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『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
雨
天
の
叙
景

― 

天
禄
三
年
二
月
・
閏
二
月
記
事
群
と
『
千
載
佳
句
』
と
の
関
連
を
通
し
て 

―
岩
　
㟢
　
静
　
香

一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、『
蜻
蛉
日
記
』（
以
下
『
蜻
蛉
』
と
も
）
下
巻
の
天
禄
三
年
二
月
・

閏
二
月
記
事
群
の
雨
天
の
叙
景
に
着
目
し
、
同
作
品
内
お
よ
び
他
作
品
と
の
叙

景
表
現
の
比
較
や
、平
安
朝
に
お
け
る
漢
詩
受
容
の
あ
り
様
の
検
証
を
通
し
て
、

当
該
記
事
群
の
叙
景
表
現
の
特
異
性
・
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

漢
詩
句
の
取
り
込
み
の
具
体
相
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
「
嘆
つ
ゝ
独
寝
る
夜
の
あ
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
物
と
か
は
知
る
」
は
、

道
綱
母
詠
と
し
て
著
名
な
一
首
で
あ
る
。『
大
鏡
』に
も
採
ら
れ
、道
綱
母
は「
き

は
め
た
る
和
歌
の
上
手
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
が
歌
人
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
く
、そ
の
「
和
歌
の
上
手
」
に
よ
っ

て
記
さ
れ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
価
値
が
、
地
の
文
に
お
け
る
引
歌
に
よ
っ
て
表

現
上
の
飛
躍
的
な
進
歩
を
も
た
ら
し
た
点
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
行
諸
氏

の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、「
歌
語
で
も
あ

り
引
歌
提
示
部
分
に
も
な
る
物
象
叙
述
が
、
風
景
を
か
た
ど
る
言
葉
と
し
て
機

能
し
、
他
の
語
句
と
有
機
的
に
ひ
び
き
あ
っ
て
独
自
な
文
脈
を
形
成
し
よ
う
と

す
る
」
こ
と
を
論
じ
、『
蜻
蛉
』
に
お
い
て
は
引
歌
が
独
自
な
文
脈
形
成
に
積

極
的
に
関
わ
っ
て
お
り
、
仮
名
散
文
の
新
た
な
方
向
を
拓
い
た
と
述
べ
る（

１
）。

秋

山
虔
氏
は
、「
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
、
和
歌
の
こ
と
ば
に
吸
引
さ
れ
て
作
者
の
内

部
経
験
が
意
識
化
さ
れ
る
、
と
同
時
に
そ
の
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
、
和
歌
の
こ
と

ば
に
新
た
な
る
意
味
を
再
生
産
し
て
文
脈
の
展
開
す
る
場
が
形
成
さ
れ
る
」
も

の
と
し
て
「
地
の
文
に
融
合
す
る
引
歌
表
現
」
を
捉
え
、
一
つ
の
様
式
と
し
て

『
源
氏
物
語
』
の
文
章
に
完
熟
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
表
現
史
的
位
置

づ
け
を
深
く
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く（

２
）。

　

一
方
で
、『
蜻
蛉
』
に
お
い
て
は
、
漢
詩
文
の
取
り
込
み
も
散
見
す
る
。
例

え
ば
、
天
禄
三
年
閏
二
月
の
記
事
群
中
に
、「
八
日
、
雨
降
る
。
夜
は
石
の
上

の
苔
苦
し
げ
に
聞
こ
え
た
り
。」と
あ
る
。
こ
れ
は
傅
温
の「
夜
雨
偸
穿
石
上
苔
」

に
依
拠
し
た
表
現（

３
）で

あ
る
。
漢
詩
句
の
和
文
化
は
、
引
歌
に
よ
っ
て
新
た
な
表

現
形
式
を
獲
得
し
た
作
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
明
確
な
志
向
性
を
持
っ
た
叙
述
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
否
か
を
論
証

す
る
過
程
で
、
道
綱
母
の
散
文
叙
述
者
と
し
て
の
意
識
に
迫
り
、
そ
の
表
現
史

的
価
値
を
再
考
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二
　『
蜻
蛉
日
記
』
雨
天
の
叙
景
の
変
容

　
『
蜻
蛉
』
の
叙
景
表
現
を
み
る
と
、
雨
天
の
叙
述
が
多
い
。
伊
藤
博
氏
に
よ

る
自
然
に
関
す
る
叙
述
の
分
類（

４
）を

参
考
に
、次
に
示
す
ａ
～
ｄ
の
項
目
を
立
て
、

『
蜻
蛉
』
に
お
け
る
雨
天
の
叙
述
を
機
能
に
応
じ
て
分
類
し
た
。
た
だ
し
、
本

稿
に
て
論
究
す
る
の
は
語
り
手
と
し
て
の
雨
天
の
叙
述
の
仕
方
で
あ
る
た
め
、
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会
話
文
中
や
歌
中
の
「
雨
」、「
涙
の
雨
」
と
い
っ
た
比
喩
、
ま
た
、
巻
末
歌
集

に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。

　
　
　
ａ　

歌
の
題
材
と
し
て
の
雨

　
　
　

ｂ　

天
候
の
記
録
に
留
ま
る
雨

　
　
　
ｃ　

具
体
的
な
出
来
事
や
記
憶
を
伴
う
雨

　
　
　
　
　
　

⑴
作
中
人
物
の
言
動
を
規
定
す
る
雨

　
　
　
　
　
　

⑵
出
来
事
時
点
の
背
景
に
留
ま
る
雨

　
　
　

ｄ　

具
体
的
人
事
か
ら
切
り
離
さ
れ
断
片
化
し
た
雨

　

次
に
引
く
の
は
、
二
度
目
の
初
瀬
参
詣
の
一
場
面
で
、
ｃ
⑴
の
例
で
あ
る
。

　
　

�　

そ
れ
よ
り
立
つ
ほ
ど
に
、
雨
風
い
み
じ
く
降
り
ふ
ぶ
く
。
三
笠
山
を
さ

し
て
ゆ
く
か
ひ
も
な
く
、
ぬ
れ
ま
ど
ふ
人
多
か
り
。
か
ら
う
し
て
、
ま
う

で
着
き
て
、
御
幣
奉
り
て
、
初
瀬
ざ
ま
に
お
も
む
く
。
…
…
〈
中
略
〉

…
…
い
み
じ
き
雨
い
や
ま
さ
り
な
れ
ば
、
い
ふ
か
ひ
も
な
し
。

　
　

�　

か
ら
う
し
て
、
椿
市
に
い
た
り
て
、
例
の
ご
と
、
と
か
く
し
て
出
で
立

つ
ほ
ど
に
、
日
も
暮
れ
は
て
ぬ
。
雨
や
風
、
な
ほ
や
ま
ず
、
火
と
も
し
た

れ
ど
、
吹
き
消
ち
て
、
い
み
じ
く
暗
け
れ
ば
、
夢
の
路
の
こ
こ
ち
し
て
、

い
と
ゆ
ゆ
し
く
、
い
か
な
る
に
か
と
ま
で
思
ひ
ま
ど
ふ
。�
（
中
巻
）

　

こ
こ
で
は
、「
雨
」
が
具
体
的
な
経
験
の
中
に
描
か
れ
て
お
り
、
人
物
の
言

動
に
作
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雨
が
人
物
た
ち
の
可
視
的
な
言
動
を
引

き
起
こ
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
ま
た
、
具
体
的
な
過
去
の
記
憶
を
呼
び

起
こ
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ｃ
⑴
と
し
た
。

　
　

�

ま
し
て
、
こ
れ
よ
り
は
、
な
に
せ
む
に
か
は
、
あ
や
し
と
も
も
の
せ
む
と

思
ひ
つ
つ
、
暮
ら
し
明
か
し
て
、
格
子
な
ど
あ
ぐ
る
に
、
見
出
し
た
れ
ば
、

夜
、
雨
の
降
り
け
る
気
色
に
て
、
木
ど
も
露
か
か
り
た
り
。
見
る
ま
ま
に

お
ぼ
ゆ
る
や
う
、

　
　

�　
　

�

夜
の
う
ち
は
ま
つ
に
も
露
は
か
か
り
け
り
明
く
れ
ば
消
ゆ
る
も
の
を

こ
そ
思
へ�

（
中
巻
）

　

こ
れ
は
ａ
の
例
で
あ
る
。
作
者
が
作
中
人
物
で
も
あ
る
『
蜻
蛉
』
に
お
い
て

は
、
独
詠
が
作
中
人
物
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
か
語
り
手
と
し
て
の
叙
述
で
あ

る
か
断
定
で
き
な
い
た
め
、
ｃ
⑴
と
は
別
に
ａ
の
項
目
を
立
て
た
。
作
者
の
独

詠
に
つ
な
が
る
「
雨
」
に
つ
い
て
は
、
自
詠
か
引
歌
か
を
問
わ
ず
ａ
と
分
類
す

る
。
一
方
で
、「
雨
」
を
題
材
と
す
る
詠
歌
を
媒
介
に
し
て
他
者
と
の
や
り
と

り
が
成
立
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ｃ
⑴
・
ａ
双
方
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
す

る
。『
蜻
蛉
』
に
お
い
て
、「
雨
」
の
主
た
る
機
能
は
ｃ
⑴
と
ａ
で
あ
る
。
こ
と

さ
ら
に
雨
天
を
一
場
面
の
光
景
と
し
て
描
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
雨
ゆ
え
の
出

来
事
が
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
し
、
歌
才
を
高
く
評
価
さ
れ
た
作
者
が

「
雨
」
と
い
う
風
物
を
題
材
と
し
た
歌
を
記
す
こ
と
も
な
ん
ら
不
自
然
で
は
な

い
。『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
雨
」
も
ま
た
、
同
様
の
機
能
を
果
た
す
。

　
『
蜻
蛉
』
以
前
に
成
立
し
た
『
土
佐
日
記
』（
以
下
『
土
佐
』）
の
「
雨
」
は
、

次
に
示
す
よ
う
に
、
天
候
の
記
録
と
し
て
機
能
す
る
の
み
で
あ
る
。
雨
そ
の
も

の
に
事
件
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
雨
に
起
因
す
る
具
体
的
な
出
来
事
と
言
え
る

ほ
ど
の
記
述
は
な
く
、
航
程
が
進
ん
だ
か
否
か
程
度
の
記
述
に
留
ま
る
。

　
　

�

十
二
日
。
雨
降
ら
ず
。
ふ
む
と
き
、
こ
れ
も
ち
が
船
の
遅
れ
た
り
し
、
奈

良
志
津
よ
り
室
津
に
来
ぬ
。
十
三
日
の
暁
に
、
い
さ
さ
か
雨
降
る
。
し
ば

し
あ
り
て
や
み
ぬ
。
…
…
〈
中
略
〉
…
…
十
四
日
。
暁
よ
り
雨
降
れ
ば
、

同
じ
と
こ
ろ
に
泊
ま
れ
り
。�

（『
土
佐
日
記
』）

　

考
察
の
は
じ
め
、
こ
の
『
土
佐
』
の
「
雨
」
の
よ
う
な
機
能
を
想
定
し
て
ｂ

の
項
目
を
立
て
た
が
、『
蜻
蛉
』
に
お
い
て
は
ど
う
も
認
め
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
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�　

十
七
日
、
雨
の
ど
や
か
に
降
る
に
、
方
塞
が
り
た
り
と
思
ふ
こ
と
も
あ

り
、
世
の
中
あ
は
れ
に
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
石
山
に
一
昨
年
詣
で

た
り
し
に
、
…
…�

（
下
巻
【
天
禄
三
年
二
月
】）

　
　

�　

十
六
日
、
雨
の
脚
い
と
心
細
し
。
明
く
れ
ば
、
こ
の
寝
る
ほ
ど
に
、
こ

ま
や
か
な
る
文
見
ゆ
。
…
…�

（
下
巻
【
天
禄
三
年
閏
二
月
】）

　

こ
れ
ら
は
降
雨
の
記
述
に
加
え
て
、
具
体
性
の
あ
る
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い

る
。
前
者
は
夢
解
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
後
者
は
兼
家
来
訪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
れ

ぞ
れ
後
に
続
く
。
だ
が
、「
雨
」
と
い
う
天
候
は
、
後
続
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の

明
確
な
関
連
を
持
た
ず
、
人
物
の
具
体
的
言
動
や
記
憶
に
直
接
働
き
か
け
る
も

の
で
は
な
い
。「
雨
」
そ
の
も
の
が
話
題
と
し
て
広
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
う

意
味
で
は
、『
土
佐
』
の
「
雨
」
に
最
も
近
い
と
言
え
る
。
だ
が
、「
の
ど
や
か
」

や
「
心
細
し
」
と
い
っ
た
精
神
的
感
性
に
よ
る
表
現
と
も
相
俟
っ
て
、
単
な
る

天
候
の
記
録
と
捉
え
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
さ
ら
に
特
異
な
も
の
と
し
て
本
稿

で
論
究
す
る
雨
天
の
叙
景
が
、
下
巻
に
見
え
る
次
の
五
例
で
あ
る
。

　

Ⅰ
【
天
禄
三
年　

二
月
一
日
】

　
　

�  

①�

明
く
れ
ば
二
月
に
も
な
り
ぬ
め
り
。
雨
い
と
の
ど
か
に
降
る
な
り
。
格

子
な
ど
あ
げ
つ
れ
ど
、
例
の
や
う
に
心
あ
わ
た
た
し
か
ら
ぬ
は
、
雨
の
す

る
な
め
り
。
さ
れ
ど
と
ま
る
か
た
は
思
ひ
か
け
ら
れ
ず
。
と
ば
か
り
あ
り

て
、「
を
の
こ
ど
も
は
ま
ゐ
り
に
た
り
や
」
な
ど
言
ひ
て
、
起
き
出
で
て
、

な
よ
よ
か
な
る
直
衣
、
し
を
れ
よ
い
ほ
ど
な
る
搔
練
の
袿
一
襲
垂
れ
な
が

ら
、
帯
ゆ
る
る
か
に
て
、
歩
み
出
づ
る
に
、
…
…
〈
中
略
〉
…
…
雨
皮
張

り
た
る
車
さ
し
寄
せ
、
を
の
こ
ど
も
か
る
ら
か
に
て
、
も
た
げ
た
れ
ば
、

は
ひ
乗
り
ぬ
め
り
。
下
簾
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
、
中
門
よ
り
引
き
出
で
て
、

さ
き
よ
い
ほ
ど
に
追
は
せ
て
あ
る
も
、
ね
た
げ
に
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。

　
　

�  

②�

日
ご
ろ
、
い
と
風
は
や
し
と
て
、
南
面
の
格
子
は
あ
げ
ぬ
を
今
日
、
か

う
て
見
出
だ
し
て
、
と
ば
か
り
あ
れ
ば
、
雨
よ
い
ほ
ど
に
の
ど
や
か
に
降

り
て
、
庭
う
ち
荒
れ
た
る
さ
ま
に
て
、
草
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
み
わ
た
り

に
け
り
。
あ
は
れ
と
見
え
た
り
。
昼
つ
か
た
、
か
へ
し
う
ち
吹
き
て
、
晴

る
る
顔
の
空
は
し
た
れ
ど
、
こ
こ
ち
あ
や
し
う
な
や
ま
し
う
て
暮
れ
は
つ

る
ま
で
、
な
が
め
暮
ら
し
つ
。

　

Ⅱ
【
同
年　

二
月
十
二
日
ご
ろ
】

　
　

�　

い
か
な
る
に
か
あ
り
け
む
、
こ
の
ご
ろ
の
日
、
照
り
み
曇
り
み
、
い
と

春
寒
き
年
と
お
ぼ
え
た
り
。
夜
は
月
明
し
。 

③�

十
二
日
、
雪
、
こ
ち
風
に

た
ぐ
ひ
て
、
散
り
ま
が
ふ
。
午
時
ば
か
り
よ
り
雨
に
な
り
て
、
し
づ
か
に

降
り
暮
ら
す
に
し
た
が
ひ
て
、
世
の
中
あ
は
れ
げ
な
り
。

　

Ⅲ
【
同
年　

二
月
下
旬
か
ら
閏
二
月
一
日
】

　
　

�　

こ
の
ご
ろ
、
空
の
気
色
な
ほ
り
た
ち
て
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
り
。

暖
か
に
も
あ
ら
ず
、
寒
く
も
あ
ら
ぬ
風
、
梅
に
た
ぐ
ひ
て
鶯
を
さ
そ
ふ
。

鶏
の
声
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
ご
う
聞
こ
え
た
り
。
屋
の
上
を
な
が
む
れ
ば
、

巣
く
ふ
雀
ど
も
、
瓦
の
下
を
出
で
入
り
さ
へ
づ
る
。
庭
の
草
、
氷
に
許
さ

れ
顔
な
り
。

　
　

�  

④�

閏
二
月
の
つ
い
た
ち
の
日
、
雨
の
ど
か
な
り
。
そ
れ
よ
り
後
天
晴
れ
た

り
。

　

Ⅳ
【
同
年　

閏
二
月
八
日
】

　
　
　

八
日
、
雨
降
る
。
夜
は
石
の
上
の
苔
苦
し
げ
に
聞
こ
え
た
り
。

　

Ｖ
【
同
年　

閏
二
月
下
旬
】

　
　

�

…
…
こ
の
ご
ろ
、
庭
も
は
だ
ら
に
花
降
り
し
き
て
、
海
と
も
な
り
な
む
と

見
え
た
り
。
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�　

今
日
は
二
十
七
日
、
雨
昨
日
の
夕
よ
り
降
り
、
風
残
り
の
花
を
払
ふ
。

　

Ⅰ
の
「
雨
」
の
み
が
、
作
中
人
物
で
あ
る
兼
家
に
働
き
か
け
て
お
り
、
Ⅱ
～

Ⅴ
は
、
雨
に
起
因
す
る
具
体
的
な
出
来
事
も
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
光
景
を

題
材
に
歌
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
伊
藤
氏
は
傍
線
部
③
や
④
を

単
な
る
天
候
の
記
録
と
し
て
分
類
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

５
）。

　
　

�「
単
な
る
天
候
の
記
録
」
が
…
…
〈
中
略
〉
…
…
下
巻
は
じ
め
の
天
禄
三

年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
四
か
月
間
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
は
月
日
が

こ
ま
か
く
記
述
さ
れ
て
い
る
期
間
で
あ
る
。
細
か
い
日
付
や
、
こ
の
「
単

な
る
天
候
の
記
録
」
は
、
漢
文
日
記
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
趣
で
、
い
わ

ば
習
慣
的
に
記
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
る
叙
述
方
法
で
あ
る
。

　

確
か
に
、こ
の
記
事
群
は
と
り
わ
け
日
次
の
形
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

む
し
ろ
、
日
次
の
形
で
記
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
こ
の
ご
ろ
」
や
「
日

ご
ろ
」
と
い
う
日
時
不
定
の
概
括
的
な
表
現
を
用
い
て
こ
と
さ
ら
に
叙
景
を
差

し
挟
む
の
で
あ
る
。
そ
の
作
者
の
意
図
が
、
単
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
な
い
と
い
う

空
白
を
埋
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
官
人
の
日
記
の
よ
う
に
実
録
す
る
こ
と
に

あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
新
た
に
ｄ
の
項
目
を
立
て
た
。

　

同
日
内
に
具
体
的
な
出
来
事
の
記
述
は
な
く
、
天
候
の
記
録
を
意
図
し
て
も

い
な
い
と
す
れ
ば
、通
常
、日
記
に
記
す
天
候
の
機
能
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
道
綱
母
と
い
う
一
人
の
作
中
人
物
の
心
情
を
記
し
た
と
も
、
過
去

に
見
た
光
景
を
回
想
し
て
写
実
的
に
描
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
読

者
が
心
中
に
光
景
を
思
い
描
く
効
果
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
場
面
の
背
景
は

存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
前
面
に
く
る
は
ず
の
登
場
人
物
が
い
な
い
よ

う
な
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
。
稿
者
の
分
類
項
目
の
「
具
体
的
人
事
か
ら
切
り
離

さ
れ
断
片
化
し
た
雨
」
と
は
、「《
作
者
》
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、《
過
去
の
事

実
や
実
在
と
し
て
の
道
綱
母
》
お
よ
び
《
作
中
人
物
た
ち
が
織
り
成
す
事
件
や

心
情
》
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、断
片
的
な
雨
天
の
叙
景
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

伊
藤
氏
は
当
該
記
事
群
に
つ
い
て
「
中
巻
か
ら
の
日
次
記
的
性
格
を
惰
性
的

に
受
け
つ
い
で
き
た
」
と
述
べ
る（

６
）一

方
で
、
中
・
下
巻
の
雨
の
叙
述
に
お
け
る

作
者
の
意
識
の
違
い
を
指
摘
し
て
も
い
る
。
氏
の
論（

７
）に

よ
れ
ば
、
特
に
中
巻
で

は
、
先
掲
の
「
夜
の
う
ち
は
」
の
独
詠
の
場
面
の
よ
う
に
、
雨
天
の
叙
述
は
道

綱
母
の
嘆
き
と
関
わ
り
を
持
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
下
巻
に
な
る
と
述

べ
方
に
い
く
ら
か
違
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雨
か
ら
涙
を
連
想
さ
せ
る

表
現
が
な
く
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
傍
線
部
①
②
④
を
挙
げ
、
加
え
て
、
Ⅳ

を
例
示
し
な
が
ら
、
中
巻
の
よ
う
な
悲
痛
な
る
独
白
述
懐
の
和
歌
が
な
く
な
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、
古
詩
を
ひ
い
た
述
べ
方
、
自
然
描
写
に
道
綱
母
の
余
裕
が

う
か
が
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
傍
線
部
③
に
つ
い
て
も
、「
中
巻
に
み
ら
れ

た
よ
う
な
、
道
綱
母
の
い
ら
だ
ち
・
嫉
妬
・
反
抗
・
苦
悩
・
悲
嘆
な
ど
は
う
か

が
え
な
い
」
と
す
る
。
こ
の
指
摘
と
関
連
し
て
、
先
に
挙
げ
た
二
月
十
七
日
・

閏
二
月
十
六
日
も
含
め
て
、
天
禄
三
年
二
月
・
閏
二
月
記
事
群
で
は
、
静
謐
さ

を
帯
び
た
「
雨
」
が
多
く
を
占
め
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。「
雨
」
が
「
の
ど

か
（
の
ど
や
か
）」
で
「
し
づ
か
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
道
綱
母
個
人
の

境
遇
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
心
情
の
変
化
に
起
因
す
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、『
蜻

蛉
』
の
雨
天
の
叙
景
は
、
当
該
記
事
群
を
中
心
に
変
容
し
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。で
は
、こ
の
よ
う
な
雨
天
の
叙
景
が
他
作
品
に
も
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
蜻
蛉
』
以
降
の
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』（
以
下
『
源
氏
』）
に
お
い
て
、

『
蜻
蛉
』
当
該
記
事
群
の
よ
う
な
雨
天
の
叙
景
を
探
っ
て
み
る
と
、「
雨
」
に
起

因
す
る
具
体
的
な
事
件
が
描
か
れ
る
ｃ
⑴
に
属
す
る
も
の
、ま
た
、「
雨
」に
よ
っ

て
人
物
た
ち
が
詩
情
を
催
し
、
詩
歌
を
詠
ず
る
と
い
う
場
面
も
あ
り
、
ｃ
⑴
の
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機
能
に
付
随
し
て
ａ
の
機
能
も
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、「
雨
」
が
必
ず
し
も

人
物
の
言
動
と
直
接
の
関
わ
り
を
持
つ
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
雨
」
が
人

物
の
言
動
を
規
定
す
る
の
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

　
　

�

雨
な
ど
降
り
て
し
め
や
か
な
る
夜
、
后
の
宮
に
参
り
た
ま
へ
り
。
御
前
の

ど
や
か
な
る
日
に
て
、
御
物
語
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、「
あ
や

し
き
山
里
に
、
年
ご
ろ
ま
か
り
通
ひ
見
た
ま
へ
し
を
、
…
…

�

（『
源
氏
物
語
』
手
習
）

　

こ
れ
は
、
薫
が
浮
舟
の
一
周
忌
（
実
際
は
亡
く
な
っ
て
い
な
い
）
を
過
ぎ
明

石
中
宮
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
の
導
入
部
で
、
ｃ
⑵
の
例
に
あ
た
る
。
浮
舟
を

失
っ
た
悲
愁
を
中
宮
に
語
る
が
、
薫
は
「
雨
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
中
宮
を

訪
ね
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
二
人
の
会
話
に
「
雨
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
。
天
候
の
記
録
と
い
う
機
能
が
存
在
し
な
い
『
源
氏
』
に
お
い
て
、
こ
の

「
雨
」
は
、明
確
な
意
図
を
持
つ
作
者
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
背
景
で
あ
る
。

「
し
め
や
か
な
る
夜
」
を
演
出
す
る
「
雨
」
は
、
物
語
の
背
景
と
し
て
、
薫
の

心
情
が
投
影
さ
れ
、『
蜻
蛉
』
Ⅱ
～
Ⅴ
の
よ
う
に
、《
作
中
人
物
た
ち
が
織
り
成

す
事
件
や
心
情
》か
ら
雨
天
の
叙
景
が
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

人
物
の
心
情
を
投
影
す
る
背
景
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
代
で
は
自
然
な

こ
と
だ
が
、『
源
氏
』
以
前
の
物
語
で
は
、こ
の
よ
う
な
「
雨
」
は
描
か
れ
な
い
。

歌
物
語
で
は
、
詠
歌
事
情
を
説
明
す
る
歌
語
り
の
中
に
「
雨
」
が
設
定
さ
れ
、

作
り
物
語
で
は
、
人
物
の
言
動
を
規
定
し
、
事
件
性
を
帯
び
た
具
体
的
な
場
面

を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
「
雨
」
は
機
能
す
る
。
つ
ま
り
、『
源
氏
』
以
前
の

物
語
の
「
雨
」
は
、ｃ
⑴
お
よ
び
ａ
の
機
能
の
範
疇
で
分
類
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
中
に
は
、『
蜻
蛉
』
や
『
源
氏
』
に
見
え
る
静
け
さ
を
帯
び
た
「
雨
」

は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。『
源
氏
』
で
は
、「
の
ど
か
」「
の
ど
や
か
」
の
他
、「
す

こ
し
」「
し
め
や
か
」「
し
め
る
」「
な
ご
り
」
な
ど
品
詞
的
に
も
多
様
な
語
句

に
よ
っ
て
、
雨
天
の
静
け
さ
が
演
出
さ
れ
る
。

　

本
節
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
蜻
蛉
』
で
は
、
雨
天
の
叙
述
が
非
常
に

多
く
、「
雨
」
だ
け
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
の
用
例
数
は
『
源
氏
』
以
上
、「
時

雨
」を
入
れ
て
同
数
程
度
で
あ
る
。
作
品
全
体
の
記
述
量
の
差
か
ら
み
る
と『
蜻

蛉
』
の
「
雨
」
の
頻
度
が
い
か
に
高
い
か
が
わ
か
る
。
多
く
の
雨
天
の
叙
述
を

通
し
て
道
綱
母
は
、
天
候
の
記
録
や
作
中
人
物
の
言
動
に
直
接
働
き
か
け
る
以

上
の
機
能
を
「
雨
」
に
見
出
し
、
新
た
な
叙
景
表
現
を
試
み
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
先
述
し
た
、「《
作
者
》
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、《
過
去
の
事
実
や
実
在

と
し
て
の
道
綱
母
》
お
よ
び
《
作
中
人
物
た
ち
が
織
り
成
す
事
件
や
心
情
》
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
、
断
片
的
な
雨
天
の
叙
景
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の

叙
景
は
ど
こ
か
ら
表
現
の
着
想
を
得
た
も
の
な
の
か
、次
節
で
探
究
し
て
い
く
。

三
　
漢
詩
句
を
取
り
入
れ
た
雨
天
の
叙
景

　

ま
ず
、
Ⅲ
（
第
二
節
提
示
。
以
下
、
Ⅰ
～
Ⅴ
に
つ
い
て
も
同
様
）
の
叙
景
に

つ
い
て
、
先
行
の
論
を
確
認
す
る
。
品
川
和
子
氏
が
そ
の
典
拠
を
整
理
し
て
い

る（
８
）。「

暖
か
に
も
あ
ら
ず
、
寒
く
も
あ
ら
ぬ
風
」
に
つ
い
て
は
、

　
　

不
明
不
暗
朧
々
月　

非
暖
非
寒
漫
々
風

�

（
白　

嘉
陵
夜
有
懐　
『
千
載
佳
句
』
春
夜
・
八
三
）

「
風
、
梅
に
た
ぐ
ひ
て
鶯
を
さ
そ
ふ
」
に
つ
い
て
は
、「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」

に
て
「
先
遣
和
風
報
消
息　

續
教
啼
鳥
説
來
由
」（
白　

春
生　
『
千
載
佳
句
』

早
春
・
九
）
を
句
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
紀
友
則
の
、

　
　

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る

�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
・
春
上
・
十
三
）
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「
庭
の
草
、
氷
に
許
さ
れ
顔
な
り
」
に
つ
い
て
は
、

　
　

樹
根
雪
盡
催
花
發　

池
畔
氷
消
放
草
生

�

（
白　

歎
春
風　
『
千
載
佳
句
』
早
春
・
一
三
）

を
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
と
し
て
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
次
の
両
句
に
つ
い
て
も
、
Ⅲ

の
叙
景
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
と
指
摘
す
る
。

　
　

度
臘
都
無
苦
霜
霰　

迎
春
先
有
好
風
光

�
（
白　

臘
後
歳
前　
『
千
載
佳
句
』
早
春
・
一
一
）

　
　

聲
早
鷄
先
知
夜
短　

色
濃
柳
最
占
春
多

�
（
白　

早
春　
『
千
載
佳
句
』
早
春
・
一
二
）

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
、『
千
載
佳
句
』
の
雨
詠
、
特
に
、
春
雨

詠
を
中
心
に
分
析
し
、『
蜻
蛉
』
天
禄
三
年
二
月
・
閏
二
月
記
事
群
の
雨
天
の

叙
景
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

⑴『
千
載
佳
句
』
の
雨
詠
に
つ
い
て

　
『
蜻
蛉
』
当
該
記
事
群
と
の
共
通
性
を
見
出
せ
る
か
検
証
す
べ
く
、ま
ず
、『
千

載
佳
句
』「
四
時
部
」
の
「
立
春
」
二
首
、「
早
春
」
二
八
首
、「
春
興
」
四
七
首
、

「
春
暁
」
三
首
、「
春
夜
」
八
首
、「
暮
春
」
二
〇
首
、「
送
春
」
九
首
の
計

一
一
七
首
の
う
ち
、「
雨
」
を
含
む
次
の
一
九
首
を
考
察
対
象
と
し
て
挙
げ
る
。

『
全
唐
詩
』
と
の
異
同
が
あ
る
部
分
を
二
重
傍
線
で
示
し
た（

９
）。

　
「
早
春
」
一
首

　
　

①
寒
雲
曉
散
千
峯
雪　

暖
雨
晴
開
一
逕
花
（
許
渾　

題
鄭
処
士　

二
二
）

　
「
春
興
」
九
首

　
　

②
沙
頭
雨
染
班
々
草　

水
面
風
駈
瑟
々
波
（
白　

早
春
詞　

四
一
）

　
　

③�

柳
絲
嫋
々
風
繰
出　

草
縷
茸
々
雨
剪
齊
（
白　

天
津
橋
北
馬
上
作　

四

四
）

　
　

④�

宿
雨
長
齊
隣
舍
柳　

晴
光
照
出
夾
城
花�（
白　

自
題
新
昌
弊
居　

四
七
）

　
　

⑤�

林
花

）
（1
（

着
雨
燕
脂
落　

水
荇
牽
風
翠
帶
長
（
杜
甫　

曲
江
遇
雨　

五
三
）

　
　

⑥�

長
樂
鐘
聲
花
外
盡　

龍
池
柳
色
雨
中
深
（
李
播　

無
題
或
餞
赴
闕
下
贈

閻
舍
人　

五
五
）

　
　

⑦�

細
雨
湿
衣
看
不
見　

閑
花
滿
地
落
無
聲�（
劉
長
卿　

送
厳
士
元　

五
八
）

　
　

⑧�

虹
横
布
水
臺
南
雨　

雁
返
鑪
峰
頂
北
霞
（
喩
鳬
継　

送
歐
陽
孝
廉
及
第

帰
彭
澤　

五
九
）

　
　

⑨�

雨
拂
靑
々
行
處
草　

煙
含
灼
々
望
中
花
（
陸
翬　

春
日　

六
〇
）

　
　

⑩�

雨
中
草
色
綠
堪
染　

水
上
桃
花
紅
欲
燃
（
王
維　

輞
川
別
業　

六
三
）

　
「
春
夜
」
二
首

　
　

⑪�

春
風
暗
剪
庭
前
樹　

夜
雨
偸
穿
石
上
苔
（
傅
温　

山
居　

八
五
）

　
　

⑫�

閑
臥
東
風
燈
漸
曉　

溪
南
花
氣
雨
中
來�（
喩
鳬
継　

渓
居
雨
夜　

八
七
）

　
「
暮
春
」
六
首

　
　

⑬�

殘
鶯
着
雨
慵
休
囀　

落
絮
無
風
凝
不
飛�（
白　

酬
李
二
十
侍
郎　

九
五
）

　
　

⑭�

两
岸
楊
花
風
作
雪　

一
池
荷
葉
雨
作
珠
（
陳
潤　

題
山
陰
朱
徴
君
隠
居���

九
七
）

　
　

⑮�

渭
水
橋
邊
春
已
渡　

灞
陵
原
上
雨
初
晴
（
恵
文
太
子　

同
李
士
懐
長
安���

一
〇
一
）

　
　

⑯�

櫻
桃
帶
雨
煙
脂
湿　

楊
柳
當
風
綠
線
低
（
劉
禹
錫　

題
裴
令
公
亭　

一

〇
二
）

　
　

⑰�
夾
岸
柳
絲
懸
細
雨　

繡
田
花
朶
弄
殘
春
（
杜
荀
鶴　

淮
陽
春
日　

一
〇

五
）

　
　

⑱�

風
吹
笋
籜
飄
紅
砌　

雨
打

）
（（
（

桐
花
盖
綠
莎
（
元　

和
楽
天
題
王
家
亭
子　
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一
〇
七
）

　
「
送
春
」
一
首

　
　

⑲
愁
囙
暮
雨
留
教
住　

春
被
殘
鶯
喚
遣
歸
（
白　

閑
居
春
尽　

一
一
〇
）

　

漢
詩
句
の
構
造
的
側
面
か
ら
、
こ
れ
ら
一
九
首
に
見
え
る
「
雨
」
を
次
の
よ

う
に
分
類
し
た
。

　
　
　

Ａ　
「
風
」
の
対
比
と
し
て
の
「
雨
」　

②
③
⑤
⑪（
⑫
）⑬
⑭
⑯
⑱

　
　
　

Ｂ　
「
晴
」
へ
と
転
じ
る
「
雨
」　

①
④
⑮

　
　
　

Ｃ　

草
木
に
降
る
「
雨
」　

②
③
④（
⑤
）⑥
⑨
⑩（
⑯
）⑰

　
　
　
　
　
　
　

・「
草
」
②
③（
⑤
）⑨
⑩

　
　
　
　
　
　
　

・「
柳
」（
③
）④
⑥（
⑯
）⑰

　
　
　
　
　
　
　

・
草
色
と
の
関
連　

②（
⑤
）⑥
⑨
⑩（
⑯
）

　
　
　
　
　
　
　

・
生
長
と
の
関
連　

③
④（
⑤
）

　
　
　

Ｄ　

花
に
降
る
「
雨
」　

①
⑤（
⑥
）（
⑦
）（
⑨
）（
⑩
）⑫
⑯
⑱

　
　
　
　
　
　
　

・
花
色
と
の
関
連　

⑤（
⑨
）（
⑩
）⑯

　
　
　
　
　
　
　

・
落
花
と
の
関
連　
（
⑦
）⑱

　
　
　
　
　
　
　

・
そ
の
他　
　
　
　

①（
⑥
）⑫

　

な
お
、
⑧
の
「
雨
」
は
構
造
的
に
「
霞
」
の
対
比
と
な
っ
て
い
る
が
、『
全

唐
詩
』
に
見
え
ぬ
詩
句
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
考
察
が
難
し
く
、
ま
た
、
⑲
は

一
九
首
中
、
唯
一
の
「
送
春
」
の
雨
詠
で
あ
る
か
ら
か
、
こ
こ
に
挙
げ
た
ど
の

観
点
に
も
該
当
し
な
い
た
め
、
両
者
に
つ
い
て
は
分
類
し
て
い
な
い
。

　

観
点
ご
と
に
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
、
Ａ
に
つ
い
て
だ
が
、
考
察
対
象
と
し

た
漢
詩
句
の
大
半
が
対
句
の
構
造
を
成
し
、
詩
句
の
前
半
と
後
半
で
「
雨
」
と

「
風
」
を
対
比
的
に
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
。
⑫
は
、
風
雨
の
両
者
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
が
対
句
を
成
し
て
い
な
い
た
め
、
括
弧
付
で
示
し
て
あ
る
。『
蜻
蛉
』

の
当
該
記
事
群
の
叙
景
に
お
い
て
、
先
掲
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅴ
と
「
風
」「
雨
」
を
並
べ

る
叙
述
は
複
数
あ
る
。
た
だ
、
対
比
的
構
造
を
成
す
と
ま
で
言
え
そ
う
な
の
は

Ⅴ
の
み
か
。
な
お
、
和
歌
に
も
、
長
歌
の
特
質
と
し
て
対
句
的
表
現
が
あ
る
た

め
、春
雨
に
限
ら
ず
、風
雨
の
対
比
は
日
本
に
お
い
て
も
定
着
し
て
い
た
。
よ
っ

て
、『
蜻
蛉
』
に
お
い
て
「
風
」
と
「
雨
」
が
並
立
あ
る
い
は
対
比
的
に
叙
さ

れ
る
点
は
特
筆
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

Ｂ
に
つ
い
て
、
①
④
⑮
い
ず
れ
も
対
句
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
晴
天
と

雨
天
と
を
対
比
的
に
詠
じ
た
も
の
は
④
の
み
で
、
雨
が
晴
れ
る
と
い
う
天
候
の

時
間
的
変
化
を
詠
み
込
む
も
の
す
べ
て
を
Ｂ
に
含
め
た
。
Ｃ
・
Ｄ
の
観
点
に
も

関
連
す
る
が
、
①
や
④
は
、
春
雨
が
降
り
か
か
る
こ
と
で
草
木
や
花
の
生
長
を

促
し
、
雨
が
止
ん
で
晴
れ
た
視
界
の
中
に
花
が
映
え
る
と
い
う
描
写
で
あ
る
。

雨
天
か
ら
晴
天
へ
と
い
う
天
候
の
時
系
列
的
な
変
化
は
、
Ⅰ
や
Ⅲ
に
も
見
え
る

が
、
晴
天
と
の
対
比
構
造
が
明
確
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
も
、
散
文
に
お
い
て

は
取
り
立
て
て
特
徴
と
し
て
表
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
晴
れ
た
視
界
の
中
に
花

が
映
え
る
と
い
っ
た
描
写
も
『
蜻
蛉
』
の
方
に
は
な
く
、Ｂ
の
観
点
か
ら
は
、『
蜻

蛉
』
の
叙
景
の
着
想
元
と
な
る
要
素
は
見
出
せ
そ
う
に
な
い
。

　

Ｃ
・
Ｄ
に
つ
い
て
、
視
界
に
捉
え
た
光
景
と
し
て
は
草
木
や
花
に
雨
が
降
り

か
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
詩
句
の
構
造
上
直
接
的
な
描
写
に
な
っ
て
い
な
い
も

の
を
括
弧
付
で
示
し
た
。
例
え
ば
、⑤
は
「
曲
江
遇
雨
」（『
全
唐
詩
』
に
は
「
曲

江
対
雨
」）
と
あ
る
詩
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
雨
に
遭
っ
た
場
面
の
叙
景

で
あ
り
、
⑤
の
詩
句
は
雨
中
の
描
写
で
あ
る
。
表
現
上
、「
雨
」
が
直
接
降
り

か
か
っ
て
い
る
の
は
「
林
花
」
だ
が
、
詩
句
後
半
の
「
風
」
に
吹
か
れ
る
「
水

荇
」
も
ま
た
雨
に
降
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
花
に
降
る
「
雨
」
と
し
て

分
類
し
な
が
ら
、
Ｃ
草
木
に
降
る
「
雨
」
に
も
括
弧
付
で
分
類
し
た
。
こ
う
し
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て
み
る
と
、
雨
の
降
り
か
か
る
景
物
と
し
て
は
、
草
木
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多

く
、
と
り
わ
け
「
春
興
」
の
部
門
で
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
和
歌
の
春
雨

詠
に
は
見
ら
れ
ず
、
草
木
に
降
り
か
か
る
雨
が
緑
色
を
鮮
や
か
に
す
る
と
い
う

詠
じ
方
は
漢
詩
の
方
に
優
勢
で
あ
り
、⑥
「
柳
色
雨
中
深
」
を
句
題
と
す
る
「
浅

緑
い
と
に
玉
ぬ
く
青
柳
も
ふ
り
く
る
雨
に
色
を
そ
へ
つ
つ
」（『
大
納
言
為
家
集
』

八
八
）
な
ど
、
漢
詩
の
翻
案
歌
に
は
よ
く
見
え
る
。
こ
れ
に
通
ず
る
叙
景
が
、

Ⅰ
の
「
草
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
青
み
わ
た
り
に
け
り
」
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、

Ｄ
に
つ
い
て
、
花
と
の
関
連
は
『
蜻
蛉
』
の
Ⅴ
（
Ⅱ
も
疑
わ
し
い
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
次
項
で
論
じ
る
）
に
見
え
る
が
、花
色
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、

落
花
と
し
て
の
描
写
で
あ
る
。
⑱
と
Ⅴ
は
落
花
が
そ
の
下
の
草
を
覆
う
と
い
う

と
こ
ろ
に
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、⑱
句
中
の
「
笋
籜
」「
桐

花
」
と
い
う
表
現
と
比
べ
て
Ⅴ
の
方
は
具
体
性
を
欠
き
、
⑱
の
原
詩

）
（1
（

に
も
Ⅴ
の

「
海
」
に
結
び
付
く
表
現
は
見
ら
れ
ず
、
直
接
の
典
拠
と
み
る
こ
と
ま
で
は
不

可
能
だ
ろ
う
。
た
だ
、
Ⅴ
が
落
花
狼
藉
の
様
を
対
句
的
に
表
現
す
る
点
か
ら
、

漢
詩
に
依
拠
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
行
研
究
で
既
に
指
摘
さ
れ
、
川
口
久
雄

氏
）
（1
（

や
矢
作
武
氏

）
（1
（

、
伊
牟
田
経
久
氏

）
（1
（

ら
が
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
『
千
載
佳
句
』「
四
時
部
」
で
は
、
雨
天
の
春
景
を
詠
じ
る
上
で
、
草
花
の
色

彩
を
表
現
し
た
視
覚
的
な
詠
が
多
数
を
占
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も

視
覚
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
⑥
⑪
⑬
の
よ
う
に
聴
覚
的
に
、
あ
る
い

は
嗅
覚
的
【
⑫
】・
触
覚
的
【
⑦
】
に
も
表
現
さ
れ
る
。
中
で
も
、「
春
夜
」
の

部
門
に
お
い
て
、
雨
が
視
覚
以
外
の
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
の
は
述
べ
る
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。雨
を
ど
の
よ
う
な
感
覚
で
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

考
察
を
加
え
る
た
め
、
続
い
て
「
天
象
部
」
の
雨
詠
を
取
り
上
げ
る
。

　
「
天
象
部
」
は
一
五
部
門

）
（1
（

か
ら
成
り
、う
ち
「
雨
」「
風
雨
」「
暮
雨
」「
雨
夜
」

の
四
部
門
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
な
お
、
季
節
に
つ
い
て
は
「
天
象
部
」
の

中
に
共
通
性
は
見
ら
れ
な
い
。

　
「
四
時
部
」
の
春
雨
詠
で
は
、
雨
の
降
り
か
か
る
対
象
が
草
木
花
で
あ
り
、

色
彩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
（
主
に
緑
色
と
紅
色
の
対
比
）
を
表
現
し
た
視
覚
的
な

詠
が
多
か
っ
た
。
一
方
、「
天
象
部
」
の
雨
詠
は
、「
四
時
部
」
の
春
雨
詠
と
同

じ
く
対
句
の
構
造
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
が
、
雨
の
働
き
か
け
る
対
象
に
つ
い

て
は
、
草
木
花
あ
る
い
は
鳥
な
ど
の
生
命
を
有
し
た
も
の
に
対
し
て
と
い
う
よ

り
も
、「
洪
河
【
次
に
示
す
1
】」
や
「
泉

）
（1
（

」「
江
【
次
に
示
す
2
】」
と
い
っ
た

雄
大
な
自
然
の
水
勢
に
対
し
て
働
き
か
け
て
お
り
、
色
彩
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
次
の
よ
う
に
、
視
覚
的
描
写
と
聴
覚
的
描
写
と
で

対
を
成
す
も
の
が
多
い
。

　

1
洪
河
擁
沫
流
仍
急　

蒼
嶺
和
雲
色
更
寒
（
盧
倫　

喜
雨　

雨
・
二
七
八
）

　

2�
日
色
悠
揚
映
山
盡　

雨
聲
蕭
颯
度
江
來（
白　

百
花
亭
晩
望
夜
帰　

暮
雨
・

二
八
三
）

　

次
に
、
聴
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
部
分
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
見
て
み
た

い
。「
天
象
部
」
の
方
で
は
、
作
者
の
眼
前
で
雨
が
降
っ
て
い
る
詠
は
少
な
く
、

1
の
よ
う
に
雨
は
す
で
に
あ
が
っ
て
い
た
り
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
降
雨
を
雨

声
に
よ
っ
て
確
認
し
た
り
す
る
も
の
が
多
い
。

　

3
風
吹
竹
葉
休
還
動　

雨
點
荷
心
暗
復
明
（
元　

雨
声　

風
雨
・
二
八
二
）

　

4�
耿
々
殘
燈
背
壁
影　

蕭
々
暗
雨
打
窓
聲
（
白　

上
陽
白
髪
人　

雨
夜
・
二

八
五
）

　

3
の
方
は
、『
千
載
佳
句
』
収
載
部
は
視
覚
的
描
写
の
よ
う
だ
が
、
詩
の
四

句
目

）
（1
（

に
「
慣
聞
寒
夜
滴
篷
聲
」
と
あ
り
、詩
題
も
「
雨
声
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

雨
音
を
聴
覚
で
捉
え
た
詩
で
も
あ
る
。
ま
た
、
先
掲
の
2
は
詩
を
詠
じ
る
時
点
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に
お
い
て
作
者
の
眼
前
に
あ
る
の
は
八
句
目

）
（1
（

の
「
滿
湖
明
月
」
で
あ
り
、「
雨

聲
蕭
颯
度
江
來
」
は
通
り
雨
の
描
写
で
あ
る
。「
日
色
」
と
「
雨
聲
」
が
対
を

成
し
て
お
り
、降
雨
は
や
は
り
聴
覚
で
確
認
さ
れ
る
。「
四
時
部
」の
春
雨
詠
で
、

聴
覚
的
な
叙
景
の
要
素
を
含
む
も
の
は
⑥
⑦
⑪
⑫
⑬
⑲
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

ち
ら
で
は
雨
声
を
直
接
表
現
し
た
も
の
は
少
な
い
。
⑥
は
鐘
の
余
音
、
⑦
は
花

の
落
ち
る
音
、
⑬
⑲
は
鶯
の
鳴
き
声
と
の
関
わ
り
の
中
で
聴
覚
を
働
か
せ
る
。

「
天
象
部
」
で
は
眼
前
に
な
い
雨
を
水
声
な
い
し
雨
声
で
表
現
し
、「
四
時
部
」

の
春
雨
詠
で
は
眼
前
に
あ
る
雨
を
他
声
を
通
し
て
表
現
す
る（
た
だ
し
、「
春
夜
」

の
⑪
に
関
し
て
は
前
者
の
要
素
が
強
い
）。

　

4
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
千
載
佳
句
』
を
原
拠
の
一
つ
と
す
る
と
考
え
ら

れ
る
『
和
漢
朗
詠
集
』（
以
下
『
朗
詠
集
』）、
そ
の
「
秋
夜
」
の
部
門
に
も
収

載
さ
れ
る

）
11
（

。
な
お
、『
千
載
佳
句
』
で
は
「
天
象
部
」
に
属
し
た
「
雨
」
の
部

門
だ
が
、『
朗
詠
集
』
で
は
「
春
」
の
部
に
属
す
る
。
次
に
示
す
の
は
、『
朗
詠

集
』「
春
」
の
部
の
「
雨
」
に
収
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

斜
脚
は
暖
風
の
先
づ
扇
ぐ
處　

暗
聲
は
朝
日
の
い
ま
だ
晴
れ
ざ
る
程

　
　
　
　
　

斜
脚
暖
風
先
扇
處　
　

暗
聲
朝
日
未
晴
程�
保
胤

�

（『
和
漢
朗
詠
集
』
上
・
雨
・
八
四
）

　

こ
れ
が
4
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
間
洋
一
氏
が
指
摘
し
て
い

る
）
1（
（

。
4
に
お
い
て
、
詠
じ
ら
れ
た
の
は
秋
の
雨
景
で
あ
り
、
公
任
が
「
秋
夜
」

の
部
門
に
置
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
胤
は
「
春
」
の
叙

景
と
し
て
「
暗
声
」
を
詠
じ
た
。
こ
れ
に
は
『
千
載
佳
句
』
の
存
在
が
影
響
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
4
は
『
千
載
佳
句
』
に
お
い
て
「
雨
夜
」
の
部
門
に

置
か
れ
た
が
、
特
筆
す
べ
き
は
こ
の
一
首
の
み
で
「
雨
夜
」
の
部
門
が
構
成
さ

れ
た
点
で
あ
る
。
七
言
二
句
の
形
で
詩
句
を
蒐
集
し
た『
千
載
佳
句
』で
は
、「
秋

夜
長
」
の
部
分
が
収
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、原
詩
を
根
拠
に
「
四
時
部
」

の
「
秋
夜
」
に
置
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
編
者
維
時

は
そ
う
せ
ず
、「
天
象
部
」
に
4
の
み
を
も
っ
て
「
雨
夜
」
の
部
を
立
て
た
。

保
胤
を
含
め
王
朝
詩
歌
人
が
原
詩
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
が
、
こ
の
『
千
載
佳
句
』
の
部
類
に
よ
り
、「
秋
」
の
範
疇
を
越
え
て
、
広

く
翻
案
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
保
胤
の
詩
句
は
、
古

注
釈
に
「
微
雨
自
東
来
」
と
あ
る

）
11
（

点
も
踏
ま
え
れ
ば
、「
東
」
の
方
向
、
つ
ま

り
「
春
」
の
到
来
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
微
雨
」
を
叙
し
た
も
の
だ
と
解

釈
で
き
る
。「
暗
声
」
の
「
暗
」
と
は
、「
闇
」「
夜
」
と
い
う
視
覚
的
・
時
間

的
な
表
現
で
は
な
く
、
聴
覚
的
、
さ
ら
に
は
心
的
な
意
味
も
含
有
し
た
「
暗
」

な
の
で
あ
る
。

　

一
概
に
雨
を
聴
覚
的
に
捉
え
る
と
は
言
っ
て
も
、
音
量
の
大
小
や
水
勢
の
緩

急
と
い
っ
た
物
理
的
な
降
雨
状
況
よ
り
も
、
他
の
景
物
の
音
と
の
取
り
合
わ
せ

の
中
で
表
現
す
る
点
や
、「
蕭
颯
【
2
】」「
蕭
々
【
4
】」
の
よ
う
に
聴
覚
で
捉

え
た
雨
声
を
心
的
に
表
現
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
蜻
蛉
』
に
お

け
る
「
の
ど
か
」
で
「
し
づ
か
」
な
雨
天
の
叙
景
が
、
単
に
物
理
的
あ
る
い
は

生
理
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
表
現
で
は
な
く
、
精
神
的
感
性
に
よ
る

表
現
で
あ
る
こ
と
に
も
結
び
付
く
は
ず
で
あ
る
。

⑵
天
禄
三
年
二
月
・
閏
二
月
記
事
群
の
叙
景
表
現
の
典
拠
に
つ
い
て

　

さ
て
、
川
口
氏
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
頭
注
で
、「
空
の
気
色
な
ほ

り
た
ち
て
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
り
」
は
「「
独
臥
空
牀
好
天
気
」
と
ま
さ

し
く
コ
レ
ス
ポ
ン
ド
す
る
」
と
述
べ
て
、
白
詩
「
不
明
不
闇
朧
朧
月　

非
暖
非

寒
慢
慢
風　

獨
臥
空
牀
好
天
氣　

平
明
閑
事
到
心
中
」
と
の
関
連
を
示
す
。
こ
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の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
千
載
佳
句
』
に
収
載
さ
れ
た
句
の
単
位
で
は
な
く
、

詩
全
体
に
ま
で
道
綱
母
の
教
養
が
及
ん
で
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

の
上
で
、
Ⅱ
の
典
拠
の
一
つ
と
な
る
も
の
と
し
て
、
次
の
詩
を
挙
げ
る
。
こ
の

詩
の
頷
聯
（
前
項
⑦
）
が
『
千
載
佳
句
』
に
収
載
さ
れ
る
。

　
　
　

別
嚴
士
元　
　

劉
長
卿

）
11
（　

　
　

春
風
倚
棹
闔
閭
城　
　
　
　
　

春
風
棹
に
倚
る
闔こ
う
り
よ閭
の
城じ

よ
う

　
　

水
國
春
寒
陰
復
晴　
　
　
　
　

水
国
春
寒
く
し
て
陰
り
て
は
復
た
晴
る

　
　

細
雨
溼
衣
看
不
見　
　
　
　
　

細
雨
衣
を
湿
し
て
看
る
も
見
え
ず

　
　

閒
花
落
地
聽
無
聲　
　
　
　
　

閑
花
地
に
落
ち
て
聴
く
も
声
無
し

　
　

日
斜
江
上
孤
帆
影　
　
　
　
　

日
斜
に
し
て
江
上
孤
帆
の
影

　
　

草
綠
湖
南
萬
里
情　
　
　
　
　

草
緑
に
し
て
湖
南
万
里
の
情

　
　

東
道
若
逢
相
識
問　
　
　
　
　

東
道
若
し
相
識
る
の
問
に
逢
は
ば

　
　

青
袍
今
日
誤
儒
生　
　
　
　
　

青
袍
今
日
儒
生
を
誤
る
と

　

こ
の
詩
の
四
句
目
「
閒
花
落
地
聽
無
聲
」
は
、『
千
載
佳
句
』
で
は
「
閑
花

滿
地
落
無
聲
」
と
、
異
同
が
あ
る
た
め
注
意
を
要
す
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
「
も

の
し
ず
か
な
花
が
地
面
に
落
ち
、
耳
を
澄
ま
し
て
み
る
も
そ
の
音
は
聞
こ
え
な

い
」
と
い
う
解
釈
に
な
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
「
も
の
し
ず
か
な
花
が
地
面
に
降

り
敷
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
花
が
落
ち
て
も
音
を
立
て
な
い
」
と
い
う
解
釈

に
な
る
。
落
花
の
静
け
さ
を
表
現
す
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、「
聲
」
を
「
聽
」

く
と
い
う
感
覚
主
体
の
有
無
、
お
よ
び
、
目
で
捉
え
ら
れ
る
光
景
と
し
て
「
滿

地
」
の
要
素
が
有
る
か
否
か
と
い
う
点
で
差
異
が
生
じ
る
。

　

こ
の
詩
は
友
人
と
の
別
れ
の
場
面
を
詠
じ
た
詩
で
あ
る
。
一
句
目
・
五
句
目

に
舟
の
描
写
が
あ
る
が
、
そ
の
舟
に
は
旅
立
つ
友
人
が
乗
っ
て
い
る
。
六
句
目

に
詠
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
そ
の
舟
に
乗
っ
て
友
人
が
向
か
う
遥
か
遠
い

湖
南
の
光
景
で
あ
る
。
七
・
八
句
目
の
叙
情
、
人
事
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
、�

「
知
人
に
会
っ
て
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
あ
ら
ば
、『
青
袍
今
日
誤
儒
生
』
と
答
え
て

く
れ
」と
い
う
内
容
に
な
る
。「
青
袍
」と
は
官
服
お
よ
び
儒
者
の
服
の
こ
と
で
、

作
者
は
役
人
と
し
て
青
い
官
服
に
身
を
包
ん
で
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
青
色
は

低
位
の
役
人
の
服
で
あ
り
、
実
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る
失
意
の
情
が
詠
ま
れ
て

い
る
。「
誤
儒
生
」
に
つ
い
て
は
「
青
い
服
だ
け
に
儒
者
然
と
し
て
ふ
る
ま
っ

て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
役
人
と
し
て
の
処
世
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
よ
」
と

い
っ
た
解
釈
が
で
き
よ
う
。
不
遇
を
嘆
く
身
で
あ
る
上
に
、
親
し
い
友
人
ま
で

も
が
遠
く
去
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
惜
別
の
情
た
る
や
い
か
ほ
ど
か
。
続
け
て
叙

景
に
つ
い
て
見
る
。
一
・
二
句
目
で
今
二
人
が
い
る
地
と
そ
の
気
候
を
示
し
、

三
・
四
句
目
で
眼
前
の
光
景
（「
眼
」
と
い
う
と
視
覚
的
に
捉
え
て
い
る
と
い

う
語
弊
が
生
じ
る
た
め
近
景
と
す
べ
き
か
）
を
詠
じ
る
。
五
句
目
で
友
人
の
乗

る
舟
に
目
を
向
け
、
六
句
目
で
は
遥
か
遠
く
の
光
景
、
言
う
な
れ
ば
想
像
の
光

景
を
表
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
叙
景
は
幾
層
も
の
光
景
か
ら
成
っ

て
お
り
、
そ
の
捉
え
方
も
、
肌
で
目
で
耳
で
心
で
と
様
々
で
あ
る
。

　
『
蜻
蛉
』
の
Ⅱ
は
、「
こ
の
ご
ろ
…
…
お
ぼ
え
た
り
」
と
そ
の
時
の
気
候
を
示

し
、
眼
前
の
光
景
（
近
景
）
に
移
る
。
風
雪
を
目
で
捉
え
、
雨
を
耳
な
い
し
心

で
捉
え
る
。
そ
し
て
、「
世
の
中
あ
は
れ
げ
な
り
」
に
帰
結
す
る
。「
別
嚴
士
元
」

の
詩
と
は
、「
春
寒
陰
復
晴
」
と
い
う
表
現
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
上
、
複
数

の
層
の
光
景
を
叙
す
る
点
や
そ
の
捉
え
方
の
多
様
性
と
い
っ
た
点
で
共
通
す

る
。
ま
た
、「
風
雪
を
目
で
捉
え
」
と
先
に
述
べ
た
が
、「
雪
、
こ
ち
風
に
た
ぐ

ひ
て
、
散
り
ま
が
ふ
」
と
い
う
の
は
、
単
純
に
光
景
を
視
覚
的
に
捉
え
た
叙
述

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
た
い
。

　

ま
ず
、
何
が
何
と
「
た
ぐ
ふ
」
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、「
雪
」
が
「
こ
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ち
風
」
と
「
た
ぐ
ふ
」
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
何
が
「
ち
り
ま
が
ふ
」
の
か
と

い
う
こ
と
だ
が
、
主
体
は
文
脈
か
ら
察
す
る
に
「
雪
」
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ

う
か
。「
ち
り
ま
が
ふ
」
の
用
例
と
し
て
、
古
く
は
『
万
葉
集
』
に
、

　
　

秋
山
に
落
つ
る
黄
葉
し
ま
し
く
は
な
散
り
ま
が
ひ
そ
妹
が
あ
た
り
見
む

�

（『
万
葉
集
』
巻
一
・
相
聞
・
一
三
七
）

　
　

梅
の
花
散
り
紛
ひ
た
る
岡
び
に
は
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
春
か
た
ま
け
て

�

（『
万
葉
集
』
巻
五
・
雑
歌
・
八
三
八
）

な
ど
が
見
え
る
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
藤
原
敏
行
の

　
　

�

わ
が
来
つ
る
方
も
し
ら
れ
ず
く
ら
ふ
山
木
々
の
木
の
は
の
ち
る
と
ま
が
ふ

に�

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
五
・
秋
下
・
二
九
五
）

が
見
え
、『
蜻
蛉
』
以
後
の
作
品
で
は
、

　
　

�

南
の
御
前
の
山
際
よ
り
漕
ぎ
出
で
て
、
御
前
に
出
づ
る
ほ
ど
、
風
吹
き
て
、

瓶
の
桜
す
こ
し
う
ち
散
り
紛
ふ�
（『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
）

　
　

し
ぐ
れ
と
は
蓮
の
花
ぞ
散
り
ま
が
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
に
袖
濡
ら
す
ら
む

�
（『
大
鏡
』
伊
尹
）

な
ど
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、「
ち
り
ま
が
ふ
」
の
主
体
は
花

や
葉
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。「
雪
」
と
の
関
連
で
「
ち
り
ま
が
ふ
」
と
表
現
し

た
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
両
者
と
も
「
花
」
と
の
取
り
合
わ
せ
に

お
い
て
の
み
「
ち
り
ま
が
ふ
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
る
。

　
　

い
か
で
人
な
づ
け
そ
め
け
む
ふ
る
雪
は
花
と
の
み
こ
そ
散
り
ま
が
ひ
け
れ

�

（『
貫
之
集
』
第
三
・
三
一
四
）

　
　

春
山
の
あ
ら
し
の
か
ぜ
に
朝
ま
だ
き
散
り
て
ま
が
ふ
は
花
か
雪
か
も

�

（『
平
中
物
語
』）

　

次
に
、「
ま
が
ふ
」
に
範
囲
を
広
げ
て
用
例
を
調
べ
た
。
何
か
と
何
か
が
混

じ
り
合
う
・
似
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
何
か
と
何
か
を
混
ぜ
て
わ
か
ら
な
く
さ

せ
る
・
見
間
違
え
る
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
「
ま
が
ふ
」
と
い
う
語
は
、

自
動
詞
・
他
動
詞
い
ず
れ
に
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
、
や
は
り
「
雪
」
と
「
花
」

と
の
取
り
合
わ
せ
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、『
土
佐
』
の
方
は
厳

密
に
は
、「
波
」
が
「
雪
」「
花
」
と
混
同
す
る
と
い
う
内
容
に
な
る
）。

　
　

波
と
の
み
ひ
と
つ
に
聞
け
ど
色
見
れ
ば
雪
と
花
と
に
ま
が
ひ
け
る
か
な

�

（『
土
佐
日
記
』）

　
　
　

空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に

　
　

と
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
取
ら
せ
て�

（『
枕
草
子
』
一
〇
二
段
）

　

な
お
、『
蜻
蛉
』
中
に
「
雪
」
の
描
写
は
複
数
あ
る
が
、「
雪
」
が
「
ち
る
」

と
表
現
し
た
も
の
は
こ
の
Ⅱ
以
外
に
は
な
い
。
以
上
か
ら
、『
蜻
蛉
』
の
「
ち

り
ま
が
ふ
」
は
、「
雪
」
を
単
独
の
主
体
と
み
る
よ
り
は
、
目
で
捉
え
た
「
雪
」

の
降
る
光
景
に
「
花
」
の
散
る
光
景
を
思
い
重
ね
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
も

と
の
漢
詩
の
惜
別
の
部
分
は
切
り
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
友
人
の
乗
っ
た
舟
や
友

人
の
行
き
先
の
緑
繁
る
光
景
こ
そ
表
現
さ
れ
な
い
が
、
春
風
や
し
と
し
と
と
降

る
雨
お
よ
び
散
る
花
を
、
そ
の
地
の
気
候
を
添
え
て
叙
し
た
点
か
ら
、『
蜻
蛉
』

Ⅱ
の
叙
景
の
着
想
は
、「
別
嚴
士
元
」
の
詩
か
ら
得
た
も
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

四
　
お
わ
り
に 

― 「
あ
は
れ
な
る
世
の
中
」
考 

―

　

第
二
節
で
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ
た
Ⅰ
の
記
事
に
つ
い
て
再
考
す
る
。
Ⅰ

の
場
面
で
は
、
前
夜
か
ら
訪
れ
て
い
た
兼
家
の
明
朝
の
姿
が
緻
密
に
描
か
れ
る

が
、
道
綱
母
の
心
情
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
ね
た
げ
に
ぞ
聞
こ

ゆ
る
」
と
一
言
記
さ
れ
た
か
と
思
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
早
春
の
自
然
へ
と
叙
述
が

移
っ
て
ゆ
く
の
は
、
小
山
香
織
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る

）
11
（

。
Ⅰ
の
叙
景
で
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は
雨
が
「
の
ど
か
」「
の
ど
や
か
」
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
春
雨
に
よ
っ

て
青
み
は
じ
め
た
前
栽
を
見
や
っ
て「
あ
は
れ
」と
い
う
感
慨
が
吐
露
さ
れ
る
。

雨
の
降
る
自
然
の
景
に
対
し
「
あ
は
れ
」
と
叙
す
る
例
は
日
記
中
に
数
例
見
え

る
が
、
中
巻
の
例
は
独
詠
歌
に
つ
な
が
る
。
そ
の
一
例
を
示
す
。

　

今
日
は
二
十
四
日
、
雨
の
脚
い
と
の
ど
か
に
て
、
あ
は
れ
な
り
。
夕
づ
け
て
、

い
と
め
づ
ら
し
き
文
あ
り
。「
い
と
恐
ろ
し
き
気
色
に
怖
ぢ
て
な
む
、
日
ご
ろ

経
に
け
る
」
な
ど
ぞ
あ
る
。
返
り
ご
と
な
し
。

　
　

�　

五
日
、
な
ほ
雨
や
ま
で
、
つ
れ
づ
れ
と
「
思
は
ぬ
山
に
」
と
か
や
い
ふ

や
う
に
、
も
の
の
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
尽
き
せ
ぬ
も
の
は
涙
な
り
け
り
。

　
　
　
　

�

降
る
雨
の
あ
し
と
も
落
つ
る
涙
か
な
こ
ま
か
に
も
の
を
思
ひ
く
だ
け

ば�

（
中
巻
【
天
禄
二
年
二
月
】）

　
「
降
る
雨
の
」
の
独
詠
歌
は
作
品
内
現
在
（
＝
経
験
時
現
在
）
の
道
綱
母
の

煩
悶
と
懊
悩
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
散
文
叙
述
の

方
法
と
し
て
、
叙
景
の
機
能
を
果
た
し
て
も
い
る
。
日
記
と
い
う
散
文
叙
述
を

通
し
て
自
身
の
情
を
ど
う
表
現
す
べ
き
か
、
道
綱
母
は
思
案
し
た
は
ず
で
あ

る
。景
物
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
事
件
に
直
接
起
因
す
る
心
情
を
記
し
た
の
で
は
、

単
な
る
事
実
の
記
録
や
詠
作
事
情
の
説
明
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
。
独
詠
歌
を
意

図
的
に
配
し
た
叙
景
を
通
し
て
自
身
の
情
を
叙
す
る
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
景

と
情
の
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
規
定
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
相
互

に
作
用
し
合
っ
て
散
文
部
に
新
た
な
文
脈
を
生
じ
さ
せ
る
。
中
巻
に
お
い
て
こ

の
よ
う
な
散
文
叙
述
の
方
法
と
し
て
の
独
詠
歌
を
確
立
し
な
が
ら
、
道
綱
母
は

下
巻
に
お
い
て
そ
れ
を
「
か
ひ
な
き
ひ
と
り
ご
と
」
と
記
す
。

　

Ⅰ
の
叙
景
で
は
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
自
然
を
擬
人
化
し
た

よ
う
な
表
現
が
目
を
引
く
。
自
身
の
「
心
あ
わ
た
た
し
か
ら
ぬ
」
心
境
が
雨
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
、「
雨
の
た
め
」
と
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、「
雨

の
す
る
」
と
表
現
し
、
動
作
主
体
を
「
心
あ
わ
た
た
し
か
ら
ぬ
」
心
境
に
あ
る

自
分
か
ら
、
雨
と
い
う
自
然
物
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
実
景
の

描
写
と
し
て
は
「
空
晴
れ
た
れ
ど
」
と
す
れ
ば
よ
い
と
こ
ろ
を
、「
晴
る
る
顔

の
空
は
し
た
れ
ど
」
と
い
う
独
自
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。「
顔
」
と
い
う
表

面
の
様
子
を
示
す
語
と
、「
こ
こ
ち
」
と
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る
が
、
単
に

自
然
界
の
外
観
と
道
綱
母
の
心
中
と
が
対
比
的
・
相
対
的
に
描
か
れ
る
の
で
は

な
い
。「
顔
」
と
は
道
綱
母
の
「
顔
」
で
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
見
た
目
に

は
「
晴
る
る
」
様
子
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
こ
こ
ち
」
が
「
な
や
ま
し
」

き
状
態
に
あ
る
こ
と
に
「
あ
や
し
」
と
記
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

自
然
物
に
人
間
性
を
帯
び
さ
せ
る
方
法
は
、
Ⅲ
「
庭
の
草
、
氷
に
許
さ
れ
顔

な
り
」
や
、
Ⅳ
「
石
の
上
の
苔
苦
し
げ
に
」
と
い
う
漢
詩
句
に
依
拠
す
る
表
現

に
も
取
り
込
ま
れ
た
。
Ⅲ
は
、
依
拠
し
た
「
池
畔
氷
消
放
草
生
」
に
は
「
顔
」

と
い
う
要
素
は
な
く
、
道
綱
母
の
和
文
的
あ
る
い
は
和
歌
的
な
発
想
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
Ⅳ
の
「
苦
し
げ
」
と
い
う
の
は
道
綱
母
の
心
象
を
投
影
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
依
拠
し
た
傅
温
の
詩
句
は
、『
全
唐
詩
』
等
に
は
残
っ
て

お
ら
ず
、
叙
情
部
分
を
含
む
詩
全
体
の
内
容
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
道
綱
母
の

独
創
に
よ
る
表
現
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
、「
苦
し
げ
」
な
感
情
を

抱
え
る
主
体
を
自
身
で
は
な
く
「
石
の
上
の
苔
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
叙
す
る

こ
と
で
、
自
然
物
が
擬
人
的
に
表
現
さ
れ
る
点
は
指
摘
で
き
よ
う
。
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
の

叙
景
表
現
は
、
単
な
る
客
観
的
・
写
実
的
な
自
然
描
写
で
は
な
く
、
自
身
を
投

影
し
た
先
の
自
然
を
、
人
事
面
の
記
述
へ
の
従
属
性
を
持
た
な
い
断
片
的
な
も

の
と
す
る
こ
と
で
、
自
然
の
叙
景
と
し
て
自
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ
は
さ
ら
に
、
次
に
示
す
降
雪
の
場
面
へ
と
続
く
。
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Ⅵ
【
天
禄
三
年　

二
月
三
日
】

　
　

�
三
日
に
な
り
ぬ
る
夜
降
り
け
る
雪
、
三
四
寸
ば
か
り
た
ま
り
て
、
今
も
降

る
。
簾
を
巻
き
あ
げ
て
な
が
む
れ
ば
、「
あ
な
寒
」
と
言
ふ
声
、
こ
こ
か

し
こ
に
聞
こ
ゆ
。
風
さ
へ
は
や
し
。
世
の
中
い
と
あ
は
れ
な
り
。

　

こ
の
「
世
の
中
い
と
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
た
い
。
同
様
の

表
現
が
同
年
二
月
の
記
事
群
で
は
続
く
。
Ⅱ
へ
と
続
い
た
上
で
、
さ
ら
に

　

Ⅶ
【
同
年　

二
月
十
七
日
】

　
　

�

十
七
日
、
雨
の
ど
や
か
に
降
る
に
、
方
塞
が
り
と
思
ふ
こ
と
も
あ
り
、
世

の
中
あ
は
れ
に
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
…
…

と
続
く
。
守
屋
省
吾
氏
は
、Ⅱ
に
つ
い
て
、先
掲
の
天
禄
二
年
二
月
二
十
四
日
・

二
十
五
日
の
中
巻
の
叙
述
と
比
較
し
た
上
で
、「
自
然
観
照
の
域
に
ま
で
達
し

て
い
る
」
と
評
価
し
、「
人
事
に
関
わ
る
記
述
へ
の
従
属
性
は
ま
っ
た
く
認
め

ら
れ
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
く
ま
で
自
立
し
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
人
事
の

記
述
と
混
淆
し
て
独
特
な
静
寂
さ
、哀
れ
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
」と
述
べ

）
11
（

る
。

同
様
の
こ
と
は
、
Ⅰ
の
「
日
ご
ろ
、
い
と
風
は
や
し
と
て
」
以
下
、
連
続
し
て

綴
ら
れ
る
Ⅵ
の
叙
景
に
も
言
え
る
。

　

三
田
村
雅
子
氏
は
、
上
・
中
巻
の
物
詣
記
事
に
見
え
る
水
の
風
景
は
「
蘇
り

の
水
」「
癒
し
の
水
」
で
あ
り
、「
非
日
常
の
水
と
の
出
会
い
が
全
身
的
な
感
動

と
と
も
に
受
け
留
め
ら
れ
て
い
た
」
と
論
じ
た
上
で
、
同
じ
「
あ
は
れ
」
と
い

う
言
葉
で
受
け
留
め
ら
れ
て
は
い
て
も
、
下
巻
に
頻
出
す
る
、
日
常
の
中
の
変

哲
も
な
い
「
の
ど
か
」
な
雨
に
対
す
る
「
あ
は
れ
」
は
「
道
綱
母
一
人
の
『
私
』

の
『
あ
は
れ
』
で
は
な
く
、『
世
の
中
』
一
般
の
『
あ
は
れ
』
に
そ
ら
さ
れ
、

曖
昧
化
さ
れ
、
拡
散
化
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る

）
11
（

。
ま
た
、
三
田
村
氏
は
、

同
じ
よ
う
な
雨
の
風
景
で
も
、
先
掲
の
中
巻
独
詠
歌
の
場
面
で
は
「
外
な
る
雨

と
、
内
な
る
苦
悩
か
ら
沸
き
出
る
涙
が
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
重
ね
ら
れ
て

い
る
」
の
に
対
し
、
下
巻
で
は
涙
と
の
共
振
が
影
を
ひ
そ
め
、
道
綱
母
が
自
身

の
思
い
を
黙
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
も
論
及
す
る
。こ
の
三
田
村
氏
の
論
は
、

稿
者
の
言
う
、
断
片
的
な
雨
天
の
叙
景
へ
の
変
容
と
重
な
る
の
だ
が
、
留
意
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
対
兼
家
の
心
情
を
叙
述
し
な
い
と
い
う
だ
け
で

は
事
実
の
記
録
に
留
ま
っ
て
し
ま
い
、『
蜻
蛉
』
は
自
照
文
学
と
し
て
の
性
格

を
失
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

天
禄
三
年
二
月
・
閏
二
月
記
事
群
に
つ
い
て
、斎
藤
菜
穂
子
氏
の
論

）
11
（

を
引
く
。

　
　

�

兼
家
へ
の
執
着
に
囚
わ
れ
続
け
る
日
常
を
日
次
に
よ
っ
て
区
切
り
つ
つ
も

日
々
兼
家
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
表
出
さ
れ
る
な
か
で
、
兼
家
へ
の
執

着
か
ら
明
確
に
離
れ
る
べ
く
、
こ
れ
ま
で
無
縁
だ
っ
た
穏
や
か
な
春
の
情

景
を
、
発
想
も
表
現
も
異
に
す
る
漢
詩
文
表
現
に
よ
っ
て
描
出
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
付
の
あ
り
得
な
い
非
現
実
の
空
間
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
指
摘
に
従
っ
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
個
人
の
心
情

を
叙
さ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
天
候
を
含
め
た
事
実
の
記
録
に
留
ま
っ
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
道
綱
母
は
「
こ
の
ご
ろ
」
や
「
日
ご
ろ
」
と
い
う
日
時
不
定
の

概
括
的
な
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
漢
詩
句
に
着
想
を
求
め
た
叙
景
表
現
に
よ
っ

て
「
非
現
実
の
空
間
」
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。

　

だ
が
、
こ
の
「
世
の
中
」
は
、
兼
家
へ
の
執
着
に
囚
わ
れ
る
現
実
と
そ
の
執

着
か
ら
離
れ
る
た
め
の
非
現
実
と
い
う
よ
う
な
、
二
元
的
な
捉
え
方
で
把
握
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
雨
を
主
軸
と
し
て
構
築
さ
れ
た
「
の
ど
か
」
で
「
し
づ

か
」
な
空
間
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
こ
に
集
中
的
に
見
え
る
「
世
の
中
」
で
あ
り
、

三
田
村
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
よ
り
厳
密
に
捉
え
直
せ
ば
、「
私
」
か
ら
「
世

の
中
」
の
「
あ
は
れ
」
へ
と
曖
昧
化
・
拡
散
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
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然
界
の
中
に
人
間
界
を
包
含
し
た
外
界
と
し
て
の
「
世
の
中
」
に
、「
私
」
を

完
全
に
溶
け
込
ま
せ
て
、自
身
を
非
在
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
世

の
中
」
と
は
現
実
・
非
現
実
の
二
元
で
捉
え
ら
れ
る
空
間
で
は
な
く
、
作
品
内

主
体
と
し
て
の
自
身
を
非
在
化
さ
せ
た
作
者
に
よ
っ
て
俯
瞰
的
に
構
築
さ
れ
た

空
間
な
の
だ
と
言
え
る
。
一
個
人
と
し
て
の
自
身
を
非
在
化
す
る
た
め
に
は
、

中
巻
で
確
立
し
た
独
詠
歌
と
い
う
叙
景
の
方
法
を
「
か
ひ
な
き
ひ
と
り
ご
と
」

と
す
る
外
な
か
っ
た
。
代
わ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
、
漢
詩
句
に
依
拠
お

よ
び
着
想
を
得
た
叙
景
な
の
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
聴
覚
的
な
要
素
を
含
み
な

が
ら
心
的
な
静
け
さ
を
帯
び
る
。
こ
う
し
て
「
の
ど
か
」
で
「
し
づ
か
」
な
雨

は
『
蜻
蛉
』
の
世
界
を
表
現
す
る
な
か
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
鈴
木
日
出
男
「
引
歌
の
成
立

－

古
今
集
規
範
意
識
か
ら
仮
名
散
文
へ

－

」

（『
文
学
』
第
四
三
巻
第
八
号
、
一
九
七
五
・
八
）。

（
２
）
秋
山
虔
「
蜻
蛉
日
記
の
文
体
形
成

－
地
の
文
に
融
合
す
る
引
歌
に
つ
い

て

－

」（
上
村
悦
子
編
『
論
叢
王
朝
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
）。

（
３
）
品
川
和
子
「
蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
方
法
と
源
泉
」（『
蜻
蛉
日
記
の
世
界

形
成
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
〇
）。

（
４
）
伊
藤
博
「
蜻
蛉
日
記
の
自
然
描
写
」（『
蜻
蛉
日
記
研
究
序
説
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
六
）
よ
り
。

　
　

㈠
次
の
和
歌
と
か
か
わ
り
の
あ
る
叙
述
（
詞
書
的
叙
述
）

　
　

㈡
天
候
の
記
録

　
　

㈢
作
中
人
物
の
心
情
と
か
か
わ
り
の
あ
る
描
写

　
　

㈣
作
中
人
物
の
心
情
お
よ
び
次
の
和
歌
と
か
か
わ
り
の
あ
る
描
写

　
　

㈤
事
件
（
筋
）
と
か
か
わ
り
の
あ
る
描
写

（
５
）
伊
藤
博
「
蜻
蛉
日
記
の
構
成
」（『
蜻
蛉
日
記
研
究
序
説
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
六
）。

（
６
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
７
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
８
）
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
９
）
⑦
滿
地
落
無
聲

－

落
地
聽
無
聲　

⑰
夾
岸

－

絡
岸

（
10
）『
松
平
文
庫
影
印
叢
書
第
十
八
巻　

漢
詩
文
集
編
』�（
新
典
社
、�

一
九
九
七
）

に
依
り
、「
家
」
を
「
花
」
に
改
め
た
。

（
11
）
注
（
10
）
と
同
様
に
、「
折
」
を
「
打
」
に
改
め
た
。

（
12
）「
風
吹
筍
籜
飄
紅
砌　

雨
打
桐
花
蓋
緑
莎　

都
大
資
人
無
暇
日　

泛
池
全

少
買
池
多
」（
元
稹　

和
樂
天
題
王
家
亭
子
）

（
13
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
佐
日
記　

か
げ
ろ
ふ
日
記　

和
泉
式
部
日
記�

更
級
日
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
）。

（
14
）
矢
作
武
「
蜻
蛉
日
記
と
漢
詩
文
」（
日
本
の
古
典
文
学
Ⅰ
『
一
冊
の
講
座

蜻
蛉
日
記
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
一
）。

（
15
）
伊
牟
田
経
久
「『
蜻
蛉
日
記
』
と
漢
詩
文
」（
川
口
久
雄
編
『
古
典
の
変

容
と
新
生
』
明
治
書
院
、
一
九
八
四
）。

（
16
）「
月
」「
風
月
」「
感
月
」「
雨
」「
風
雨
」「
暮
雨
」「
雨
夜
」「
晴
霽
」「
雪
」

「
雪
夜
」「
春
雪
」「
晴
雪
」「
暁
」「
夜
」「
閑
夜
」

（
17
）「
湏
臾
滿
寺
泉
聲
合　

百
尺
飛
簷
掛
玉
縄
」（
張
蕭
遠　

興
善
寺
看
雨　

雨
・
二
七
九
）

（
18
）「
風
吹
竹
葉
休
還
動　

雨
點
荷
心
暗
復
明　

曾
向
西
江
船
上
宿　

慣
聞
寒

夜
滴
篷
聲
」（
元
稹　

雨
聲
）
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（
19
）「
百
花
亭
上
晚
徘
徊　

雲
景
陰
晴
掩
復
開　

日
色
悠
揚
映
山
盡　

雨
聲
蕭

颯
渡
江
來　

鬢
毛
遇
病
雙
如
雪　

心
緒
逢
秋
一
似
灰　

向
夜
欲
歸
愁
未
了���

滿
湖
明
月
小
船
迴
」（
白
居
易　

百
花
亭
晩
望
夜
歸
）

（
20
）『
朗
詠
集
』
に
は
次
の
四
句
が
載
る
。

　

 

「
秋
夜
長　

々
々
無
眠
天
不
明　

耿
々
殘
燈
背
壁
影　

蕭
々
暗
雨
打
窓
聲
」

（
上
・
秋
夜
・
二
三
三
）

（
21
）
本
間
洋
一
「
王
朝
漢
詩
の
表
現
世
界

－

王
朝
詩
と
白
詩
と

－

」（『
王
朝

漢
文
学
表
現
論
考
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
）。

（
22
）『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』。
な
お
、
金
子
元
臣
・
江
見
清
風
『
和
漢
朗
詠
集

新
釋
』（
明
治
書
院
、
一
九
四
二
）
に
依
る
。

（
23
）
李
嘉
祐
の
作
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

（
24
）
小
山
香
織
「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
冒
頭
部
の
表
現

－
漢
詩
文
引
用
に
よ
る

自
然
叙
述
と
日
録
性

－

」（『
中
古
文
学
』
第
七
二
巻
、
二
〇
〇
三
・

一
一
）。

（
25
）
守
屋
省
吾
「
蜻
蛉
日
記
下
巻
の
特
質
と
形
成
」（『
蜻
蛉
日
記
形
成
論
』

笠
間
書
院
、
一
九
七
五
）。

（
26
）
三
田
村
雅
子
「
平
安
女
流
日
記
文
学
の
自
然

－

疎
外
さ
れ
た
自
然
・
蜻

蛉
日
記
の
「
水
」
と
「
火
」－

」（
女
流
日
記
文
学
講
座
第
一
巻
『
女
流
日

記
文
学
と
は
何
か
』
勉
誠
社
、
一
九
九
一
）。

（
27
）
斎
藤
菜
穂
子
「『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
お
け
る
漢
詩
文
表
現
群

－

つ
く
り

出
さ
れ
た
春
の
情
景

－

」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
一
一
一
巻
第
一
二
号
、

二
〇
一
〇
・
一
二
）。

※　

使
用
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
。『
蜻
蛉
日
記
』『
土
佐
日
記
』『
源
氏
物
語
』

『
大
鏡
』『
平
中
物
語
』『
枕
草
子
』＝
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
千
載
佳

句
』＝
金
子
彦
二
郎
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集　

句
題
和
歌
・
千
載
佳

句
研
究
篇
』（
培
風
館
）、『
千
載
佳
句
』
所
収
詩
句
の
原
詩
＝
元
白
詩
は
『
中

國
古
典
文
學
基
本
叢
書
』（
中
華
書
局
）・
そ
の
他
は『
親
校
標
點　

全
唐
詩
』

（
宏
業
書
局
）、『
和
漢
朗
詠
集
』＝
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
古
今
和
歌
集
』『
万

葉
集
』＝
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
大
納
言
為
家
集
』『
貫
之
集
』＝
新
編

国
歌
大
観
。
な
お
、
引
用
文
中
に
傍
線
・
省
略
の
…
…
等
を
施
し
た
。

�

（
い
わ
さ
き　

し
ず
か
・
和
歌
山
県
立
田
辺
高
等
学
校
）




