

寝
覚
め
せ
ぬ
人
は
あ
は
れ
を
い
つ
知
ら
む

《
解 

釈
》
ふ
と
目
を
覚
ま
す
と
雁
の
声
が
聞
こ
え
る
。
初
雁
だ
。
も
う
そ
ん
な
時
節
に
な
っ
た
の
か
。

月
に
照
ら
さ
れ
て
仄
か
に
そ
の
姿
が
見
え
る
。
秋
の
夜
の
情
趣
が
身
に
し
み
る
。
も
し
夜
中
に

寝
覚
め
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
情
趣
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

寝
ざ
め
せ
ぬ
人
は
あ
は
れ
を
い
つ
知
ら
む

　
　

92　

憂
き
を
分
か
ず
は
心
な
ら
め
や

《
解 

釈
》
世
の
憂
さ
・
辛
さ
が
理
解
で
き
て
こ
そ
人
の
心
。
何
の
悩
み
も
迷
い
も
な
く
、
い
つ
も
朝

ま
で
ぐ
っ
す
り
眠
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
は
、
世
の
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　

憂
き
を
分
か
ず
は
心
な
ら
め
や

　
　

93　

と
へ
か
し
な
雨
う
ち
霞
む
窓
の
ま
へ

《
解 

釈
》
独
居
の
窓
。
春
霞
の
空
か
ら
降
り
落
ち
る
雨
を
つ
れ
づ
れ
と
眺
め
る
。
寂
し
さ
が
身
に
し

み
る
。
君
よ
、
春
に
な
っ
た
の
に
ど
う
し
て
訪
ね
て
き
て
く
れ
な
い
の
だ
。
私
の
気
持
ち
を
、

君
な
ら
解
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
友
情
と
い
う
も
の
だ
。

　
　
　
　
　

と
へ
か
し
な
雨
う
ち
霞
む
窓
の
ま
へ

　
　

94　

思
ひ
暮
ら
せ
る
山
里
の
春

《
解 

釈
》
こ
ん
な
山
里
で
も
、
春
に
は
人
目
が
し
げ
く
な
る
。
寂
し
さ
は
覚
悟
の
上
の
こ
と
だ
が
、

時
に
、
誰
か
訪
れ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
か
と
、
あ
て
も
な
く
人
を
待
つ
。
あ
い
に
く
の
雨
。

訪
れ
る
人
な
ど
い
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
で
も
私
は
、
窓
の
前
で
、
霞
の
空
か
ら
降
る
雨
を
眺

め
て
一
日
を
暮
ら
す
の
だ
。

　
　
　
　
　

思
ひ
暮
ら
せ
る
山
里
の
春

　
　

95　

た
ゞ
今
を
見
よ
と
や
花
は
し
を
る
ら
む

《
解 

釈
》
山
里
の
春
。
花
の
行
方
が
気
に
な
り
、
一
日
を
思
い
暮
ら
す
。
盛
り
だ
っ
た
花
も
、
今
日

は
ど
こ
か
萎
れ
て
ゆ
く
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
何
だ
か
「
盛
り
の
私
を
見
る
な
ら
今
の
う
ち
だ
よ
」

と
花
が
言
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
　
　
　
　

た
ゞ
今
を
見
よ
と
や
花
は
し
を
る
ら
む

　
　

96　

野
辺
は
さ
か
り
の
秋
風
の
頃

《
解 

釈
》
秋
の
野
辺
。
今
日
は
秋
風
が
し
き
り
に
吹
く
。
盛
り
だ
っ
た
草
々
の
花
も
、
ど
こ
か
萎
れ

て
ゆ
く
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
何
だ
か
「
盛
り
の
私
を
見
る
な
ら
今
の
う
ち
だ
よ
」
と
花
が
言
っ

て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

※
「
春
の
桜
花
」
を
「
秋
草
の
花
」
に
取
り
な
し
た
叙
景
の
季
節
の
転
換
が
鮮
や
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

野
辺
は
さ
か
り
の
秋
風
の
頃

　
　

97　

狩
衣
小
鷹
手
に
す
ゑ
露
わ
け
て

《
解 

釈
》
狩
の
装
束
に
身
を
つ
つ
み
小
鷹
を
手
に
据
え
、
露
に
満
ち
た
野
辺
の
道
を
分
け
て
行
く
。

風
が
し
き
り
に
吹
き
、
そ
の
度
ご
と
に
秋
草
を
な
び
か
せ
て
い
る
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
四
五
〇
）
。
芒
・
尾
花
が
風
に
靡
き
露
を
散
ら
す
秋
の
野
に
、
色
さ
ま
ざ
ま

の
狩
衣
を
着
て
小
鷹
狩
に
向
か
う
貴
公
子
た
ち
の
姿
を
配
し
、
王
朝
物
語
の
一
シ
ー
ン
を
見
る
が

ご
と
き
世
界
が
現
出
す
る
。
特
別
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
何
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
要
す
る
に
そ

れ
が
宗
祇
の
名
人
芸
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
い
人
は
、
し
っ
か
り
味
読
し
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
　

狩
衣
小
鷹
手
に
す
ゑ
露
わ
け
て

　
　

98　

朝
ふ
む
道
に
駒
ぞ
い
ば
ふ
る

《
解 

釈
》
鷹
狩
の
朝
。
狩
の
装
束
に
身
を
つ
つ
み
、
小
鷹
を
手
に
据
え
朝
露
の
道
を
行
く
。
乗
っ
て

い
る
馬
も
嘶
く
。

※ 

「
小
鷹
狩
」
に
「
駒
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
ま
だ
心
あ
ら
き
小
鷹
を
す
ゑ
出
だ
し
／
手
訓
れ
ぬ
駒

の
枯
ら
す
秋
草
」
（
文
安
四
年
九
月
六
日
「
山
何
」
九
七
／
九
八
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

朝
ふ
む
道
に
駒
ぞ
い
ば
ふ
る

　
　

99　

う
ち
出
で
ゝ
涼
し
く
む
か
ふ
瀬
を
広
み

《
解 

釈
》
夏
の
朝
早
く
宿
を
出
、
道
を
行
く
。
広
く
な
っ
た
瀬
の
前
に
来
る
と
、
馬
も
涼
し
く
心
地

よ
い
の
で
あ
ろ
う
、
大
き
く
嘶
い
た
。

　
　
　
　
　

う
ち
出
で
ゝ
涼
し
く
む
か
ふ
瀬
を
広
み

　
　

00　

澄
め
る
や
幾
世
清
き
山
水

《
解 

釈
》
涼
を
求
め
て
家
を
出
て
、
広
い
瀬
ま
で
や
っ
て
来
た
。
山
か
ら
流
れ
出
た
水
は
、
飽
く
ま

で
も
清
ら
か
に
澄
ん
で
い
る
。
こ
の
流
れ
は
、
こ
れ
か
ら
も
幾
世
代
に
わ
た
っ
て
清
く
澄
み
つ

づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

3

- 12 -

宗祇独吟「本式連歌百韻」注解



日
ま
で
慣
れ
暮
ら
し
て
き
た
こ
の
世
で
、
誰
が
私
に
「
あ
の
人
に
恋
し
な
さ
い
」
な
ど
と
言
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
全
て
は
私
の
心
の
な
せ
る
業
。
誰
か
を
恨
む
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　

心
と
道
は
踏
み
ぞ
ま
よ
へ
る

　
　

81　

雪
の
夜
の
木
綿
つ
け
鳥
に
山
こ
え
て

《
解 

釈
》
ま
だ
夜
が
明
け
き
ら
な
い
雪
の
山
道
。
ど
う
も
マ
ズ
い
こ
と
に
、
道
を
間
違
え
て
し
ま
っ

た
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
、
こ
ん
な
天
候
な
の
に
、
先
を
急
ぐ
心
の
あ
ま
り
に
、
鶏
が
鳴
く
と
す

ぐ
に
宿
を
出
て
山
を
越
え
よ
う
と
し
た
の
が
い
け
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
よ
う
。

※ 

「
踏
む
」
に
「
山
」
が
寄
合
。
所
謂
「
体
付
」
で
あ
る
。
先
例
は
「
遠
近
に
刈
る
や
田
の
面
を
踏

み
な
ら
し
／
山
を
へ
だ
て
ゝ
渡
る
小
牡
鹿
」
（
美
濃
千
句
・
第
三
「
山
何
」
五
三
／
五
四
）
な
ど
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
六
四
六
）
。
抽
象
的
な
前
句
を
受
け
て
、
そ
れ
を
冬
の
山
路
を
急
ぐ
旅
人
の

状
況
と
し
て
見
事
に
具
体
化
し
た
付
合
で
あ
る
。
言
外
の
論
理
も
ぴ
っ
た
り
決
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

雪
の
夜
の
木
綿
つ
け
鳥
に
山
こ
え
て

　
　

82　

明
く
る
も
深
し
真
木
た
て
る
か
げ

《
解 

釈
》
先
を
急
ぐ
旅
。
ま
だ
夜
も
明
け
き
ら
な
い
の
に
、
雪
の
中
、
鶏
鳴
の
声
と
と
も
に
宿
を
出
、

山
越
え
の
道
を
行
く
。
夜
は
次
第
に
明
け
て
く
る
が
、
常
緑
樹
の
立
ち
並
ぶ
陰
は
ま
だ
闇
が
深
い
。

※ 

指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
「
夜
」
に
「
明
く
」
が
寄
合
（
例
示
省
略
）
。

※ 

「
真
木
」
は
「
本
式
」
で
は
山
類
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
第
八
一
～
八
三
句
と
、
山
類
が
三
句
連

続
す
る
こ
と
に
な
る
。
体
用
の
沙
汰
に
つ
い
て
は
、
次
句
で
述
べ
る
。

　
　
　
　
　

明
く
る
も
深
し
真
木
た
て
る
か
げ

　
　

83　

滝
波
に
夢
は
幾
た
び
か
へ
る
ら
む

《
解 

釈
》
夜
は
次
第
に
明
け
て
く
る
が
、
常
緑
樹
の
立
ち
並
ぶ
陰
は
、
ま
だ
闇
が
深
い
。
滝
の
音
が

聞
こ
え
る
。
夢
の
記
憶
が
甦
る
。
た
ぎ
り
落
ち
る
滝
の
波
は
決
し
て
か
え
る
こ
と
は
な
い
が
、

夢
は
何
度
で
も
過
去
に
か
え
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

※ 

表
面
上
、
前
句
と
付
句
と
の
間
に
論
理
的
関
係
が
全
く
な
い
付
合
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は

な
い
。
夜
明
け
の
山
は
人
気
も
な
く
静
か
で
、
当
然
、
滝
の
音
も
谷
の
方
か
ら
聞
こ
え
る
は
ず
。

そ
の
滝
の
音
に
、
旅
人
の
昨
夜
見
た
夢
が
ふ
と
甦
る
と
い
う
の
は
、
納
得
で
き
る
状
況
設
定
で
あ

ろ
う
。
味
読
し
て
ほ
し
い
。
以
上
、
若
い
人
の
た
め
。

※ 

第
八
一
句
以
降
、
山
類
が
三
句
連
続
し
、
体
用
の
沙
汰
が
必
要
と
な
る
が
、
第
八
一
句
の
「
山
」

は
体
、
第
八
三
句
の
「
滝
」
は
用
で
、
体
用
を
異
に
す
る
か
ら
、
問
題
は
生
じ
な
い
。

　
　
　
　
　

滝
波
に
夢
は
幾
た
び
か
へ
る
ら
む

　
　

84　

思
ひ
し
づ
め
ぬ
風
の
し
た
庵

《
解 

釈
》
世
を
厭
い
、
風
が
吹
き
下
ろ
す
山
陰
の
こ
の
庵
に
住
む
こ
と
と
し
た
の
だ
が
、
心
が
落
ち

着
く
こ
と
は
な
い
。
夜
、
滝
川
の
波
の
音
に
、
ふ
と
目
を
覚
ま
す
。
た
ぎ
り
落
ち
る
滝
の
波
は

決
し
て
か
え
る
こ
と
は
な
い
が
、
夢
は
何
度
で
も
過
去
に
か
え
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

※ 

「
風
の
し
た
庵
」
と
い
う
措
辞
が
非
常
に
珍
し
く
感
じ
る
が
「
涼
し
さ
は
い
づ
く
も
問
は
じ
山
陰

の
松
よ
り
落
つ
る
風
の
し
た
庵
」
（
藤
谷
和
歌
集
・
九
〇
）
と
い
う
例
が
検
出
さ
れ
る
。

※ 

「
波
」
に
「
し
づ
む
」
が
寄
合
。
例
は
「
志
賀
の
浦
風
吹
き
わ
た
る
波
の
声
／
月
し
づ
み
行
く
鳰

の
海
面
」
（
大
山
祇
神
社
法
楽
文
明
十
五
年
千
句
・
第
三
「
三
字
中
略
」
七
三
／
七
四
）
な
ど
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
所
謂
「
用
付
」
だ
か
ら
、
後
の
連
歌
で
は
好
ま
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

思
ひ
し
づ
め
ぬ
風
の
し
た
庵

　
　

85　

い
と
へ
ど
も
身
は
た
ゞ
塵
の
う
ち
に
し
て

《
解 

釈
》
俗
世
が
イ
ヤ
で
、
風
が
吹
き
下
ろ
す
山
陰
の
こ
の
庵
に
住
む
こ
と
に
し
た
の
だ
が
、
や
は

り
心
が
落
ち
着
く
こ
と
は
な
い
。
世
を
厭
う
と
言
っ
て
も
、
所
詮
は
俗
塵
に
ま
み
れ
た
世
の
住

人
な
の
だ
。

※ 

「
風
」
に
「
塵
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
日
も
夕
立
ぞ
風
ま
ぜ
に
降
る
／
塵
あ
ぐ
る
馬
の
ひ
づ
め
は

見
え
わ
か
で
」
（
顕
証
院
会
千
句
・
第
二
「
何
人
」
一
二
／
一
三
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

い
と
へ
ど
も
身
は
た
ゞ
塵
の
う
ち
に
し
て

　
　

86　

心
な
ら
で
も
世
を
や
つ
く
さ
む

《
解 

釈
》
世
を
厭
う
と
言
っ
て
も
、
所
詮
は
俗
塵
に
ま
み
れ
た
世
の
住
人
。
不
満
足
で
も
、
こ
う
し

て
死
ぬ
ま
で
生
き
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

※ 

「
身
」
に
「
心
」
と
付
け
て
い
る
。
例
は
「
名
残
か
ず
〳
〵
捨
つ
る
身
に
あ
り
／
世
の
中
を
心
強

く
も
住
み
か
へ
て
」（
文
安
雪
千
句
・
第
五
「
何
田
」
四
六
／
四
七
）
な
ど
。
ま
た
「
塵
」
に
「
世
」

が
寄
合
。
「
塵
の
世
」
の
成
語
に
拠
る
。
例
は
「
塵
に
ま
じ
は
る
道
の
辺
の
暮
／
世
に
ふ
る
も
軽

き
身
も
や
は
安
か
ら
む
」
（
天
文
十
八
年
梅
千
句
・
第
一
「
何
木
」
八
二
／
八
三
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

心
な
ら
で
も
世
を
や
つ
く
さ
む

　
　

87　

玉
の
緒
の
た
ゆ
る
を
待
て
ば
あ
や
に
く
に

《
解 

釈
》
自
分
に
は
、
こ
れ
以
上
生
き
て
い
て
も
い
い
こ
と
な
ど
何
も
あ
る
訳
は
な
い
。
た
だ
ひ
た

す
ら
命
が
絶
え
る
の
を
待
つ
の
み
な
の
に
、
中
々
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
。
私
の
人
生
は
、

最
後
の
最
後
ま
で
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　

玉
の
緒
の
た
ゆ
る
を
待
て
ば
あ
や
に
く
に

　
　

88　

消
え
ぬ
も
の
か
ら
あ
だ
し
野
の
露

《
解 

釈
》
た
だ
ひ
た
す
ら
命
が
絶
え
る
の
を
待
つ
の
み
の
こ
の
身
。
ど
う
し
て
、
あ
だ
し
野
の
露
が

す
ぐ
に
消
え
る
よ
う
に
、
思
い
ど
お
り
に
す
ぐ
に
消
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。

※ 

「
も
の
か
ら
」
は
連
体
形
接
続
だ
か
ら
、
「
消
え
ぬ
」
の
「
ぬ
」
は
打
消
。
ま
た
、
『
徒
然
草
』
七

段
の
「
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
辺
山
の
煙
た
ち
去
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
な
ら
ひ
な

ら
ば
」
云
々
の
有
名
な
一
節
の
ご
と
く
、
「
あ
だ
し
野
の
露
」
は
、
必
ず
消
え
る
も
の
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
付
句
は
「
あ
だ
し
野
の
露
の
よ
う
に
は
（
中
々
）
消
え
な
い
」
の
意
で
、
付
合
の
解
釈

は
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。

※
「
あ
だ
し
野
」
は
山
城
国
の
名
所
。
京
都
市
西
京
区
の
小
倉
山
東
麓
の
一
帯
。

※ 

「
玉
の
緒
」
に
「
消
ゆ
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
何
の
た
め
と
て
残
る
玉
の
緒
／
消
ゆ
ば
か
り
我
が

身
は
人
に
い
と
は
れ
て
」
（
延
徳
四
年
三
月
十
九
日
「
山
何
」
一
八
／
一
九
）
な
ど
。
証
歌
の
必

要
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
所
謂
「
用
付
」
だ
か
ら
、
後
の
連
歌
で
は
好
ま
れ
な
い
。

4

- 11 -

奈良工業高等専門学校　研究年報　第１号（2024）



　
　
　
　
　

こ
と
な
く
て
こ
そ
果
て
ま
ほ
し
け
れ

　
　

71　

程
あ
ら
じ
齢
の
う
ち
も
い
か
な
ら
む

《
解 
釈
》
私
の
命
が
尽
き
る
の
も
、
も
う
間
も
な
く
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
る
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
何
と
か
平
穏
に
人
生
を
終
え
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

程
あ
ら
じ
齢
の
う
ち
も
い
か
な
ら
む

　
　

72　

か
た
ぶ
く
月
の
す
ゑ
の
む
ら
雲

《
解 

釈
》
月
は
西
の
夜
空
に
傾
き
、
そ
の
末
に
は
叢
雲
が
漂
っ
て
い
る
。
月
が
沈
む
ま
で
の
間
に
も
、

ど
ん
な
天
候
に
な
る
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

※ 

「
齢
の
う
ち
」
を
、
月
齢
が
変
わ
ら
な
い
う
ち
（
つ
ま
り
、
月
が
沈
ま
な
い
う
ち
）
に
取
り
な
し

た
付
合
で
あ
る
。
発
想
が
意
表
を
突
き
、
そ
こ
に
俳
諧
味
が
生
じ
て
い
る
。
近
代
の
研
究
者
に
は

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
宗
祇
の
一
体
。

※ 

「
齢
」
に
「
月
」
が
寄
合
。
「
月
齢
」
の
成
語
に
拠
る
。
他
の
例
は
「
末
の
齢
を
何
か
た
の
ま
む

／
夜
な
〳
〵
に
語
ら
ふ
月
は
傾
き
て
」
（
熊
野
千
句
・
第
五
「
何
路
」
四
八
／
四
九
）
な
ど
。

※ 

一
句
の
季
は
「
月
」
で
秋
季
。
第
六
四
句
が
「
露
」
で
秋
季
で
、
間
隔
は
七
句
。
そ
の
点
は
問
題

が
な
い
が
、
そ
の
間
に
他
季
の
句
が
存
在
し
な
い
。
第
五
句
及
び
第
四
八
句
の
所
に
示
し
た
作
法

に
違
反
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
如
何
。

　
　
　
　
　

か
た
ぶ
く
月
の
す
ゑ
の
む
ら
雲

　
　

73　

初
時
雨
し
ぐ
れ
も
あ
へ
ず
秋
更
け
て

《
解 

釈
》
更
け
ゆ
く
秋
の
夜
。
初
時
雨
が
降
る
と
い
う
ほ
ど
も
な
く
降
り
通
っ
て
行
っ
た
後
、
空
は

晴
れ
、
月
は
西
に
傾
き
は
じ
め
た
。
そ
の
末
に
叢
雲
が
漂
っ
て
い
る
が
、
あ
れ
は
、
先
程
の
初

時
雨
を
降
ら
せ
た
雲
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

初
時
雨
し
ぐ
れ
も
あ
へ
ず
秋
更
け
て

　
　

74　

ま
だ
薄
紅
葉
か
つ
ぞ
散
り
ゆ
く

《
解 

釈
》
秋
も
更
け
初
時
雨
が
降
っ
た
が
、
少
し
降
り
通
っ
た
だ
け
で
過
ぎ
て
行
っ
た
。
山
の
紅
葉

は
ま
だ
薄
く
、
そ
れ
が
風
に
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
い
る
。

※ 

「
時
雨
」
に
「
紅
葉
」
が
寄
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
指
摘
に
も
及
ば
な
い
こ
と
。
そ
れ
よ
り
も
、

こ
の
付
合
で
は
「
初
時
雨
」
に
「
薄
紅
葉
」
と
し
て
い
る
所
が
ミ
ソ
。
蛇
足
か
も
知
れ
な
い
が
、「
君

が
さ
す
三
笠
の
山
の
紅
葉
ゞ
の
色
神
無
月
し
ぐ
れ
の
雨
の
染
む
る
な
り
け
り
」
（
古
今
・
一
九
‐

一
〇
一
〇
、
つ
ら
ゆ
き
）
の
ご
と
く
、
山
を
紅
葉
に
染
め
る
の
は
時
雨
だ
と
い
う
の
が
古
典
文
学

の
常
識
。
「
初
時
雨
」
が
ち
ょ
っ
と
降
り
通
っ
た
だ
け
だ
か
ら
「
ま
だ
薄
紅
葉
」
だ
と
い
う
理
屈

で
あ
る
。
他
の
例
は
「
初
時
雨
と
や
し
た
ひ
出
で
け
り
／
棹
鹿
の
声
す
る
方
の
薄
紅
葉
」
（
宮
島

千
句
・
第
五
「
何
船
」
六
六
／
六
七
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

ま
だ
薄
紅
葉
か
つ
ぞ
散
り
ゆ
く

　
　

75　

野
分
だ
つ
頃
こ
そ
山
も
あ
は
れ
な
れ

《
解 

釈
》
変
に
強
い
風
が
吹
き
は
じ
め
、
木
々
は
ま
だ
薄
紅
葉
な
の
に
、
は
ら
は
ら
と
散
ら
さ
れ
て

い
る
。
野
分
が
近
づ
い
て
い
る
の
か
。
秋
の
山
の
風
情
が
と
て
も
趣
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

野
分
だ
つ
頃
こ
そ
山
も
あ
は
れ
な
れ

　
　

76　

霧
寒
げ
な
る
川
づ
ら
の
里

《
解 

釈
》
川
に
面
し
た
里
は
霧
に
つ
つ
ま
れ
、
何
だ
か
肌
寒
い
。
変
に
強
い
風
が
吹
き
は
じ
め
た
。

野
分
が
近
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
山
の
風
情
も
、
と
て
も
秋
の
趣
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

※ 

「
山
」
に
「
川
」
と
対
比
的
な
寄
合
（
例
示
省
略
）
を
用
い
て
、
視
線
を
転
じ
た
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

霧
寒
げ
な
る
川
づ
ら
の
里

　
　

77　

渡
し
も
り
誰
に
待
た
れ
て
い
そ
ぐ
ら
む

《
解 

釈
》
川
に
面
し
た
里
は
霧
に
つ
つ
ま
れ
、
晩
秋
の
寒
さ
が
身
に
し
み
る
。
霧
で
私
の
姿
が
み
え

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
渡
し
守
は
、
私
を
待
つ
こ
と
な
く
急
い
で
岸
を
離
れ
て
行
っ
た
。
向
こ

う
岸
で
船
を
待
つ
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

※ 

深
い
霧
で
、
船
に
乗
ろ
う
と
近
づ
く
人
も
、
向
こ
う
岸
で
待
っ
て
い
る
人
も
視
覚
的
に
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
前
句
の
「
霧
」
が
効
果
的
に
利
用
さ
れ
た
付
合
と
言
え
よ
う
。

※ 

「
川
」
に
「
渡
し
」
が
寄
合
だ
が
、
例
示
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　

渡
し
も
り
誰
に
待
た
れ
て
い
そ
ぐ
ら
む

　
　

78　

身
を
つ
く
す
と
も
人
は
思
は
じ

《
解 

釈
》
渡
し
船
が
岸
を
離
れ
る
。
向
こ
う
岸
で
は
誰
が
待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
水
脈
を
示
す

標
識
を
目
当
て
に
、
棹
を
取
り
川
の
両
岸
を
往
来
し
て
一
生
を
終
え
る
。
そ
ん
な
渡
し
守
の
人

生
を
、
船
に
乗
る
人
が
思
い
や
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

※ 

「
身
を
つ
く
す
」
に
「
澪
標
」
を
利
か
せ
る
の
は
、
古
典
文
学
で
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
手
法
。
「
わ

び
ぬ
れ
ば
今
は
た
お
な
じ
難
波
な
る
身
を
つ
く
し
て
も
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ
」
（
後
撰
・
一
三
‐

九
六
〇
、
も
と
よ
し
の
み
こ
）
の
和
歌
が
有
名
。

　
　
　
　
　

身
を
つ
く
す
と
も
人
は
思
は
じ

　
　

79　

恋
せ
よ
と
な
れ
来
し
世
か
は
恨
む
な
よ

《
解 

釈
》
あ
の
人
が
恋
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
あ
の
人
に
逢
え
な
い
な
ら
、
私
は
恋
死
に

し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
あ
の
人
は
、
そ
ん
な
こ
と
思
っ
て
も
み
な
い
で
し
ょ

う
。
何
故
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
今
日
ま
で
慣
れ
暮
ら
し
て
き
た
こ
の
世
で
、

誰
が
私
に
「
あ
の
人
に
恋
し
な
さ
い
」
な
ど
と
言
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
誰
も
言
い
は
し
ま
せ
ん
。

恨
ん
で
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
は
前
世
か
ら
の
因
縁
な
の
で
す
。

※ 
前
句
の
「
人
」
は
、
先
の
付
合
で
は
渡
し
船
の
乗
客
。
そ
れ
を
、
恋
の
対
象
で
あ
る
相
手
の
こ
と

に
取
り
な
し
て
、
ス
ム
ー
ズ
に
恋
に
句
境
が
転
換
す
る
。

※ 

付
句
は
、
短
い
句
形
の
中
に
命
令
表
現
・
禁
止
表
現
・
反
語
表
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
宗
祇

以
外
あ
り
得
な
い
よ
う
な
仕
立
と
な
っ
て
い
る
。
宗
祇
連
歌
の
仕
立
上
の
特
徴
が
よ
く
わ
か
る
句

で
あ
ろ
う
。
若
い
人
の
た
め
。

　
　
　
　
　

恋
せ
よ
と
な
れ
来
し
世
か
は
恨
む
な
よ

　
　

80　

心
と
道
は
踏
み
ぞ
ま
よ
へ
る

《
解 

釈
》
あ
の
人
が
恋
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
何
故
こ
ん
な
道
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
。
今

5
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も
い
づ
ち
む
な
し
山
か
げ
」
（
伊
庭
千
句
・
第
四
「
何
文
」
六
一
／
六
二
）
な
ど
も
、
こ
の
故
事

に
依
拠
す
る
付
合
で
あ
る
。
他
に
「
千
鳥
」
に
「
雪
」
も
寄
合
（
例
示
省
略
）
。

※
『
老
葉
』
に
入
集
（
五
七
〇
）
。
『
連
集
良
材
』
に
も
、
も
と
の
故
事
と
共
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

※ 

第
五
九
句
以
降
、
水
辺
が
三
句
連
続
す
る
。
従
っ
て
体
用
の
沙
汰
が
必
要
と
な
る
が
、
第
六
一
句

の
「
船
」
は
「
体
用
の
外
」
で
あ
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。

　
　
　
　
　

山
か
げ
の
雪
の
か
へ
る
さ
船
さ
し
て

　
　

62　

雲
さ
へ
さ
び
し
暮
深
き
空

《
解 

釈
》
雪
の
日
の
帰
り
道
。
船
に
乗
っ
て
山
陰
の
川
を
下
っ
て
行
く
。
次
第
に
暗
さ
を
増
す
夕
暮

の
空
。
雲
の
色
が
寂
し
さ
を
か
き
た
て
る
。

　
　
　
　
　

雲
さ
へ
さ
び
し
暮
深
き
空

　
　

63　

秋
と
し
も
い
は
れ
ぬ
や
身
の
憂
き
な
ら
む

《
解 

釈
》
秋
と
な
っ
た
が
、
あ
の
人
か
ら
は
、
こ
こ
ず
っ
と
何
の
た
よ
り
も
な
い
。
せ
め
て
「
秋
が

来
た
の
だ
＝
飽
き
が
来
た
の
だ
」
と
い
う
程
の
知
ら
せ
で
も
あ
っ
た
ら
、
ま
だ
私
の
こ
と
を
意

識
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
と
思
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
す
ら
も
な
い
。
私
は
あ
の
人
に
と
っ
て
、

所
詮
そ
の
程
度
の
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
次
第
に
暗
さ
を
増
す
夕
暮
の
空
。
雲
の
色
が

寂
し
さ
を
か
き
た
て
る
。

　
　
　
　
　

秋
と
し
も
い
は
れ
ぬ
や
身
の
憂
き
な
ら
む

　
　

64　

我
が
露
け
さ
は
草
木
に
も
見
ず

《
解 

釈
》
秋
と
な
っ
た
が
、
あ
の
人
か
ら
は
、
ず
っ
と
何
の
た
よ
り
も
な
い
。
せ
め
て
「
秋
が
来
た

の
だ
＝
飽
き
が
来
た
の
だ
」
と
い
う
程
の
便
り
で
も
あ
っ
た
ら
、
ま
だ
私
の
こ
と
を
意
識
し
て

く
れ
て
い
る
の
だ
と
思
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
す
ら
も
な
い
。
私
は
あ
の
人
に
と
っ
て
、
そ
の
程

度
の
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
何
故
こ
ん
な
人
を
当
て
に
し
た
の
か
。
悔
し
く
て
涙
が
あ

ふ
れ
袖
を
濡
ら
す
。
秋
の
露
が
置
か
れ
る
草
木
だ
っ
て
、
こ
ん
な
に
び
し
ょ
濡
れ
に
な
る
こ
と

は
な
い
で
し
ょ
う
。

※ 

第
六
一
句
で
「
雪
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
句
の
「
露
」
と
間
隔
二
句
で
あ
る
。
降
物
同
士

の
間
隔
は
「
新
式
」
で
は
三
句
以
上
で
あ
る
が
、『
連
歌
本
式
』
に
は
「
降
物
と
降
物
、
可
嫌
打
越
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
指
合
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　

我
が
露
け
さ
は
草
木
に
も
見
ず

　
　

65　

風
つ
ら
き
枕
の
野
辺
を
今
朝
わ
け
て

《
解 

釈
》
野
宿
の
朝
。
夜
明
け
と
共
に
野
の
道
を
分
け
て
行
く
。
風
が
身
に
し
み
る
。
草
も
木
も
露

に
濡
れ
て
い
る
が
、
旅
の
つ
ら
さ
で
流
す
涙
に
濡
れ
た
私
の
衣
は
、
そ
れ
と
比
べ
ら
れ
な
い
ほ

ど
び
し
ょ
濡
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

風
つ
ら
き
枕
の
野
辺
を
今
朝
わ
け
て

　
　

66　

夢
も
や
旅
の
道
ま
ど
ふ
ら
む

《
解 

釈
》
野
宿
の
朝
。
夜
明
け
と
共
に
野
の
道
を
分
け
て
行
く
。
風
が
身
に
し
み
る
。
昨
夜
の
夢
は

何
だ
っ
た
の
か
。
も
う
思
い
出
せ
な
い
。
夢
も
、
ど
こ
か
を
彷
徨
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

※ 

指
摘
に
も
及
ば
な
い
が
「
枕
」
に
「
夢
」
が
寄
合
。
例
示
の
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　

夢
も
や
旅
の
道
ま
ど
ふ
ら
む

　
　

67　

行
く
は
さ
ぞ
思
ひ
や
る
だ
に
宇
津
の
山

《
解 

釈
》
東
国
に
向
か
う
旅
。
宇
津
の
山
に
一
夜
を
過
ご
す
。
こ
れ
か
ら
旅
は
ど
う
な
る
の
か
、
思

い
や
る
だ
け
で
憂
欝
に
な
る
。
見
る
夢
も
、
近
頃
は
知
ら
ぬ
道
を
惑
い
行
く
夢
ば
か
り
だ
。

※ 

「
宇
津
の
山
」
は
駿
河
国
の
名
所
。
今
の
国
道
一
号
線
の
藤
枝
市
と
静
岡
市
と
の
境
界
、
宇
津
ノ

谷
峠
。
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
見
え
る
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
ゝ
に
も
夢
に
も
人
に

会
は
ぬ
な
り
け
り
」
の
和
歌
が
極
め
て
有
名
。
そ
れ
に
依
拠
し
て
「
夢
」
に
「
宇
津
の
山
」
が
寄

合
。
連
歌
で
の
先
例
は
「
う
つ
ゝ
を
夢
は
な
ど
ま
じ
ふ
ら
む
／
富
士
の
根
の
雪
に
時
雨
る
ゝ
宇
津

の
山
」
（
紫
野
千
句
・
第
七
「
山
何
」
二
二
／
二
三
）
な
ど
。

※ 

「
思
ひ
や
る
だ
に
憂
→
宇
津
の
山
」
と
い
う
秀
句
仕
立
で
あ
る
。
他
に
「
涙
ふ
り
け
り
身
は
宇
津

の
山
」
（
寛
正
五
年
正
月
一
日
「
名
所
」
八
六
）
な
ど
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

行
く
は
さ
ぞ
思
ひ
や
る
だ
に
宇
津
の
山

　
　

68　

関
は
あ
り
と
も
心
へ
だ
つ
な

《
解 

釈
》
私
た
ち
二
人
の
関
係
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
思
い
や
る
だ
け
で
も
、

私
の
心
は
、
宇
津
の
山
を
越
え
る
旅
人
の
よ
う
に
憂
鬱
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
宇
津
の
山
に
は

関
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
私
た
ち
二
人
の
間
に
厳
し
い
関
が
据
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
お

互
い
心
を
隔
て
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※ 

「
宇
津
の
山
に
は
関
が
な
い
」
と
い
う
の
は
、
当
時
の
知
識
人
に
は
常
識
。
証
歌
は
「
旅
寝
す
る

夢
路
は
ゆ
る
せ
宇
津
の
山
関
と
は
聞
か
ず
守
る
人
も
な
し
」
（
新
古
今
・
一
〇
‐
九
八
一
、
家
隆

朝
臣
）
。
連
歌
で
は
「
何
を
関
と
か
た
づ
ね
来
ざ
ら
む
／
夢
に
も
と
都
に
思
へ
宇
津
の
山
」
（
葉
守

千
句
・
第
七
「
一
字
露
顕
」
七
〇
／
七
一
）
な
ど
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

関
は
あ
り
と
も
心
へ
だ
つ
な

　
　

69　

苦
し
と
は
歎
か
ざ
る
べ
き
人
目
か
は

《
解 

釈
》
人
目
の
関
に
隔
て
ら
れ
、
あ
な
た
と
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
苦
し
さ
。
そ
れ
を
歎
か
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
ど
う
か
身
は
隔
て
ら
れ
て
も
、
心
を
隔
て
な
い
で
下
さ
い
。
二

人
は
、
い
つ
か
逢
え
る
は
ず
で
す
。

※ 

「
関
」
に
「
人
目
」
が
寄
合
。
例
は
「
関
の
小
川
の
音
羽
路
の
山
／
人
目
に
も
あ
ま
る
涙
の
滝
を

見
よ
」
（
宝
徳
四
年
千
句
・
第
四
「
何
鳥
」
三
八
／
三
九
）
な
ど
。
証
歌
は
「
あ
な
わ
び
し
人
目

の
関
を
越
え
分
け
て
道
を
忘
る
ゝ
時
の
間
ぞ
な
き
」
（
中
文
集
・
四
〇
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

苦
し
と
は
歎
か
ざ
る
べ
き
人
目
か
は

　
　

70　

こ
と
な
く
て
こ
そ
果
て
ま
ほ
し
け
れ

《
解 

釈
》
人
目
の
関
に
隔
て
ら
れ
、
あ
な
た
と
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
苦
し
さ
。
そ
れ
を
歎
か
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
苦
し
い
思
い
を
し
つ
づ
け
て
生
き
る
よ
り
は
、
い
っ
そ
あ
な
た
に

逢
え
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
方
が
ま
し
だ
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

6

- 9 -

奈良工業高等専門学校　研究年報　第１号（2024）



し
く
回
想
さ
れ
る
。

※ 
「
あ
り
し
世
の
親
の
諌
め
の
ま
ゝ
な
ら
ば
悔
し
く
身
を
ば
嘆
か
ざ
ら
ま
し
」
（
続
後
拾
遺
・
一
六

‐
一
〇
七
九
、
前
大
納
言
為
氏
）
を
念
頭
に
お
い
た
付
合
で
あ
ろ
う
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
一
三
五
八
）
。
平
凡
に
懐
古
の
情
を
い
う
だ
け
の
前
句
に
、
親
の
思
い
出
を

添
え
る
だ
け
で
珍
重
の
付
合
と
な
る
。
こ
れ
も
名
人
芸
。

　
　
　
　
　

か
ゝ
れ
と
は
諌
め
ざ
り
つ
る
身
を
す
て
ゝ

　
　

56　

心
を
だ
に
も
む
な
し
く
や
せ
む

《
解 

釈
》
世
の
憂
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
身
を
捨
て
る
決
心
を
す
る
。
親
は
、
私
に
、
こ
の
よ
う
な
人

生
を
歩
め
と
は
諌
め
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
も
仕
方
が
な
い
。
「
身
を
捨
て
る
」
と
い
っ
て

も
、
肉
体
を
空
し
く
す
る
こ
と
は
、
死
な
な
い
限
り
出
来
な
い
。
せ
め
て
心
を
空
し
く
し
て
、

清
ら
か
で
悩
み
の
な
い
生
き
方
を
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　

心
を
だ
に
も
む
な
し
く
や
せ
む

　
　

57　

春
を
経
て
花
は
恨
み
ぬ
浅
茅
生
に

《
解 

釈
》
何
回
も
の
春
を
経
て
後
、
零
落
し
た
私
の
宿
は
、
い
つ
の
間
に
か
浅
茅
生
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
世
間
に
対
し
て
恨
み
が
ま
し
く
思
う
気
持
ち
は
ど
う
し
て
も
残
る
が
、
花
は
、
そ
ん
な
私

の
思
い
に
関
係
な
く
、
昔
の
ま
ま
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
。
花
に
は
、
た
だ
美
し
く
咲
け
ば
い

い
と
い
う
以
外
の
心
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
自
分
も
、
恨
み
を
捨
て
、
欲
を
捨
て
、
そ
ん
な
風
に

生
き
て
行
き
た
い
と
思
う
。

※ 

「
花
に
は
心
が
な
い
」
の
で
は
な
く
「
花
に
は
、
た
だ
美
し
く
咲
け
ば
い
い
と
い
う
以
外
の
心
は

な
い
」
と
感
じ
と
る
の
が
、
宗
祇
連
歌
の
解
釈
と
し
て
正
し
い
。
第
二
〇
句
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　

春
を
経
て
花
は
恨
み
ぬ
浅
茅
生
に

　
　

58　

我
が
宿
か
ら
の
月
な
霞
み
そ

《
解 

釈
》
何
回
も
の
春
を
経
て
後
、
私
の
宿
は
い
つ
の
間
に
か
浅
茅
生
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

で
も
花
は
、
別
段
そ
れ
を
恨
み
に
思
わ
な
い
様
子
で
昔
の
ま
ま
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
。
月
が

霞
ん
で
い
る
。
い
や
違
う
。
落
ち
ぶ
れ
は
て
た
私
の
悲
し
み
の
涙
で
、
月
が
霞
ん
で
見
え
て
い

る
の
だ
。
月
よ
、
こ
れ
以
上
霞
ま
な
い
で
く
れ
。

※ 

「
春
」
に
「
霞
む
」
、
「
浅
茅
生
」
に
「
宿
」
が
寄
合
。
個
々
で
は
指
摘
に
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
一
つ
の
付
合
に
二
組
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

※ 

「
本
式
」
に
は
「
景
物
」
と
い
う
範
疇
が
あ
り
、
『
連
歌
本
式
』
に
「
景
物
な
ら
べ
て
三
句
す
べ

か
ら
ず
。
打
越
に
も
不
可
為
。
雪
・
月
・
花
・
時
鳥
・
寝
覚
を
景
物
と
い
ふ
也
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
第
五
七
句
で
「
花
」
、
第
五
八
句
は
「
月
」
と
、
連
続
し
て
「
景
物
」
が
詠
ま
れ
て
い
る

の
で
、
次
の
第
五
九
句
で
は
「
景
物
」
が
出
せ
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

※ 

第
五
三
句
で
「
ふ
る
里
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
本
式
」
で
も
居
所
が
五
句
去
な
ら
、
「
宿
」
が
指

合
に
な
る
。

　
　
　
　
　

我
が
宿
か
ら
の
月
な
霞
み
そ

　
　

59　

袖
こ
ゆ
る
波
に
一
夜
を
明
石
潟

《
解 

釈
》
明
石
で
の
旅
の
一
夜
。
私
の
袖
を
越
え
て
い
く
か
と
思
え
る
ほ
ど
間
近
く
ま
で
波
が
打
ち

寄
せ
る
。
漂
泊
の
思
い
に
駆
ら
れ
寝
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
月
が
霞
ん
で
い
る
。
い
や
違
う
。

私
の
流
す
涙
で
月
が
霞
ん
で
見
え
て
い
る
の
だ
。
月
よ
、
こ
れ
以
上
霞
ま
な
い
で
く
れ
。

※ 

「
明
石
」
は
播
磨
国
の
名
所
。
兵
庫
県
明
石
市
の
海
岸
付
近
一
帯
。

※ 

「
一
夜
を
明
か
し
→
明
石
潟
」
と
い
う
秀
句
仕
立
で
あ
る
。

※ 

「
月
」
に
「
明
石
」
が
寄
合
。
例
は
「
波
の
音
松
ふ
く
風
に
月
を
見
て
／
思
ひ
明
石
の
朝
霧
も
惜

し
」
（
三
島
千
句
・
第
一
「
何
路
」
九
三
／
九
四
）
な
ど
。
証
歌
は
「
お
ぼ
つ
か
な
都
の
空
や
い

か
な
ら
む
今
宵
明
石
の
月
を
見
る
に
も
」
（
後
拾
遺
・
九
‐
五
二
三
、
中
納
言
資
綱
）
な
ど
。
ま
た
、

「
霞
」
に
「
袖
」
が
寄
合
。
例
は
「
行
く
行
く
し
た
ふ
あ
と
な
霞
み
そ
／
袖
を
見
よ
空
は
し
ば
し

の
春
の
雨
」
（
文
明
五
年
八
月
十
九
日
「
何
路
」
七
八
／
七
九
）
な
ど
。
「
霞
の
袖
」
の
歌
語
に
拠

る
。
「
行
く
春
の
霞
の
袖
を
ひ
き
と
め
て
し
ぼ
る
ば
か
り
や
恨
み
か
け
ま
し
」
（
新
勅
撰
・
二
‐

一
三
六
、
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

袖
こ
ゆ
る
波
に
一
夜
を
明
石
潟

　
　

60　

友
と
や
聞
か
む
千
鳥
鳴
く
な
り

《
解 

釈
》
明
石
で
の
旅
の
一
夜
。
私
の
袖
を
越
え
て
行
く
か
と
思
え
る
ほ
ど
間
近
く
ま
で
波
が
打
ち

寄
せ
る
。
漂
泊
の
思
い
に
駆
ら
れ
、
中
々
寝
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
千
鳥
が
鳴
い
て
い
る
。

千
鳥
は
い
な
く
な
っ
た
友
を
呼
ん
で
鳴
く
と
い
う
が
、
お
前
も
友
が
い
な
い
の
か
。
友
の
い
な

い
者
同
士
、
今
夜
は
、
お
互
い
を
友
と
し
て
語
り
明
か
そ
う
か
。

※ 

「
千
鳥
は
友
を
呼
ん
で
鳴
く
」
と
い
う
の
は
古
典
文
学
の
常
識
。
「
沖
つ
塩
さ
し
て
の
磯
の
浜
千

鳥
風
さ
む
か
ら
し
夜
半
の
友
呼
ぶ
」
（
玉
葉
・
六
‐
九
一
八
、
権
中
納
言
長
方
）
な
ど
。

※ 

「
明
石
」
に
「
千
鳥
」
が
寄
合
。
「
一
夜
明
石
の
船
の
楫
音
／
千
鳥
鳴
く
寝
覚
の
後
は
夢
を
た
え
」

（
文
安
雪
千
句
・
第
五
「
何
田
」
二
二
／
二
三
）
な
ど
。
証
歌
は
「
つ
く
〴
〵
と
思
ひ
明
石
の
浦

千
鳥
波
の
枕
に
な
く
〳
〵
ぞ
聞
く
」
（
新
古
今
・
一
四
‐
一
三
三
一
、
権
中
納
言
公
経
）
な
ど
。

※ 

「
友
」
は
、
こ
の
場
合
「
千
鳥
」
の
こ
と
だ
か
ら
、
第
五
八
句
の
「
我
」
と
指
合
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

友
と
や
聞
か
む
千
鳥
鳴
く
な
り

　
　

61　

山
か
げ
の
雪
の
か
へ
る
さ
船
さ
し
て

《
解 

釈
》
雪
の
興
に
惹
か
れ
る
ま
ま
、
川
の
上
流
に
住
む
友
人
を
訪
ね
た
そ
の
帰
り
道
。
船
を
さ
し

て
川
を
下
る
と
、
山
か
げ
か
ら
千
鳥
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
る
。
友
と
一
緒
に
あ
の
千
鳥
の
声
を

聞
け
た
ら
と
思
う
が
、
今
は
仕
方
が
な
い
。
一
人
で
、
あ
の
声
に
耳
を
す
ま
そ
う
。

※ 
前
句
の
「
友
」
に
関
連
し
て
、
付
句
の
「
山
か
げ
」
「
雪
」
「
船
」
に
拠
り
、
戴
安
道
と
王
子
猷
の

故
事
を
想
起
さ
せ
る
所
が
ポ
イ
ン
ト
。
故
事
で
は
「
山
陰
」
は
地
名
。
雪
の
日
、
山
陰
と
い
う
地

に
住
む
王
子
猷
が
、
興
の
赴
く
ま
ま
友
人
・
戴
安
道
を
船
で
訪
れ
て
帰
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

※ 

「
友
」
に
「
山
か
げ
」
が
寄
合
。
例
は
「
添
ひ
す
て
ゝ
帰
る
を
友
や
慕
ふ
ら
む
／
つ
ひ
に
や
我
も

山
か
げ
の
庵
」
（
永
禄
石
山
千
句
・
第
六
「
唐
何
」
五
三
／
五
四
）
な
ど
。
和
歌
で
は
「
た
づ
ぬ

べ
き
友
こ
そ
な
け
れ
山
か
げ
や
月
と
雪
と
を
一
人
み
れ
ど
も
」
（
続
古
今
・
六
‐
六
六
六
、
皇
太

后
宮
大
夫
俊
成
）
な
ど
。
「
友
」
と
言
わ
ず
と
も
「
月
雪
に
あ
ら
ま
し
か
ば
の
人
も
惜
し
／
思
ふ

7
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水
ゆ
く
山
の
秋
深
き
頃

　
　

47　

猿
さ
け
ぶ
岩
の
仮
ぶ
し
月
落
ち
て

《
解 
釈
》
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
山
中
で
一
夜
を
過
ご
す
破
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
流
れ
に
面
し
た
岩

の
上
を
寝
場
所
と
す
る
が
、
中
々
寝
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
夜
は
次
第
に
更
け
行
き
、
叫
ぶ

よ
う
な
猿
の
声
が
侘
し
さ
を
掻
き
た
て
る
。
月
も
、
も
う
傾
き
は
じ
め
た
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
一
二
〇
四
）
。
た
だ
し
、
前
句
の
下
七
字
を
「
秋
寒
き
頃
」
と
す
る
。
厳
し

い
寒
さ
に
猿
も
耐
え
か
ね
て
叫
ぶ
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、

同
面
の
第
四
一
句
に
「
冴
え
て
」
と
あ
る
の
で
、
「
冴
ゆ
」
と
「
寒
し
」
は
面
を
嫌
わ
ね
ば
な
ら

な
い
か
ら
、
第
四
六
句
で
「
寒
き
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
句
集
の
形
は
、
入
集
に
際
し

手
を
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

※ 

前
の
第
四
六
句
が
山
類
で
あ
る
こ
と
は
自
明
。
後
ろ
の
第
四
八
句
も
「
桟
」で
山
類
で
あ
る
。
「
猿
」

は
「
新
式
」
で
は
山
類
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ず
、
そ
れ
だ
と
山
類
が
打
越
に
な
る
が
、『
連
歌
本
式
』

に
「
槙
・
桧
原
・
関
・
猿
、
山
類
に
用
之
」
と
あ
り
、
第
四
六
句
か
ら
第
四
八
句
ま
で
山
類
が
三

句
連
続
し
て
い
る
と
し
て
不
都
合
は
な
い
。

　
　
　
　
　

猿
さ
け
ぶ
岩
の
仮
ぶ
し
月
落
ち
て

　
　

48　

夜
は
明
け
渡
る
霜
の
桟

《
解 

釈
》
初
冬
の
山
中
で
一
夜
を
過
ご
す
破
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
岩
の
上
を
寝
場
所
と
す
る
が
、

寒
さ
で
寝
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
猿
の
叫
ぶ
よ
う
な
声
が
侘
し
さ
を
掻
き
た
て
る
。
月
も
傾
き
、

眠
れ
な
い
ま
ま
夜
が
明
け
て
ゆ
く
よ
う
だ
。
谷
の
向
こ
う
に
一
筋
う
す
白
く
見
え
は
じ
め
た
の

は
、
桟
に
霜
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

※ 

一
句
は
「
霜
」で
冬
季
。
第
四
二
句
が
冬
季
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
、
そ
の
間
隔
は
五
句
。
「
新

式
」
な
ら
同
季
は
七
句
去
だ
が
、
「
本
式
」
は
五
句
去
。
こ
の
場
合
、
間
に
春
季
と
秋
季
を
挟
ん

で
い
る
の
で
、
規
定
ど
お
り
で
あ
る
。
第
五
句
を
参
照
さ
れ
た
い
。

※ 

第
四
六
句
か
ら
「
山
」
「
猿
」
「
桟
」
と
山
類
が
三
句
連
続
す
る
の
で
体
用
の
沙
汰
が
必
要
に
な
る

が
、
第
四
六
句
の
「
山
」
は
体
、
第
四
八
句
の
「
桟
」
は
用
で
あ
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。

　
　
　
　
　

夜
は
明
け
渡
る
霜
の
桟

　
　

49　

跡
と
め
ぬ
夢
と
や
雲
も
別
る
ら
む

《
解 

釈
》
未
明
に
宿
を
出
、
山
路
に
さ
し
か
か
る
。
夜
が
明
け
行
く
に
つ
れ
て
、
雲
は
峰
を
離
れ
、

行
く
手
に
は
桟
の
霜
が
一
す
じ
白
く
見
え
る
。
昨
夜
、
確
か
夢
を
見
た
は
ず
だ
が
、ど
ん
な
夢
だ
っ

た
か
、
も
う
思
い
出
せ
な
い
。

※ 

「
夜
」
に
「
夢
」
、「
桟
」
に
「
雲
」
と
寄
合
を
取
っ
て
い
る
。
前
者
は
例
示
の
必
要
も
あ
る
ま
い
。

後
者
の
先
例
は
「
暮
る
ゝ
よ
り
峰
の
桟
あ
と
も
な
し
／
雲
路
を
わ
た
る
月
ぞ
影
そ
ふ
」
（
文
安
月

千
句
・
第
一
「
夕
何
」
一
一
／
一
二
）
な
ど
。
「
雲
の
桟
」
の
歌
語
に
依
る
（
例
示
省
略
）
。

　
　
　
　
　

跡
と
め
ぬ
夢
と
や
雲
も
別
る
ら
む

　
　

50　

た
つ
は
何
ぞ
の
面
か
げ
ぞ
憂
き

《
解 

釈
》
夜
が
明
け
、
横
雲
も
峰
に
別
れ
て
行
く
。
あ
の
人
は
も
う
い
な
い
。
た
だ
訳
も
な
く
面
影

が
私
の
眼
前
に
立
ち
現
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
辛
く
て
な
ら
な
い
。
全
て
は
夢
の
中
の
出
来
事

だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
昨
夜
、
あ
の
人
は
本
当
に
私
の
所
に
来
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

※ 

「
雲
」
に
「
立
つ
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
別
れ
や
さ
そ
ふ
峰
の
横
雲
／
山
風
に
花
も
心
も
浮
き
立

ち
て
」
（
文
安
四
年
九
月
六
日
「
山
何
」
四
八
／
四
九
）
な
ど
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
所
謂
「
用
付
」

な
の
で
、
後
の
連
歌
で
は
好
ま
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

た
つ
は
何
ぞ
の
面
か
げ
ぞ
憂
き

　
　

51　

あ
ぢ
き
な
く
忘
れ
し
人
に
絶
え
も
せ
で

《
解 

釈
》
今
更
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
が
、
あ
の
人
は
、
私
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
も
、
あ
の
人
の
こ
と
は
も
う
忘
れ
て
も
い
い
は
ず
だ
け
れ
ど
、
何
故
か
、

絶
え
る
こ
と
な
く
面
影
が
眼
前
に
立
ち
現
れ
、
私
を
つ
ら
く
さ
せ
る
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
一
〇
四
四
）
。
男
に
捨
て
ら
れ
た
女
性
の
せ
つ
な
い
思
い
が
、
平
易
な
語
の

組
み
合
わ
せ
の
中
に
、
美
し
く
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
宗
祇
の
恋
の
付
合
と
し
て
も
一
級
品

で
あ
ろ
う
。
よ
く
味
読
し
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
　

あ
ぢ
き
な
く
忘
れ
し
人
に
絶
え
も
せ
で

　
　

52　

誰
が
わ
び
さ
す
る
夕
べ
な
る
ら
む

《
解 

釈
》
今
更
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
が
、
あ
の
人
は
、
私
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
あ
の
人
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
夕
べ
も
あ
の
人
を

わ
び
し
く
待
つ
。
こ
の
わ
び
し
さ
は
誰
の
せ
い
な
の
だ
ろ
う
。
私
を
捨
て
た
あ
の
人
な
の
か
、

そ
れ
と
も
、
あ
の
人
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
な
の
か
。

※ 

先
の
付
合
に
つ
づ
い
て
、
こ
の
付
合
も
一
級
品
で
あ
ろ
う
。
第
五
〇
句
か
ら
こ
こ
ま
で
、
宗
祇
連

歌
の
恋
の
付
合
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。
味
読
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　

誰
が
わ
び
さ
す
る
夕
べ
な
る
ら
む

　
　

53　

ふ
る
里
に
来
て
は
う
ち
鳴
く
時
鳥

《
解 

釈
》
ふ
る
里
の
夕
べ
、
侘
し
く
て
な
ら
な
い
。
誰
が
私
の
心
を
、こ
ん
な
に
侘
し
く
さ
せ
る
の
か
。

そ
う
だ
、
時
鳥
な
の
だ
。
時
鳥
が
や
っ
て
来
て
、
華
や
か
だ
っ
た
昔
と
同
じ
声
で
鳴
く
。
だ
か
ら
、

昔
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
、
私
の
心
は
侘
し
く
な
る
の
だ
。

※ 

前
句
の
疑
問
に
対
し
、
付
句
が
そ
の
鮮
や
か
な
答
え
に
な
っ
て
い
る
。
句
境
の
転
換
も
自
然
で
見

事
。
宗
祇
の
レ
ベ
ル
で
は
並
の
上
程
度
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
こ
れ
も
名
人
芸
。

　
　
　
　
　

ふ
る
里
に
来
て
は
う
ち
鳴
く
時
鳥

　
　

54　

思
へ
ば
昔
げ
に
ぞ
か
な
し
き

《
解 

釈
》
今
は
寂
れ
て
し
ま
っ
た
こ
の
里
に
も
、
時
鳥
は
変
わ
ら
ず
に
や
っ
て
き
て
鳴
く
。
そ
れ
を

聞
け
ば
、
華
や
か
だ
っ
た
昔
が
思
い
出
さ
れ
て
、
私
の
心
は
本
当
に
悲
し
く
な
る
の
だ
。

　
　
　
　
　

思
へ
ば
昔
げ
に
ぞ
か
な
し
き

　
　

55　

か
ゝ
れ
と
は
諌
め
ざ
り
つ
る
身
を
す
て
ゝ

《
解 

釈
》
世
の
憂
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
身
を
捨
て
る
決
心
を
す
る
。
親
は
、
私
に
、
こ
の
よ
う
な
人

生
を
歩
め
と
は
諌
め
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
親
に
愛
さ
れ
不
自
由
な
く
育
っ
た
昔
が
、
本
当
に
悲

8
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思
ひ
し
ら
ず
は
恋
ひ
も
死
な
ば
や

　
　

37　

い
た
づ
ら
に
な
さ
む
も
今
は
つ
ら
か
ら
で

《
解 
釈
》
私
が
本
気
で
心
の
底
か
ら
恋
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
あ
の
人
は
分
か
っ
て

く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
、
こ
の
ま
ま
恋
死
に
し
て
し
ま
い
た
い
と
さ
え
思
う
。
あ
の

人
に
逢
っ
て
も
ら
え
な
い
辛
さ
に
比
べ
れ
ば
、
今
は
、
死
ぬ
こ
と
な
ど
、
辛
く
も
何
と
も
な
い

こ
と
の
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
。

※ 

「
い
た
づ
ら
に
な
る
」
は
、「
空
し
く
な
る
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
死
ぬ
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

例
は
「
先
つ
こ
ろ
、
渡
守
が
孫
の
童
、
棹
さ
し
は
づ
し
て
落
ち
入
り
は
べ
り
に
け
る
。
す
べ
て
い

た
づ
ら
に
な
る
人
多
か
る
水
に
は
べ
り
」
（
源
氏
物
語
・
浮
舟
）
な
ど
。
た
だ
し
、
前
句
に
「
死
ぬ
」

と
あ
る
か
ら
、
紹
巴
流
の
連
歌
な
ら
「
同
意
」
と
し
て
強
く
批
判
さ
れ
る
所
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

い
た
づ
ら
に
な
さ
む
も
今
は
つ
ら
か
ら
で

　
　

38　

浅
間
の
煙
胸
に
残
さ
じ

《
解 

釈
》
こ
の
身
は
、
も
う
今
は
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
し
て
も
辛
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
浅
間
山

か
ら
立
ち
昇
る
煙
の
よ
う
に
私
の
胸
に
ず
っ
と
立
ち
こ
め
て
い
た
苦
し
さ
も
、
そ
れ
で
消
え
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
か
ら
。

※ 

「
い
た
づ
ら
」
に
「
浅
間
の
煙
」
と
付
け
て
い
る
。
「
い
た
づ
ら
に
立
つ
や
浅
間
の
夕
煙
里
と
ひ

か
ぬ
る
遠
近
の
山
」
（
新
古
今
・
一
〇
‐
九
五
八
、
雅
経
朝
臣
）
の
自
讃
歌
が
有
名
。
連
歌
の
他

の
例
は
「
い
た
づ
ら
に
や
は
春
を
ち
ぎ
ら
む
／
霞
も
ぞ
夕
べ
の
煙
浅
間
山
」
（
天
文
八
年
十
月
三

日
「
何
船
」
七
四
／
七
五
）
な
ど
。

※ 

「
浅
間
」
は
信
濃
国
の
名
所
。
長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
、
同
御
代
田
町
、
群
馬
県
吾
妻
郡
嬬

恋
村
の
境
に
位
置
す
る
活
火
山
。

　
　
　
　
　

浅
間
の
煙
胸
に
残
さ
じ

　
　

39　

い
づ
く
に
か
見
る
目
も
ゆ
か
む
富
士
の
嶽

《
解 

釈
》
東
国
の
旅
。
私
の
心
は
、
浅
間
山
に
立
ち
の
ぼ
る
煙
の
よ
う
に
晴
れ
な
い
で
い
た
が
、
富

士
が
視
野
に
入
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
秀
麗
な
姿
に
心
を
奪
わ
れ
、
し
ば
ら
く
目
を
移
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
晴
れ
ぬ
思
い
も
、
何
か
す
っ
き
り
す
る
よ
う
だ
。

※
「
富
士
」
は
駿
河
国
の
名
所
。
静
岡
県
と
山
梨
県
の
境
界
に
位
置
す
る
。

※ 

「
浅
間
」
と
「
富
士
」
と
が
対
比
的
な
寄
合
。
例
は
「
半
天
に
富
士
の
ね
た
く
も
名
は
立
ち
て
／

も
と
の
契
り
ぞ
す
ゑ
浅
間
な
る
」
（
享
徳
元
年
九
月
二
十
一
日
「
播
磨
国
八
社
宝
号
」
一
三
／

一
四
）な
ど
。
証
歌
は
「
信
濃
な
る
浅
間
の
嶽
も
燃
ゆ
な
れ
ば
富
士
の
煙
の
甲
斐
や
な
か
ら
む
」（
後

撰
・
一
九
‐
一
三
〇
八
、
す
る
が
）
な
ど
。
勿
論
「
煙
」
に
「
富
士
」
も
寄
合
（
例
示
省
略
）
。

　
　
　
　
　

い
づ
く
に
か
見
る
目
も
ゆ
か
む
富
士
の
嶽

　
　

40　

消
え
し
間
も
な
く
つ
も
る
初
雪

《
解 

釈
》
富
士
の
嶽
が
視
野
に
入
る
と
、
そ
の
秀
麗
な
姿
に
見
惚
れ
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
目
を
移

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
日
は
水
無
月
の
十
五
日
。
一
年
で
た
っ
た
一
日
、
山
頂
の
雪
が
消
え

る
日
だ
が
、
今
夜
ま
た
す
ぐ
に
初
雪
が
積
も
る
の
だ
。

※ 

「
富
士
の
根
に
降
り
お
く
雪
は
水
無
月
の
望
に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜
ふ
り
け
り
」
（
万
葉
集
・
三
‐

三
二
〇
な
ど
）
の
歌
が
有
名
。
こ
の
歌
に
拠
っ
て
、
富
士
の
雪
は
六
月
十
五
日
に
消
え
、
そ
の
夜

の
う
ち
に
初
雪
が
降
る
と
い
う
の
は
古
典
文
学
の
常
識
。
そ
れ
を
前
提
と
す
る
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

消
え
し
間
も
な
く
つ
も
る
初
雪

　
　

41　

吹
き
か
は
り
た
ゆ
め
ば
風
の
ま
た
冴
え
て

《
解 

釈
》
初
雪
が
降
っ
た
が
、
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
風
の
方
向
も
変
わ
り
、
少
し
緩
く
な
っ

た
か
と
思
う
間
も
な
く
、
ま
た
冴
え
冴
え
と
し
て
き
た
。
ま
た
雪
に
な
っ
た
ら
、
今
度
は
積
も

る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

吹
き
か
は
り
た
ゆ
め
ば
風
の
ま
た
冴
え
て

　
　

42　

冬
を
か
な
し
む
侘
人
の
庵

《
解 

釈
》
寒
い
風
の
方
向
も
変
わ
り
、
少
し
緩
く
な
っ
た
か
と
思
う
間
も
な
く
、
ま
た
冴
え
冴
え
と

し
て
き
た
。
た
だ
で
さ
え
世
を
侘
び
て
暮
ら
す
茅
屋
の
住
人
に
と
っ
て
、
冬
は
、
と
り
わ
け
悲

し
い
季
節
な
の
だ
。

　
　
　
　
　

冬
を
か
な
し
む
侘
人
の
庵

　
　

43　

春
に
な
ほ
逢
ふ
と
も
我
が
身
い
か
な
ら
む

《
解 

釈
》
茅
屋
に
世
を
侘
び
て
過
ご
す
こ
の
身
に
は
、
冬
の
寒
さ
が
こ
た
え
る
。
け
れ
ど
、
い
づ
れ

春
が
来
る
。
世
間
の
並
み
の
人
な
ら
、
春
に
な
れ
ば
、
楽
し
い
こ
と
が
沢
山
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

自
分
は
ど
う
か
。
そ
ん
な
も
の
は
何
も
あ
り
は
し
な
い
。
そ
れ
が
、
冬
の
寒
さ
に
増
し
て
つ
ら

く
も
悲
し
く
思
わ
れ
る
の
だ
。

※ 

「
冬
」
に
「
春
」
が
対
比
的
な
語
の
選
択
。
先
例
は
「
人
も
音
せ
ぬ
冬
ご
も
る
里
／
鴬
の
春
つ
げ

そ
む
る
野
は
枯
れ
て
」
（
顕
証
院
会
千
句
・
第
六
「
何
田
」
八
／
九
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

春
に
な
ほ
逢
ふ
と
も
我
が
身
い
か
な
ら
む

　
　

44　

な
れ
来
し
花
ぞ
年
に
す
く
な
き

《
解 

釈
》
ま
た
や
が
て
春
が
や
っ
て
来
る
が
、
若
い
頃
か
ら
馴
れ
親
し
ん
で
き
た
花
の
古
木
も
、
枯

死
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
年
ご
と
に
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
自
分
も
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　

な
れ
来
し
花
ぞ
年
に
す
く
な
き

　
　

45　

み
ど
り
そ
ふ
木
は
た
ゞ
苔
を
色
な
れ
や

《
解 
釈
》
若
い
頃
か
ら
馴
れ
親
し
ん
で
き
た
花
の
古
木
も
枯
死
す
る
も
の
が
多
く
、
年
ご
と
に
数
少

な
く
な
っ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
古
木
に
は
苔
が
生
え
、
春
に
な
る
と
、
そ
れ
が
緑
の
色
を
添
え
る
。

　
　
　
　
　

み
ど
り
そ
ふ
木
は
た
ゞ
苔
を
色
な
れ
や

　
　

46　

水
ゆ
く
山
の
秋
深
き
頃

《
解 

釈
》
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
山
。
谷
の
水
の
流
れ
ゆ
く
音
が
聞
こ
え
る
。
木
々
の
葉
も
色
を
失
い
つ

つ
あ
る
中
に
、
緑
の
色
が
増
し
て
見
え
る
の
は
、
古
木
に
生
じ
た
苔
な
の
だ
ろ
う
。

※ 

「
水
行
く
川
」
な
ら
普
通
。
「
水
行
く
山
」
と
い
う
表
現
は
非
常
に
め
ず
ら
し
く
、
私
の
調
査
の

範
囲
で
、
和
歌
か
ら
も
、
連
歌
か
ら
も
、
他
に
例
が
検
出
さ
れ
な
い
。

9
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雲
風
に
春
は
心
の
さ
そ
は
れ
て

　
　

28　

越
え
ぬ
山
な
き
花
の
あ
ら
ま
し

《
解 
釈
》
春
に
な
る
と
、
私
の
心
は
、
雲
や
風
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
浮
き
立
ち
、
更
に
そ
の
奥
に
咲

く
花
を
見
よ
う
と
、
ど
こ
の
山
で
あ
ろ
う
と
越
え
て
行
き
た
く
な
る
の
だ
。

　
　
　
　
　

越
え
ぬ
山
な
き
花
の
あ
ら
ま
し

　
　

29　

御
吉
野
を
我
が
ふ
る
里
と
い
つ
か
見
む

《
解 

釈
》
も
う
越
え
た
こ
と
の
な
い
山
は
な
い
ほ
ど
の
旅
か
ら
旅
の
人
生
。
故
郷
へ
帰
っ
て
も
、
も

う
私
を
知
る
人
は
一
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
私
に
と
っ
て
、
故
郷
は
も
う
故
郷
で
な
く
な
っ
て

い
る
。
自
分
は
ど
こ
を
故
郷
と
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
吉
野
に
居
を
し
め
、
そ
こ
を
終
の
住
み
ど

こ
ろ
と
し
て
年
々
の
花
を
眺
め
て
暮
ら
し
た
い
。
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

※
「
吉
野
」
は
大
和
国
の
名
所
。
奈
良
県
吉
野
郡
一
帯
。

※ 

「
花
」
に
「
吉
野
」
と
付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
華
ニ
、
よ
し
野
付
る
事
、
嫌
也
。
萩
に

宮
城
野
、
紅
葉
に
た
つ
た
、
同
前
也
」
（
無
言
抄
）
の
ご
と
き
議
論
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
議

論
は
後
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
「
散
り
ぬ
れ
ば
花
の
下
道
た
ど
〳
〵
し
／
霞
み

は
て
た
る
御
吉
野
の
奥
」
（
文
明
十
八
年
十
一
月
二
日
「
何
路
」
七
一
／
七
二
）
、
「
遅
く
も
と
へ

る
萩
の
色
〳
〵
／
宮
城
野
や
木
の
下
露
に
友
ま
ち
て
」
（
難
波
田
千
句
・
第
八
「
片
何
」
三
八
／

三
九
）
、
「
折
る
袖
に
こ
そ
紅
葉
ふ
か
け
れ
／
立
田
山
し
ぐ
る
ゝ
峰
の
雲
を
か
け
」
（
寛
正
五
年
四

月
二
十
八
日
「
何
路
」
四
八
／
四
九
）
な
ど
例
は
多
い
。
以
上
、
念
の
た
め
。

※ 

「
花
」
に
「
古
里
」
が
寄
合
。
例
は
、
「
花
こ
そ
人
を
忘
れ
ざ
り
け
れ
／
古
里
は
見
し
に
も
あ
ら

ず
な
り
ぬ
る
に
」
（
文
和
千
句
・
第
一
「
何
人
」
二
八
／
二
九
）
な
ど
。
証
歌
は
割
愛
す
る
。

　
　
　
　
　

御
吉
野
を
我
が
ふ
る
里
と
い
つ
か
見
む

　
　

30　

都
も
憂
き
身
経
が
た
く
ぞ
な
る

《
解 

釈
》
都
に
暮
ら
す
身
。
普
通
な
ら
華
や
か
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
辛
い
こ

と
が
多
く
、
住
み
が
た
く
感
じ
る
。
吉
野
に
隠
棲
し
て
、
年
々
の
花
を
眺
め
て
暮
ら
し
た
い
。

結
局
、
そ
こ
が
私
に
と
っ
て
の
終
の
住
み
ど
こ
ろ
と
し
て
の
故
郷
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い

つ
の
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

都
も
憂
き
身
経
が
た
く
ぞ
な
る

　
　

31　

を
さ
ま
ら
む
世
を
も
し
ら
ぬ
は
命
に
て

《
解 

釈
》
都
に
暮
ら
す
身
。
世
が
世
な
ら
有
難
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
乱
世
で
は
辛
い
こ

と
が
多
く
、
か
え
っ
て
住
み
が
た
く
感
じ
る
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
世
の
乱
れ
が
治
ま
る

の
か
全
く
解
ら
な
い
。
こ
ん
な
時
代
に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
の
も
運
命
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

を
さ
ま
ら
む
世
を
も
し
ら
ぬ
は
命
に
て

　
　

32　

い
く
さ
の
場
も
た
ゞ
秋
の
露

《
解 

釈
》
戦
場
と
な
っ
た
所
の
秋
。
今
は
た
だ
一
面
に
露
が
置
か
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
乱
世
に
次

ぐ
乱
世
。
一
体
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
乱
世
が
治
ま
る
の
か
全
く
解
ら
な
い
。
こ
ん
な
時
代

に
生
ま
れ
合
わ
せ
た
の
も
運
命
な
の
だ
ろ
う
か
。

※ 

「
命
」
に
「
露
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
命
も
な
が
き
夜
半
に
な
さ
ば
や
／
袖
ぬ
ら
す
露
の
契
り
は

忘
れ
ぬ
に
」
（
応
永
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
「
何
人
」
三
四
／
三
五
）
な
ど
（
証
歌
省
略
）
。

※ 

「
い
く
さ
の
場
」
と
い
う
措
辞
は
「
戦
場
」
の
訓
読
。
「
武
士
は
い
く
さ
の
場
を
心
に
て
」
（
三
島

千
句
・
第
四
「
山
何
」
七
一
）
な
ど
、
連
歌
で
は
普
通
に
用
い
ら
れ
る
が
、
ど
う
い
う
訳
か
、
和

歌
か
ら
は
、
私
の
調
査
の
範
囲
で
先
例
が
検
出
さ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

い
く
さ
の
庭
も
た
ゞ
秋
の
露

　
　

33　

風
渡
る
蓬
が
月
の
白
き
野
に

《
解 

釈
》
戦
場
と
な
っ
た
野
の
秋
。
蓬
に
は
露
が
結
び
、
そ
れ
に
月
影
が
白
く
映
じ
、
風
が
渡
る
た

び
に
、
そ
れ
が
吹
き
散
ら
さ
れ
る
の
だ
。

※ 

「
蓬
が
月
」
と
い
う
表
現
が
気
に
な
る
が
、
和
歌
に
「
ふ
る
里
の
蓬
が
月
に
む
す
ぶ
露
さ
び
し
と

か
こ
つ
き
り
〴
〵
す
か
な
」
（
後
鳥
羽
院
御
集
・
一
五
八
九
）
と
い
う
先
例
が
あ
る
。
当
然
、
こ

の
歌
を
念
頭
に
、
前
句
の
「
露
」
に
引
か
れ
て
選
ば
れ
た
措
辞
で
あ
ろ
う
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
一
一
五
〇
）
。
幽
玄
で
哀
感
に
満
ち
た
極
上
の
付
合
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　

風
渡
る
蓬
が
月
の
白
き
野
に

　
　

34　

虫
の
音
高
く
小
夜
更
く
る
空

《
解 

釈
》
蓬
が
風
に
靡
く
秋
の
野
。
夜
が
更
け
行
く
に
つ
れ
、
空
の
月
は
ま
す
ま
す
皓
々
と
地
上
を

照
ら
し
、
虫
は
音
高
く
鳴
く
。

※ 

「
野
」
に
「
虫
」
、「
月
」
に
「
空
」
と
、
対
比
的
に
ク
ロ
ス
し
た
寄
合
を
と
っ
て
い
る
の
が
ち
ょ
っ

と
し
た
ポ
イ
ン
ト
。
個
々
的
に
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
（
例
示
省
略
）
。

　
　
　
　
　

虫
の
音
高
く
小
夜
更
く
る
空

　
　

35　

恨
み
や
は
こ
た
へ
ば
人
の
わ
か
ざ
ら
む

《
解 

釈
》
秋
の
夜
、
虫
が
鳴
い
て
い
る
。
虫
は
、
何
か
を
恨
み
に
思
っ
て
声
を
立
て
て
鳴
く
の
だ
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
体
、
何
を
恨
み
に
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
問
い
に
、
も
し
虫
が

答
え
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
同
じ
声
で
鳴
く
ば
か
り
だ
か
ら
、
人
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
が
辛
く
て
、
夜
が
更
け
る
の
に
つ
れ
て
、
虫
は
更
に
高
い
声
で
鳴
く
の
だ
ろ
う
か
。

※ 

「
虫
は
、
何
か
を
恨
ん
で
鳴
く
」
と
い
う
証
歌
と
し
て
は
「
草
の
原
露
の
よ
す
が
に
鳴
く
虫
の
恨

み
や
な
ぞ
と
誰
に
問
は
ま
し
」
（
続
後
拾
遺
・
五
‐
三
六
〇
、
伏
見
院
御
製
）
が
分
か
り
や
す
い
。

勿
論
「
虫
」
に
「
恨
み
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
虫
の
音
す
ご
き
暁
の
床
／
と
も
に
見
ば
月
の
恨
み

の
よ
も
あ
ら
じ
」
（
応
永
三
十
二
年
三
月
二
十
五
日
「
山
何
」
一
〇
／
一
一
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

恨
み
や
は
こ
た
へ
ば
人
の
わ
か
ざ
ら
む

　
　

36　

思
ひ
し
ら
ず
は
恋
ひ
も
死
な
ば
や

《
解 

釈
》
私
が
ど
れ
ほ
ど
あ
の
人
を
恋
し
、
そ
し
て
恨
み
に
思
っ
て
い
る
か
、
あ
の
人
は
尋
ね
も
し

な
い
。
い
や
、
仮
に
尋
ね
て
、
私
が
そ
れ
に
答
え
た
と
し
て
も
、
あ
の
人
は
私
の
思
い
を
理
解

し
て
は
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、
い
っ
そ
こ
の
ま
ま
恋
死
に
し
て
し
ま
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
あ
の
人
も
、
私
が
ど
れ
ほ
ど
あ
の
人
を
恋
し
く
、
ま
た
恨
み
に
思
っ
て
い
た
の

か
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

10
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せ
、
ま
た
散
ら
す
も
の
と
し
て
、
風
は
、
花
と
ゆ
か
り
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

※ 
「
花
」
が
折
を
嫌
う
と
い
う
の
は
「
新
式
」
で
は
最
重
要
と
さ
れ
る
作
法
で
あ
る
が
、
「
本
式
」

の
場
合
、
単
に
間
隔
十
句
以
上
で
可
と
さ
れ
る
（
発
句
参
照
）
。
本
百
韻
に
お
い
て
「
花
」
は
、

第
一
七
・
二
八
・
四
四
・
五
七
・
九
五
句
の
五
か
所
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
間
隔
は
全
て
十
句
以
上
で

あ
る
（
第
八
九
句
は
「
花
芒
」
で
対
象
外
）
。

　
　
　
　
　

花
ち
ら
す
風
も
よ
わ
る
は
憂
き
も
の
を

　
　

18　

山
は
霞
に
鐘
響
く
音

《
解 

釈
》
花
を
散
ら
せ
た
春
の
風
。
そ
の
風
も
、
春
も
終
わ
り
に
近
づ
く
今
と
な
っ
て
は
、
惜
し
ま

れ
て
な
ら
な
い
。
山
は
霞
に
包
ま
れ
、
里
か
ら
は
入
相
の
鐘
の
音
が
響
い
て
く
る
。

※ 

「
鐘
」
は
「
霞
」
と
結
ば
れ
る
と
「
入
相
」
の
こ
と
と
な
り
、
夕
時
分
と
は
間
隔
二
句
以
上
で
可
。

従
っ
て
、
第
二
二
句
の
「
夕
べ
」
と
指
合
に
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

山
は
霞
に
鐘
響
く
音

　
　

19　

は
る
か
な
る
峰
の
灯
か
げ
更
け
て

《
解 

釈
》
春
の
夜
空
は
お
ぼ
ろ
に
霞
み
、
遠
く
の
峰
に
灯
が
瞬
い
て
い
る
の
が
霞
の
中
に
見
え
る
。

あ
の
あ
た
り
に
寺
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
夜
は
更
け
て
行
く
。
鐘
の
響
き
が
微
か
に
耳
に
届
く
。

そ
の
寺
の
半
夜
の
鐘
で
あ
ろ
う
か
。

※ 

『
老
葉
』
に
入
集
（
毛
利
本
一
一
七
〇
、
筑
波
大
学
本
一
一
五
六
、
愚
句
老
葉
一
三
九
一
）
。
遠

く
の
峰
の
寺
の
鐘
の
音
が
届
く
の
は
、
あ
た
り
が
静
か
だ
か
ら
と
気
付
か
せ
る
所
が
見
事
で
あ
る
。

な
お
、
以
下
『
老
葉
』
入
集
句
の
句
番
号
は
、
全
て
毛
利
本
で
代
表
さ
せ
る
。

※ 

「
峰
の
灯
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
寺
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
が
、
山
の
峰
近
く
で
夜
が
更
け

る
ま
で
灯
り
を
点
す
の
は
寺
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
『
愚
句
老
葉
』
宗
祇
自
注
に
「
居
所
な
く

て
も
灯
な
ど
は
す
る
物
に
や
、
不
審
の
か
た
侍
り
し
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
発
せ
ら

れ
た
疑
問
で
あ
ろ
う
。
宗
祇
の
返
答
は
「
鐘
・
灯
な
ど
は
さ
も
や
と
侍
り
し
」と
い
う
も
の
で
、「
鐘
」

や
「
灯
」
は
居
所
の
語
を
と
も
な
わ
ず
に
用
い
て
も
可
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
晴
る
ゝ
夜
の
雪

の
松
風
明
け
わ
た
り
／
い
づ
く
と
も
な
き
鐘
の
し
づ
け
さ
」
（
三
島
千
句
・
第
二
「
何
船
」
三
九

／
四
〇
）
、
「
よ
る
波
な
ら
し
芦
そ
よ
ぐ
音
／
し
づ
か
な
る
灯
と
ほ
く
暮
る
ゝ
夜
に
」
（
葉
守
千
句
・

第
二
「
何
路
」
四
六
／
四
七
）
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

は
る
か
な
る
峰
の
灯
か
げ
更
け
て

　
　

20　

月
は
誰
に
か
心
澄
む
ら
む

《
解 

釈
》
遠
く
の
峰
に
灯
火
が
瞬
い
て
い
る
。
あ
の
あ
た
り
に
寺
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
夜
が
更
け
行

く
に
つ
れ
、
月
は
ま
す
ま
す
澄
ん
だ
光
を
放
つ
。
月
は
、
一
体
誰
の
た
め
に
こ
ん
な
に
も
澄
ん

だ
光
を
放
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
心
を
知
り
た
い
と
思
う
。

※ 

山
川
草
木
、
花
鳥
風
月
、
悉
皆
有
情
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
「
心
」
が
あ
る
と
す
る
の
が
宗

祇
の
世
界
観
。
そ
れ
が
体
得
で
き
れ
ば
、
普
通
に
右
の
ご
と
く
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
に
は
、
彼
の

連
歌
を
数
多
く
味
読
す
る
よ
り
な
い
。
以
上
、
若
い
人
の
た
め
。
妄
言
多
謝
。

　
　
　
　
　

月
は
誰
に
か
心
澄
む
ら
む

　
　

21　

秋
を
秋
と
知
れ
る
ば
か
り
は
多
き
世
に

《
解 

釈
》
秋
に
な
る
と
、
月
は
、
一
体
誰
に
眺
め
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
あ
の
よ
う
に
澄
ん
だ
光
を

放
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
心
を
知
り
た
い
と
思
う
。
秋
が
来
て
も
、
た
だ
秋
が
来
た
と
し
か
感

じ
な
い
人
が
世
間
に
は
多
い
の
に
…
…
。

　
　
　
　
　

秋
を
秋
と
知
れ
る
ば
か
り
は
多
き
世
に

　
　

22　

夕
べ
を
分
く
は
た
ゞ
荻
の
声

《
解 

釈
》
秋
の
夕
べ
、
荻
の
葉
を
吹
く
風
の
音
に
耳
を
澄
ま
す
。
や
は
り
秋
の
夕
べ
は
格
別
の
も
の

だ
と
思
う
。
秋
が
来
て
も
、
た
だ
秋
が
来
た
と
し
か
感
じ
な
い
人
も
多
い
け
れ
ど
も
…
…
。

　
　
　
　
　

夕
べ
を
分
く
は
た
ゞ
荻
の
声

　
　

23　

た
の
め
置
く
露
の
道
芝
あ
と
も
な
し

《
解 

釈
》
夕
方
と
な
っ
た
が
、
昨
日
ま
で
は
道
芝
に
す
が
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い
た
露
も
今
日
は
も

う
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
今
、
夕
方
に
な
っ
た
と
思
わ
せ
る
も
の
は
、
荻
の
葉
を
吹

く
風
の
音
ば
か
り
で
あ
る
。

※ 

夕
露
は
、
地
表
付
近
の
水
分
が
昼
間
の
熱
で
気
化
し
、
そ
れ
が
夕
方
に
な
っ
て
気
温
が
低
下
し
て

液
化
し
た
時
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
昼
間
の
気
温
が
全
く
上
が
ら
な
か
っ
た
晩
秋

の
日
な
ど
に
は
、
夕
露
は
置
か
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
日
の
情
景
で
あ
る
。

※ 

「
夕
べ
」
に
「
露
」
が
寄
合
。
例
は
「
こ
の
夕
べ
昔
お
ぼ
ゆ
る
秋
な
れ
や
／
命
の
あ
る
に
露
も
忘

れ
ず
」
（
文
和
千
句
・
第
四
「
何
物
」
九
一
／
九
二
）
な
ど
（
証
歌
省
略
）
。

　
　
　
　
　

た
の
め
置
く
露
の
道
芝
あ
と
も
な
し

　
　

24　

我
や
は
か
れ
む
人
は
憂
く
と
も

《
解 

釈
》
昨
日
ま
で
は
道
芝
に
す
が
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い
た
露
も
、
今
日
は
も
う
見
え
な
い
。
秋

も
更
け
、
草
木
は
み
な
枯
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
私
の
あ
の
人
を
思
う
心
は
枯
れ
る
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
、
あ
の
人
が
、
私
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
つ
ら
い
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
…
…
。

　
　
　
　
　

我
や
は
か
れ
む
人
は
憂
く
と
も

　
　

25　

友
は
み
な
よ
か
ら
む
こ
そ
は
契
り
な
れ

《
解 

釈
》
互
い
に
よ
き
友
と
し
て
生
き
る
と
い
う
関
係
は
、
全
て
前
世
か
ら
の
約
束
事
。
た
と
え
、

他
の
人
が
君
に
つ
ら
く
当
た
ろ
う
と
も
、
私
は
君
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　

友
は
み
な
よ
か
ら
む
こ
そ
は
契
り
な
れ

　
　

26　

と
す
れ
ば
さ
わ
ぐ
籠
の
う
ち
の
鳥

《
解 

釈
》
籠
に
飼
わ
れ
て
い
る
鳥
た
ち
の
様
子
が
ど
う
も
落
ち
着
か
な
い
。
人
間
の
場
合
も
そ
う
だ
が
、

友
と
し
て
仲
良
く
で
き
る
関
係
と
い
う
の
は
、
全
て
前
世
か
ら
の
約
束
事
の
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　

と
す
れ
ば
さ
わ
ぐ
籠
の
う
ち
の
鳥

　
　

27　

雲
風
に
春
は
心
の
さ
そ
は
れ
て

《
解 

釈
》
春
に
な
っ
て
、
籠
に
飼
わ
れ
て
い
る
鳥
が
何
か
に
つ
け
て
落
ち
着
き
な
く
鳴
く
騒
ぐ
よ
う

に
な
っ
た
。
や
は
り
鳥
と
し
て
の
本
性
で
、
雲
や
風
に
心
が
誘
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

11
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つ
べ
し
」
と
あ
る
。
新
式
の
連
歌
な
ら
、
秋
季
は
三
句
以
上
連
続
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
春
季
も

同
じ
）
。
以
降
、
本
百
韻
に
は
、
第
一
七
～
一
八
句
、
第
二
七
～
二
八
句
、
第
四
三
～
四
四
句
、

第
四
六
～
四
七
句
、
第
五
六
～
五
七
句
、
第
六
三
～
六
四
句
、
第
九
六
～
九
七
句
の
七
か
所
で
同

様
の
例
が
存
在
す
る
が
、
一
々
に
指
摘
し
な
い
。

　
　
　
　
　

海
士
も
や
は
波
の
枕
は
や
す
か
ら
む

　
　

10　

芦
辺
に
鴨
の
霜
は
ら
ふ
声

《
解 

釈
》
冬
の
夜
の
海
辺
。
汀
の
芦
の
群
生
し
て
い
る
辺
り
か
ら
鴨
の
鳴
き
声
が
す
る
。
あ
れ
は
、

寒
さ
に
目
を
覚
ま
し
、
羽
に
置
か
れ
た
霜
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
夜
は
、
波

の
枕
に
臥
し
馴
れ
て
い
る
海
士
だ
っ
て
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

※ 

「
霜
」
に
「
下
」
利
か
し
て
「
下
人
」
と
賦
し
て
い
る
。
こ
こ
で
初
折
表
十
句
が
終
了
。
以
後
、

賦
物
を
と
る
必
要
は
な
い
。
な
お
、
こ
れ
以
降
、
第
一
一
～
二
四
句
は
初
折
裏
、
第
二
五
～
三
八

句
が
二
折
表
、
第
三
九
～
五
二
句
が
二
折
裏
、
第
五
三
～
六
六
句
が
三
折
表
、
第
六
七
～
八
〇
句

が
三
折
裏
、
第
八
一
～
九
四
句
が
名
残
表
で
、
第
九
五
句
か
ら
挙
句
ま
で
の
六
句
が
名
残
裏
の
句

と
な
る
。
以
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
々
指
摘
し
な
い
。

　
　
　
　
　

芦
辺
に
鴨
の
霜
は
ら
ふ
声

　
　

11　

し
づ
か
な
る
流
れ
を
寒
み
日
は
暮
れ
て

《
解 

釈
》
寒
い
冬
の
日
。
日
が
暮
れ
る
に
つ
れ
て
気
温
は
さ
ら
に
下
が
る
。
水
の
流
れ
る
音
が
静
か

に
な
っ
た
の
は
、
凍
り
は
じ
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
芦
の
群
生
し
て
い
る
辺
り
か
ら
鴨
の
鳴
く
声

が
す
る
。
あ
れ
は
寒
さ
に
目
を
覚
ま
し
、
羽
に
置
か
れ
た
霜
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

※ 

第
九
句
以
降
、
水
辺
が
三
句
連
続
す
る
。
従
っ
て
、
体
用
の
沙
汰
が
必
要
で
あ
る
が
、
第
一
一
句

の
「
流
れ
」
は
「
体
用
の
外
」
な
の
で
、
問
題
は
な
い
。
「
本
式
」
に
お
い
て
「
体
用
の
外
」
と

い
う
範
疇
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
当
時
、
宗
祇
が
そ
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

し
づ
か
な
る
流
れ
を
寒
み
日
は
暮
れ
て

　
　

12　

浮
か
べ
る
雲
の
空
の
は
か
な
さ

《
解 

釈
》
寒
い
冬
の
日
。
日
が
暮
れ
る
に
つ
れ
て
、
気
温
は
さ
ら
に
下
が
る
。
水
の
流
れ
る
音
が
静

か
に
な
っ
た
の
は
、
凍
り
は
じ
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
浮
雲
の
行
く
の
が
見
え
る
。
間
も
な
く
、

空
の
彼
方
に
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

※ 

「
流
る
」
に
「
雲
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
沢
に
ぞ
山
の
か
げ
も
流
る
ゝ
／
尾
上
よ
り
さ
ま
よ
ふ
雲

の
末
は
れ
て
」
（
美
濃
千
句
・
第
四
「
何
路
」
九
六
／
九
七
）
な
ど
。
ま
た
「
暮
る
」
に
「
空
」

が
寄
合
。
例
は
「
秋
の
日
は
時
雨
ふ
る
間
に
暮
れ
は
て
ゝ
／
空
冴
え
わ
た
る
初
雪
の
頃
」
（
顕
証

院
会
千
句
・
第
一
「
何
船
」
七
／
八
）
な
ど
。
共
に
、
所
謂
「
体
付
」
で
あ
る
。

※ 

前
句
と
付
句
と
の
間
に
論
理
的
関
係
は
全
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
気
温
が
急
激
に
低
下
す
る
の

は
寒
冷
前
線
の
通
過
時
の
現
象
。
従
っ
て
、
空
の
雲
の
移
動
は
速
い
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
人
々

に
は
体
験
的
に
納
得
で
き
る
付
合
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

浮
か
べ
る
雲
の
空
の
は
か
な
さ

　
　

13　

行
き
と
ま
る
か
ぎ
り
は
誰
も
し
ら
ぬ
身
に

《
解 

釈
》
空
に
浮
か
ん
で
い
る
雲
。
一
時
的
に
空
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
が
て
ど
こ
か

に
は
か
な
く
消
え
て
行
く
。
そ
の
消
え
て
い
っ
た
雲
が
最
後
に
行
き
つ
く
果
て
は
ど
こ
か
、
誰

も
知
ら
な
い
。
人
間
も
雲
と
同
じ
。
こ
の
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
は
か
な

く
一
時
的
な
も
の
。
そ
の
行
き
つ
く
果
て
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

※ 

「
行
雲
流
水
」
な
ど
と
い
う
成
語
が
あ
る
よ
う
に
、
「
雲
」
に
「
行
く
」
が
寄
合
。
例
は
「
分
け

入
る
方
の
雲
の
奥
山
／
三
吉
野
や
行
く
も
か
へ
る
も
花
の
宿
」（
嘉
吉
元
年
二
月
二
十
六
日
「
何
人
」

三
四
／
三
五
）
な
ど
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
所
謂
「
用
付
」
だ
か
ら
、
後
の
連
歌
で
は
好
ま
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

行
き
と
ま
る
か
ぎ
り
は
誰
も
し
ら
ぬ
身
に

　
　

14　

遠
く
契
る
な
年
月
の
す
ゑ

《
解 

釈
》
年
や
月
が
終
わ
り
に
な
っ
て
も
、
す
ぐ
次
の
日
に
、
次
の
年
・
次
の
月
と
な
る
。
年
月
の

行
き
止
ま
り
に
な
る
時
は
、
誰
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
時
間
は
永
遠
で
、
人
は
い
つ
か
死
ぬ
。

だ
か
ら
、
「
い
つ
ま
で
も
」
な
ど
と
約
束
す
る
の
は
無
意
味
な
こ
と
な
の
だ
。

　
　
　
　
　

遠
く
契
る
な
年
月
の
す
ゑ

　
　

15　

今
来
む
を
聞
か
ば
遅
き
も
い
か
ゞ
せ
む

《
解 

釈
》「
こ
の
年
末
」
と
か
「
こ
の
月
末
」
と
か
い
う
約
束
だ
っ
た
の
で
、
ま
だ
先
の
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
た
時
、
そ
の
人
か
ら
突
然
「
直
ぐ
に
行
き
ま
す
」
な
ど
と
言
っ
て
き
た
ら
、ど
う
し
よ
う
か
。

用
意
も
何
も
、
全
て
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
約
束
の
日
に
ち
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま

り
先
に
設
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

※ 

宗
祇
の
独
吟
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
「
謂
は
れ
ざ
る
句
」
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
私
に
は
、
こ

の
付
合
の
前
句
と
付
句
を
う
ま
く
論
理
的
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
で

も
正
し
い
と
思
え
な
い
ま
ま
無
理
や
り
解
釈
し
て
、
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。
如
何
。

　
　
　
　
　

今
来
む
を
聞
か
ば
遅
き
も
い
か
ゞ
せ
む

　
　

16　

ゆ
か
り
に
さ
へ
ぞ
思
ひ
う
か
る
ゝ

《
解 

釈
》
も
し
、
あ
の
人
の
所
へ
行
っ
て
「
直
ぐ
に
来
ま
す
よ
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
の
に
、
本
人
が

い
つ
ま
で
も
出
て
来
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
よ
う
か
。
そ
ん
な
時
に
、
あ
の
人
に
ゆ
か
り
の
人

が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
ら
、
そ
の
人
に
ま
で
も
浮
か
れ
た
気
持
ち
が
起
こ
り
そ
う
だ
。

※ 
『
源
氏
物
語
』
空
蝉
巻
の
、
空
蝉
に
待
ち
ぼ
う
け
を
食
わ
さ
れ
た
源
氏
が
軒
端
荻
と
情
を
交
わ
す

シ
ー
ン
を
念
頭
に
お
い
た
付
合
か
と
考
え
右
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
自
信
は
な
い
。
如
何
。

　
　
　
　
　

ゆ
か
り
に
さ
へ
ぞ
思
ひ
う
か
る
ゝ

　
　

17　

花
ち
ら
す
風
も
よ
わ
る
は
憂
き
も
の
を

《
解 

釈
》
春
風
が
暖
か
く
吹
き
、
花
の
木
の
芽
を
膨
ら
ま
せ
は
じ
め
て
い
る
。
開
花
は
い
つ
ご
ろ
だ

ろ
う
か
と
心
が
浮
か
れ
る
。
風
は
花
を
散
ら
す
も
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
花
が
咲
い
た
後
の
話
。

今
は
暖
か
い
風
が
吹
き
弱
る
の
は
、
開
花
が
遅
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
る
の
だ
。

※ 

前
句
の
「
ゆ
か
り
」
を
解
釈
の
中
で
う
ま
く
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
花
を
咲
か

12
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「
涙
」
「
船
」
「
竹
」
「
煙
」
も
十
句
去
。
『
連
歌
本
式
』
に
「
月
・
花
・
松
・
夢
・
涙
・
船
・
竹
・
煙
、

各
十
句
可
去
」
と
見
え
る
。
以
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
々
指
摘
し
な
い
。

※ 
『
宇
良
葉
』
に
入
集
（
七
）
。
ま
た
『
自
然
斎
発
句
』
に
入
集
（
一
六
）
。

　
　
　
　
　

ひ
か
じ
今
日
松
の
思
は
む
老
の
春

　
　

02　

梅
か
を
る
野
の
若
菜
つ
む
頃

《
解 

釈
》
初
子
の
日
の
野
辺
。
梅
の
香
り
が
漂
っ
て
い
る
。
人
々
は
野
辺
に
出
て
若
菜
を
摘
み
、
小

松
を
引
く
が
、
私
は
気
が
進
ま
な
い
。
今
さ
ら
若
返
り
た
い
と
思
う
よ
う
な
年
齢
で
は
な
い
。

松
だ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

※
「
若
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※ 

「
春
」
に
対
し
て
「
梅
」
も
「
若
菜
」
も
寄
合
。
た
だ
し
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
寄
合
を
一
々
指
摘
し

て
は
キ
リ
が
な
い
。
以
下
、
寄
合
の
指
摘
は
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
に
限
定
す
る
。

※ 

「
松
を
引
く
」
と
「
若
菜
」
と
が
寄
合
。
先
例
は
「
野
に
出
で
ゆ
く
は
若
菜
つ
む
ら
む
／
う
ち
む

れ
て
引
く
や
小
松
の
初
子
日
」
（
文
安
月
千
句
・
第
二
「
何
船
」
三
六
／
三
七
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

梅
か
を
る
野
の
若
菜
つ
む
頃

　
　

03　

山
ぎ
は
の
沢
水
遠
く
雪
き
え
て

《
解 

釈
》
梅
の
香
り
が
漂
う
野
辺
、
若
菜
を
摘
む
人
の
姿
が
見
え
る
。
山
に
残
っ
て
い
た
雪
も
消
え
、

山
際
の
沢
か
ら
出
た
水
の
流
れ
が
、
野
を
経
て
、
一
筋
遠
く
続
い
て
い
る
の
が
見
渡
さ
れ
る
。

※
「
山
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※ 

山
の
雪
が
融
け
水
量
が
増
加
し
、
山
際
の
沢
か
ら
流
れ
出
る
と
、
言
外
に
理
屈
を
利
か
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

山
ぎ
は
の
沢
水
遠
く
雪
き
え
て

　
　

04　

暮
る
ゝ
や
煙
む
か
ひ
な
る
里

《
解
釈
》
山
に
残
っ
て
い
た
雪
も
消
え
、
そ
の
水
が
山
際
の
沢
か
ら
出
て
、
一
筋
の
流
れ
と
な
っ
て

続
い
て
い
る
野
を
行
く
。
日
も
暮
れ
は
じ
め
た
よ
う
だ
。
夕
餉
の
準
備
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

向
こ
う
の
里
に
、
煙
の
立
ち
昇
っ
て
い
る
の
が
見
わ
た
さ
れ
る
。

※
「
里
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

暮
る
ゝ
や
煙
む
か
ひ
な
る
里

　
　

05　

誰
が
す
む
を
我
が
宿
り
と
や
い
そ
ぐ
ら
む

《
解 

釈
》
旅
の
道
。
日
も
暮
れ
は
じ
め
た
。
向
こ
う
の
里
に
夕
餉
の
煙
の
立
ち
昇
っ
て
い
る
の
が
見

え
る
。
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
た
ら
、
野
宿
す
る
ハ
メ
に
な
り
そ
う
だ
。
ど
ん
な
人
が
住
ん
で
い
る

所
か
わ
か
ら
な
い
が
、
今
夜
は
、
あ
の
里
に
宿
り
を
と
る
よ
り
仕
方
あ
る
ま
い
。

※
「
誰
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※ 

発
句
か
ら
春
季
が
連
続
し
て
四
句
詠
ま
れ
て
き
た
が
、こ
こ
で
切
れ
る
。
『
連
歌
本
式
』
に
は
「
季

は
五
句
去
。
但
し
、
此
う
ち
他
の
季
な
く
ば
、
二
十
句
へ
だ
て
ゝ
も
、
同
季
は
な
ら
ず
」
と
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
当
分
、
他
季
の
句
が
出
な
い
か
ぎ
り
、
春
季
の
句
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　

誰
が
す
む
を
我
が
宿
り
と
や
い
そ
ぐ
ら
む

　
　

06　

心
の
あ
る
は
旅
に
見
ま
ほ
し

《
解 

釈
》
日
も
暮
れ
は
じ
め
た
。
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
た
ら
野
宿
す
る
ハ
メ
に
な
り
そ
う
だ
。
と
に
か

く
宿
れ
そ
う
な
所
が
あ
っ
た
ら
、
そ
こ
に
泊
め
て
も
ら
う
よ
り
仕
方
あ
る
ま
い
。
ど
ん
な
人
の

住
ま
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
人
が
「
心
あ
る
」
人
で
あ
れ
ば
い
い
の
だ
け
れ
ど
。

※
「
旅
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

心
の
あ
る
は
旅
に
見
ま
ほ
し

　
　

07　

姨
捨
や
仮
寝
を
月
に
な
ぐ
さ
め
て

《
解 

釈
》
姨
捨
山
の
仮
寝
。
美
し
い
月
を
眺
め
て
い
る
と
、
何
か
心
が
慰
め
ら
れ
る
。
一
人
旅
を
続

け
る
私
の
寂
し
さ
・
辛
さ
を
知
っ
て
く
れ
る
人
な
ど
い
る
は
ず
は
な
い
が
、
あ
の
月
だ
け
は
、

そ
れ
を
知
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
月
と
、
ま
た
出
会
い
た
い
も
の
だ
。

※
「
月
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※ 

「
姨
捨
」
は
信
濃
国
の
名
所
。
長
野
県
千
曲
市
、
Ｊ
Ｒ
姨
捨
駅
北
東
部
一
帯
。
第
七
句
で
名
所
が

出
さ
れ
て
い
る
。
「
新
式
」
の
連
歌
な
ら
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
が
、
『
連
歌
本
式
』
に
「
面
に
名
所

を
す
べ
し
」
云
々
と
見
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
面
」
と
は
、
初
折
表
の
こ
と
で
あ
る
。

※ 

「
月
」
は
「
新
式
」
で
は
七
句
去
物
だ
が
、
「
本
式
」
で
は
十
句
去
（
発
句
参
照
）
。
本
百
韻
に
お

い
て
「
月
」
は
、
第
七
・
二
〇
・
三
三
・
四
七
・
五
八
・
七
二
・
九
〇
句
の
七
か
所
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
、

間
隔
は
全
て
十
句
以
上
で
あ
る
（
第
一
四
句
は
月
次
の
「
月
」
で
対
象
外
）
。

※ 

付
句
の
仕
立
は
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
科
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を
み
て
」
（
古
今
・
一
七

‐
八
七
八
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
に
依
拠
す
る
。
『
大
和
物
語
』
の
姨
捨
山
説
話
で
有
名
。

※ 

前
句
の
「
心
の
あ
る
は
」
は
、
先
の
付
合
で
は
人
間
。
こ
の
付
合
で
は
「
月
」
の
こ
と
と
な
る
。
「
花

鳥
風
月
、
悉
皆
有
情
」
が
宗
祇
の
世
界
。
全
て
が
擬
人
化
さ
れ
る
。
以
下
頻
出
す
る
。

　
　
　
　
　

姨
捨
や
仮
寝
を
月
に
な
ぐ
さ
め
て

　
　

08　

衣
う
つ
夜
の
風
な
し
を
り
そ

《
解 

釈
》
姨
捨
山
の
仮
寝
。
美
し
い
月
を
眺
め
て
い
る
と
、
旅
の
つ
ら
さ
も
、
何
か
慰
め
ら
れ
た
気

持
ち
に
な
る
。
秋
風
が
身
に
し
み
る
。
そ
の
風
に
の
っ
て
、
近
く
の
里
で
衣
を
打
つ
音
が
聞
こ

え
て
来
る
。
風
よ
、
ど
う
か
私
に
こ
れ
以
上
つ
ら
く
当
た
ら
な
い
で
く
れ
。

※
「
夜
」
に
「
世
」
を
利
か
し
て
「
世
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※ 

「
姨
捨
」
に
「
衣
う
つ
」
が
寄
合
。
例
は
「
姨
捨
山
の
秋
の
仮
ぶ
し
／
衣
う
つ
音
さ
へ
旅
の
恨
み

に
て
」
（
延
徳
四
年
六
月
一
日
「
何
路
」
八
二
／
八
三
）
な
ど
。
「
更
科
や
夜
わ
た
る
月
の
里
人
も

な
ぐ
さ
め
か
ね
て
衣
う
つ
な
り
」
（
続
古
今
・
五
‐
四
七
三
、
順
徳
院
御
歌
）
が
有
名
。

　
　
　
　
　

衣
う
つ
夜
の
風
な
し
を
り
そ

　
　

09　

海
士
も
や
は
波
の
枕
は
や
す
か
ら
む

《
解 

釈
》
海
辺
で
の
旅
宿
。
波
の
音
に
ま
じ
っ
て
、
近
く
の
里
で
衣
を
打
つ
声
が
風
に
の
っ
て
聞
こ

え
て
来
る
。
こ
ん
な
寂
し
い
夜
は
、
波
の
枕
に
臥
し
な
れ
た
海
士
の
身
で
あ
っ
て
も
、
安
ら
か

に
眠
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
風
よ
、
ど
う
か
こ
れ
以
上
つ
ら
く
当
た
ら
な
い
で
く
れ
。

※
「
海
士
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※ 

秋
季
が
第
七
～
八
句
の
二
句
で
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
『
連
歌
本
式
』
に
は
「
季
は
二
句
に
て
も
す

13
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宗祇独吟「本式連歌百韻」注解



宗
祇
連
歌
中
、
後
期
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
明
応
五
年
正
月
九
日
「
本
式
何
人
百
韻
」
に
対

し
、
現
在
の
研
究
レ
ベ
ル
に
則
っ
た
新
た
な
注
解
を
施
す
。

　

本
稿
が
取
り
扱
う
連
歌
は
、
宗
祇
が
明
応
五
年
正
月
九
日
に
独
吟
し
た
と
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。

通
常
の
連
歌
が
「
新
式
」
に
則
っ
て
詠
ま
れ
る
の
に
対
し
、
「
本
式
」
に
則
っ
て
詠
ま
れ
た
特
殊
な

作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
〇
句
が
自
撰
句
集
『
老
葉
』
『
宇
良
葉
』
に
収
載
さ
れ
て
お
り
、
宗

祇
晩
年
の
代
表
作
の
一
つ
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
今
日
の

研
究
レ
ベ
ル
に
則
し
た
注
解
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
様
の
試
み
が
伊
藤
伸

江
氏
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
（
（
『
宇
良
葉
』
所
収
『
本
式
連
歌
』
訳
注
（
一
）
：
愛
知
県

立
大
学
『
説
林
』
第
七
二
号
、
令
和
六
年
、
以
下
継
続
）
、
互
い
に
補
い
あ
う
所
の
あ
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
紙
幅
の
都
合
で
具
体
的
に
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
点
は
多
い
。
お
断
わ
り
と
感
謝
を
申
し
述
べ
る
次
第
で
あ
る
。

　

テ
キ
ス
ト
は
、
続
群
書
類
従
本
を
基
礎
と
し
、
諸
本
と
校
合
し
て
、
仕
立
・
付
合
・
去
嫌
の
面
で

も
っ
と
も
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
私
に
設
定
し
て
用
い
た
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、

そ
の
設
定
の
過
程
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
寄
合

の
指
摘
も
連
歌
の
注
解
で
は
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
必
要
と
思
わ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
た
。
去
嫌

に
つ
い
て
は
、
末
尾
に
一
覧
表
の
形
で
示
す
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
連
歌
去
嫌

の
総
合
的
再
検
討
」
（
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
「
研
究
紀
要
」
第
五
二
号
）
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
ネ
ッ
ト
上
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
覧
表
の
「
凡
例
」
も
、
そ
こ
に
譲
る
。
そ
こ
で
解

説
し
て
い
る
の
は
所
謂
「
新
式
」
に
則
っ
た
連
歌
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
作
品
は
「
本
式
」
に

則
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
で
相
違
す
る
所
は
「
群
書
類
従
」
巻
三
〇
六
『
連
歌
本
式
』
に
具
体

的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
各
点
、
了
解
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　

明
応
五
年
正
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　

賦
何
人
連
歌

　
　

01　

ひ
か
じ
今
日
松
の
思
は
む
老
の
春

《
解 

釈
》
今
日
は
初
子
の
日
。
人
々
は
野
辺
に
出
て
小
松
を
引
く
が
、
私
は
気
が
す
す
ま
な
い
。
今

さ
ら
若
返
り
た
い
と
思
う
年
齢
で
は
な
い
。
松
だ
っ
て
、
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

※ 
賦
物
は
「
何
人
」
。
「
老
」
に
よ
っ
て
「
老
人
」
と
賦
さ
れ
る
。
「
新
式
」
で
あ
れ
ば
、
賦
物
が
と

ら
れ
る
の
は
発
句
の
み
で
あ
る
が
、
群
書
類
従
本
『
連
歌
本
式
』
に
は
「
面
十
句
、
毎
句
、
発
句

の
賦
物
に
合
せ
て
す
べ
し
」
と
あ
り
、
以
後
、
第
十
句
ま
で
賦
物
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

※ 

松
は
千
年
の
齢
を
保
つ
と
言
わ
れ
て
い
た
。
小
松
に
は
そ
の
生
命
力
が
籠
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

を
根
ご
と
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
体
内
に
と
り
こ
も
う
と
す
る
行
為
。
「
引
き
て
み
る
子
日

の
松
は
程
な
き
を
い
か
で
籠
れ
る
千
代
に
か
あ
る
ら
む
」
（
拾
遺
・
一
六
‐
一
二
〇
三
、
恵
慶
法
師
）

が
解
り
や
す
い
。
明
応
五
年
の
初
子
の
日
は
正
月
九
日
、
宗
祇
は
七
十
六
歳
で
あ
る
。

※ 

「
松
」
は
「
新
式
」
で
は
七
句
去
物
で
あ
る
が
、「
本
式
」
で
は
十
句
去
で
あ
る
。
「
月
」「
花
」「
夢
」

宗
祇
独
吟
「
本
式
連
歌
百
韻
」
注
解

勢 

田　

勝 

郭
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