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古
代
和
歌
に
お
け
る
「
空
」

― 

上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
、 

空
間
と
し
て
の 

「
空
」 

は
ど
う
詠
ま
れ
た
か 

―
田
　
中
　
育
　
代

一
、
は
じ
め
に

　

和
歌
に
お
い
て
空
間
と
し
て
の
「
空そ
ら

」
は
ど
う
詠
ま
れ
た
か
。
管
見
の
限
り

で
は
、「
空
」
に
焦
点
化
し
た
和
歌
表
現
を
上
代
か
ら
中
古
ま
で
の
流
れ
の
な

か
で
本
格
的
に
研
究
し
た
も
の
は
見
出
し
が
た
い
。
普
遍
的
か
つ
恒
久
的
な
存

在
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
「
空
」
で
あ
る
が
、
個
々
の
和
歌
表
現
を
分
析
す
る

と
、「
空
」
を
詠
歌
の
対
象
と
し
表
現
し
よ
う
と
し
た
人
々
の
創
造
的
な
営
み

や
「
空
」
の
と
ら
え
方
の
変
容
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
目
的
は
、

上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
、
空
間
と
し
て
の
「
空
」
を
詠
ん
だ
和
歌
を
分
析
・

考
察
し
、
そ
の
表
現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る（

１
）。

一
部
、
散
文
の

用
例
も
ふ
ま
え
つ
つ
検
討
し
た
い
。  

二
、
始
発
と
し
て
の
「
空
」

　
「
空
」
は
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
っ
た
か
。
本
節
で
は
上
代

文
学
に
お
け
る
「
空
」
の
分
析
を
通
し
て
、
始
発
と
し
て
の
「
空
」
を
見
て
い

き
た
い
。
戸
谷
高
明
氏
は
、
上
代
文
学
に
お
い
て
「
天
と
地
の
間
に
一
つ
の
世

界
が
あ
っ
て
、
ア
メ
・
ソ
ラ
・
ツ
チ
と
い
う
三
層
構
造
が
神
話
的
世
界
像
と
し

て
存
在
」
す
る
と
述
べ
た
う
え
で
、「
天あ
め

が
神
話
的
な
世
界
と
し
て
想
像
さ
れ

た
空
間
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
空
は
よ
り
現
実
的
可
視
的
な
空
間
で
あ
っ
た
」

と
指
摘
す
る（

２
）。

日
本
国
語
大
辞
典
の
「
空
」
の
項
に
も
、「
空
」
が
「
地
上
の

上
方
で
、
神
の
世
界
と
想
像
し
た
天
よ
り
下
の
空
間
」
で
あ
り
、「
古
く
は
「
あ

め
（
天
）」
が
天
上
の
神
々
の
生
活
す
る
世
界
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

よ
り
現
実
的
な
空
間
を
い
う
」
と
あ
る（

３
）。

　

こ
こ
か
ら
、
上
代
に
お
い
て
「
天
」
と
「
空
」
は
人
間
の
頭
上
に
二
層
に
分

か
れ
存
在
す
る
世
界
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
層
の
「
天
」
は
神
々
の
世
界

で
あ
り
、そ
の
下
に
、よ
り
「
現
実
的
」
な
空
間
と
し
て
の
「
空
」
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、こ
こ
で
言
う
「
現
実
的
」
と
は
、具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
注
目
し
た
い
の
が
、 『
古
事
記
』 

に
お
い
て
固
有
名

詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る 

「
虚そ

ら
つ
ひ
た
か

空
津
日
高
」 

で
あ
る
。 

こ
の
表
現
は
、 

火ほ
を
り
の
み
こ
と

遠
理
命

の
海わ
た
つ
み神

の
宮
行
き
の
話
の
な
か
で
三
度
用
い
ら
れ
る
。最
初
に
登
場
す
る
の
が
、

兄
で
あ
る
火ほ
で
り
の
み
こ
と

照
命
（
海う

み
さ
ち
び
こ

佐
知
毘
古
）
の
釣
り
針
を
海
中
に
な
く
し
て
し
ま
い
泣

い
て
い
た
火
遠
理
命
（
山や
ま
さ
ち
び
こ

佐
知
毘
古
）
に
対
し
て
、
塩し

ほ
つ
ち
の
か
み

椎
神
が
そ
の
理
由
を
尋

ね
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
に
は
、「
何
虚
空
津
日
高
此
泣
患
所
由
（
何
ぞ
、
虚

空
津
日
高
の
泣
き
患う
れ

ふ
る
所ゆ

ゑ由
は
）」
と
記
さ
れ
る（

４
）。

火
遠
理
命
は
、
こ
れ
ら

の
場
面
の
前
に
、「
亦
の
名
は
天あ
ま
つ
ひ
こ
ひ
こ

津
日
高
日
子
穂ほ

ほ
で
み
の
み
こ
と

穂
手
見
命
」
と
記
さ
れ
る
。

な
ぜ
、
火
遠
理
命
は
、
海
神
の
宮
行
き
の
話
の
な
か
で
、「
天
津
日
高
」
で
は

な
く
「
虚
空
津
日
高
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
に
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。
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 「
日
高
」
は
、
天
空
の
日
を
高
く
仰
ぎ
見
る
如
く
貴
い
、
と
い
う
意
味
の

称
辞
。「
天
津
日
高
」
と
「
虚
空
津
日
高
」
と
は
、ヒ
タ
カ
を
核
心
と
し
て
、

ア
メ
・
ソ
ラ
を
冠
し
た
も
の
。
天
に
属
す
る
と
い
う
正
統
性
を
示
す
時
に

は
ア
メ
を
冠
す
る
の
で
あ
り
、
ソ
ラ
は
地
上
世
界
と
の
相
互
的
な
か
か
わ

り
に
お
い
て
呼
ぶ
時
に
用
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
、
ソ
ラ
を
冠
す
る
の

は
、
降
っ
て
き
た
高
千
穂
の
地
に
宮
を
構
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

５
）。

　

こ
の
な
か
で
、「
空
」
は
「
地
上
世
界
と
の
相
互
的
な
か
か
わ
り
に
お
い
て

呼
ぶ
時
に
用
い
る
」
も
の
だ
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
代
に
お
け
る
「
空
」
を
考

え
る
う
え
で
重
要
な
観
点
だ
と
言
え
る
。「
空
」
は
人
間
の
住
む
地
上
世
界
と

の
関
係
性
に
お
い
て
成
り
立
つ
相
対
的
な
空
間
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
「
よ
り

現
実
的
な
空
間
」
と
し
て
の
「
空
」
は
、
人
間
と
の
関
わ
り
を
意
味
す
る
も
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

実
際
、「
空
」
は
し
ば
し
ば
「
地つ
ち

」
と
の
対
比
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
、『
古
事
記
』
で
、
倭
建
命
は
「
吾
が
心
、
恒
に
虚
よ
り
翔か
け

り
行
か
む

と
念お
も

ふ
。
然
れ
ど
も
、
今
吾
が
足
歩
む
こ
と
得
ず
し
て
、
た
ぎ
た
ぎ
し
く
成
り

ぬ
。」（
中
巻　

景
行
天
皇
）
と
言
い
、
死
を
予
感
す
る
。
そ
こ
に
は
、
空
を
翔

り
行
か
ん
と
す
る
心
と
歩
む
こ
と
の
で
き
な
い
足
と
の
乖
離
が
表
現
さ
れ
る
。

ま
た
、
倭
建
命
の
死
を
知
っ
た
后
と
御
子
が
白
い
千
鳥
の
姿
と
な
り
飛
び
去
る

彼
の
後
を
追
い
か
け
歌
っ
た
の
が
、「
浅あ
さ
じ
の
は
ら

小
竹
原
腰こ

し
な
づ泥

む　

空
は
行
か
ず　

足

よ
行
く
な
」（
中
巻　

景
行
天
皇
）
で
あ
る
。
鳥
と
な
り
空
を
飛
ぶ
倭
建
命
に

対
し
、地
面
を
よ
た
よ
た
と
歩
く
し
か
な
い
家
族
の
描
写
か
ら
も
、「
空
」と「
地
」

の
対
比
を
見
て
と
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
空
」
は
「
地
」
と
関
係
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
が
、

戸
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
境
界
は
決
し
て
分
明
で
は
な
い（

６
）。

た

と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
に
「
一あ

る
ふ
み書

に
曰
く
、
天あ

め
つ
ち地

初
め
て
判わ

か

る
る
と
き
に
、

一ひ
と
つ
の
も
の物
虚そ

ら
の
な
か中
に
在
り
。
状か

た
ち貌
言
ひ
難が

た

し
。
其
の
中
に
自お

の

づ
か
ら
化な

り
い生
づ
る
神
有い

ま

す
。

國く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

常
立
尊
と
號ま

う

す
。」（
巻
第
一　

神
代
上
［
第
一
段
］
正
文
・
一
書
第
一
）
と

い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
空
」
は
明
ら
か
に
神
話
的
で
あ
り
、「
天
」

の
影
響
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
。
上
代
に
お
い
て
、「
天
」
は
神
話
的
世
界
と

し
て
、「
空
」
は
人
間
と
の
関
わ
り
を
持
つ
空
間
と
し
て
存
在
し
た
が
、
時
と

し
て
両
者
が
混
在
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
天
」
と
「
空
」
は
相
互

に
影
響
し
合
う
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
空
」
を
分
析
す
る
。『
万
葉
集
』

の「
空
」の
用
例
は
全
部
で
四
十
八
例
あ
る
。
そ
の
う
ち
、空
間
と
し
て
の「
空
」

を
表
す
用
例
が
二
十
三
例
、
比
喩
的
に
精
神
状
態
な
ど
に
用
い
る
例
が
二
十
五

例
あ
る
。
前
者
の
用
例
を
さ
ら
に
分
類
す
る
と
、
枕
詞
と
し
て
の
用
例
七
例
、

敬
称
・
美
称
の
接
頭
語
「
み
」
を
冠
し
た
用
例
八
例
、
現
実
的
な
空
間
と
し
て

の
用
例
八
例
と
な
る
。

　

ま
ず
、『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
現
実
的
な
空
間
と
し
て
の
「
空
」
の
用
例

を
確
認
し
た
い
。
注
目
し
た
い
の
が
、「
歌
方
毛　

曰
管
毛
有
鹿　

吾
有
者　

地
庭
不
落　

空
消
生
（
う
た
が
た
も　

言
ひ
つ
つ
も
あ
る
か　

我
な
ら
ば　

地つ
ち

に
は
落
ち
ず　

空
に
消け

な
ま
し
）」（
巻
十
二
・
正
述
心
緒
・
二
八
九
六
）」
と

い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、「
空
に
消
ぬ
」
こ
と
を
詠
ん
だ
他
の
用
例
を
ふ

ま
え
る
と（

７
）、

雪
が
消
え
て
い
く
場
所
の
「
空
」
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ん
だ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。「
地
に
落
つ
」
が
面
目
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
、
空
に
消
え

る
こ
と
を
肯
定
的
に
表
現
し
て
い
る
。
先
述
し
た
倭
建
命
の
用
例
と
同
様
に
、

「
地
」
と
対
比
し
て
表
現
さ
れ
る
「
空
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
人
間
と
の
関
わ

り
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
。
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ま
た
、『
万
葉
集
』
に
も
、神
々
の
支
配
す
る
「
天
」
の
影
響
を
受
け
た
「
空
」

を
見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
、
大
和
の
枕
詞
「
そ
ら
み
つ
（
そ
ら
に
み
つ
）」
で

あ
る
。
こ
の
枕
詞
の
起
源
は
、『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
、「
饒に
ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と

速
日
命
、
天あ

ま
の
い
は
ふ
ね

磐
船

に
乗
り
て
太お
ほ
ぞ
ら虚

を
翔か

け
め
ぐ行

り
、
是こ

の
郷く

に

を
睨の

ぞ

み
て
降あ

ま
く
だ

り
た
ま
ふ
に
及い

た至
り
て
、

故か
れ

、
因
り
て
目な

づ

け
て
、『
虚そ

ら空
見
つ
日や

ま
と本

の
国
』
と
曰の

た
ま

ひ
き
。」（
巻
第
三　

神

武
天
皇
）
と
い
う
記
述
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
枕
詞
「
そ
ら
み
つ
」
は
神
が

空
か
ら
見
た
場
所
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

８
）。

品
田
悦
一
氏

は
、地
名
に
枕
詞
が
伴
わ
れ
る
の
は
「
根
底
に
土
地
讃
め
の
発
想
が
あ
る
か
ら
」

で
、そ
こ
に
枕
詞
が
本
来
持
つ
「
呪
的
機
能
が
活
か
さ
れ
」
る
と
述
べ
る（

９
）。『

万

葉
集
』
で
用
い
ら
れ
る
「
そ
ら
み
つ
」
に
は
、
そ
の
起
源
に
神
々
の
存
在
が
あ

り
、「
大
和
」
を
賛
美
す
る
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

敬
称
・
美
称
の
接
頭
語
「
み
」
を
冠
し
た
「
み
そ
ら
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
な

か
に
も
、神
々
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は「
天
の
み
空
」「
天

つ
み
空
」
な
ど
、「
天
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
み

空
ゆ
く
」
の
よ
う
に
月
に
か
か
る
慣
用
的
修
辞
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
で
あ

る
。「
み
そ
ら
」
は
、
天あ
め
つ
ち地

の
大お

ほ
み
か
み

御
神
た
ち
や
大
和
の
大お

ほ
く
に
み
た
ま

国
御
魂
が
天あ

ま
が翔

け
る

場
所
（
巻
五
・
雑
歌
・
八
九
四
）
や
、「
月
読
み
を
と
こ
」
の
い
る
場
所
（
巻
七
・

譬
喩
歌
・
一
三
七
二
）
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
月
読
は
、
月
を
神
と
見
た
語
で
あ

り
、「
読
む
」（
数
え
る
）
と
い
う
行
為
自
体
が
神
わ
ざ
だ
と
さ
れ
る

）
（1
（

。「
み
そ
ら
」

は
ま
た
、
月
光
が
照
ら
す
夜
空
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
こ
に
は
、

上
代
人
に
と
っ
て
の
夜
が
、「
万
神
万
妖
が
盛
ん
に
活
動
し
、
そ
の
支
配
権
を

有
す
る
時
間
帯
」
で
あ
り
、「
人
間
の
支
配
す
る
時
間
帯
」
と
し
て
の
昼
と
は

区
別
し
て
考
え
ら
れ
た
と
す
る
井
手
至
氏
の
指
摘

）
（（
（

と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
。

神
性
を
持
つ
「
空
」
と
、
神
々
の
支
配
す
る
時
間
帯
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
夜

と
の
結
び
付
き
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
は
、
現
実
的
な
空
間

と
し
て
の
「
空
」
を
表
す
用
例
よ
り
も
「
そ
ら
み
つ
」「
み
そ
ら
」
の
用
例
を

多
く
見
出
せ
る
。
上
代
の
人
々
の
頭
上
に
広
が
る
の
は
観
念
と
し
て
の
「
天
」

が
優
勢
で
あ
り
、「
空
」
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。

三
、
人
間
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
「
空
」

　

上
代
の
「
空
」
は
平
安
時
代
以
降
ど
う
詠
ま
れ
る
か
。
平
安
時
代
初
期
か
ら

後
期
に
か
け
て
の
「
空
」
詠
を
考
察
し
た
い
。
対
象
と
す
る
の
は
『
古
今
集
』

（
九
〇
五
年
奏
上
）
か
ら
『
詞
花
集
』（
一
一
四
四
年
下
命
）
に
か
け
て
詠
ま
れ

た
和
歌
で
あ
る
。こ
の
時
期
の
和
歌
を
概
括
す
る
際
に
注
目
し
た
い
点
に
、「
空
」

の
と
ら
え
方
の
変
容
と
そ
れ
に
伴
う
「
空
」
の
前
景
化
が
あ
る
。
ま
ず
は
『
古

今
集
』
四
季
歌
の
「
空
」
詠
か
ら
主
だ
っ
た
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

亭
子
院
歌
合
の
歌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

　

①
さ
く
ら
花
ち
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
そ
ら
に
浪
ぞ
た
ち
け
る  

 

（
巻
二
・
春
歌
下
・
八
九
）

　
　
　
　

ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
を
聞
き
て
よ
め
る　
　
　

つ
ら
ゆ
き

　

②
五
月
雨
の
空
も
と
ど
ろ
に
郭
公
な
に
を
憂
し
と
か
夜
た
ゞ
な
く
覧

 

（
巻
三
・
夏
歌
・
一
六
〇
）

　
　
　
　

雪
の
降
り
け
る
を
よ
み
け
る　
　
　
　
　
　
　

清
原
深
養
父

　

③
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む

 

（
巻
六
・
冬
歌
・
三
三
〇
）

　

紀
貫
之
の
①
歌
は
、
延
喜
十
三
（
九
一
三
）
年
亭
子
院
歌
合
に
お
い
て
「
三

月
」
題
の
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、『
古
今
集
』
が
延
喜
五
年
に
奏
覧
さ
れ

た
と
す
れ
ば
、
後
の
補
入
歌
と
考
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
鈴
木
宏
子
氏
は
、
①
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歌
に
見
ら
れ
る
「〈
桜
を
波
に
見
立
て
る
〉
表
現
」
の
「
新
し
さ
」
を
指
摘
し

た
う
え
で
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
に
「
精
緻
な
こ
と
ば
の
組
立
て
」
が
な
さ
れ

る
と
し
、
第
三
句
の
「
な
ご
り
」
に
「
名
残
（
物
事
の
過
ぎ
去
っ
た
あ
と
に
残

る
気
配
）」
と
「
余
波
（
風
が
止
ん
だ
あ
と
に
残
る
波
）」
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と

で
、
こ
の
こ
と
ば
を
要
と
し
て
、
第
一
・
二
句
の
「
さ
く
ら
花
ち
り
ぬ
る
風
」

と
い
う
実
像
と
第
四
・
五
句
の
「
水
な
き
そ
ら
に
た
つ
浪
」
と
い
う
虚
像
が
結

び
つ
く
と
述
べ
る

）
（1
（

。
①
歌
は
「
散
る
桜
」
歌
群
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
が
、

歌
の
時
点
に
お
い
て
桜
は
も
う
存
在
し
な
い
。
あ
る
の
は
人
々
の
頭
上
に
広
が

る
「
空
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、「
水
な
き
そ
ら
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、人
々

の
脳
裏
に
は
豊
か
な
水
を
た
た
え
た
「
空
」
が
逆
説
的
に
想
起
さ
れ
る
。
渡
辺

秀
夫
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

こ
と
ば
の
、
こ
と
ば
の
み
に
よ
っ
て
可
能
な
不
可
思
議
さ
は
、
目
前
の
事

実
の
中
に
は
存
在
し
え
な
い
も
の
、
容
易
に
見
い
だ
し
え
な
い
も
の
を
変

幻
自
在
に
た
ぐ
り
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
文
脈
の
組
み
替

え
、
新
た
な
る
関
係
づ
け
に
よ
っ
て
、
眼
前
の
既
往
既
存
の
も
の
が
、
全

く
こ
と
な
っ
た
新
た
な
る
意
味
と
相
貌
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
魔
力

に
あ
る

）
（1
（

。

　

①
歌
で
詠
ま
れ
る
の
は
、
神
性
の
感
じ
ら
れ
る
「
空
」
で
も
現
実
的
な
空
間

と
し
て
の
「
空
」
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
見
立
て
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
美
的
空
間
と
し
て
の
「
空
」
で
あ
る
。
尼
ヶ

崎
彬
氏
は
、
見
立
て
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
に
つ
い
て
、「
既
に
現
実
に

拮
抗
し
う
る
ほ
ど
の
確
か
な
〈
も
う
一
つ
の
世
界
〉」
で
あ
り
、「
美
的
意
味
に

よ
る
体
系
的
な
世
界
が
、
人
々
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
共
有
さ
れ
た
世
界
（
共

同
幻
想
）
と
な
る
時
、そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
も
う
一
つ
の
客
観
的
世
界
に
等
し
い
」

と
述
べ
る

）
（1
（

。
①
歌
に
詠
ま
れ
た
の
は
、
現
実
の
世
界
に
想
像
の
世
界
を
投
影
す

る
こ
と
で
新
た
に
構
築
さ
れ
た
「
空
」
で
あ
っ
た
。『
古
今
集
』
四
季
歌
に
は
、

そ
の
他
に
も
見
立
て
を
用
い
た
「
空
」
詠
が
存
在
す
る
。
清
原
深
養
父
の
③
歌

「
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む
」
で

見
ら
れ
る
の
は
、〈
雪
を
花
に
見
立
て
〉
る
手
法
で
あ
る
。
③
歌
に
お
け
る
「
空
」

も
ま
た
、
冬
で
あ
り
な
が
ら
花
の
散
る
美
的
空
間
と
し
て
人
々
の
心
に
刻
ま
れ

る
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
②
歌
「
五
月
雨
の
空
も
と
ど
ろ
に
郭
公
な
に
を
憂
し
と
か
夜
た
ゞ

な
く
覧
」
で
は
、
郭
公
に
仮
託
し
、
詠
歌
主
体
の
満
た
さ
れ
ぬ
恋
心
を
募
ら
せ

る
場
所
と
し
て
「
空
」
が
詠
ま
れ
る
。『
古
今
集
』
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
空
」

が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
歌
集
自
体
が
持
つ
性
格
の
影
響
も
多
分
に

あ
る
と
言
え
る
。「
仮
名
序
」
の
冒
頭
に
は
「
や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と

し
て
、万よ
ろ
づ

の
言こ

と

の
葉は

と
ぞ
成
れ
り
け
る
。」と
記
さ
れ
る
。
こ
の
序
文
に
お
い
て
、

和
歌
は
人
の
心
が
こ
と
ば
と
い
う
形
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
和
歌
と
人
間
の
不
可
分
な
関
係
性
を
見
出
せ
る
。
最
初
の
勅
撰

和
歌
集
と
し
て
の
『
古
今
集
』
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、「
空
」
が
本
来

有
し
て
い
た
「
地
」
と
の
結
び
つ
き
を
取
り
戻
す
一
つ
の
要
因
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
前
節
で
『
万
葉
集
』
の
「
空
」
が
「
天
」
の
影
響
を
受
け
や
す
い

点
を
指
摘
し
た
。
枕
詞
「
そ
ら
み
つ
」
は
『
古
今
集
』
以
降
ほ
ぼ
姿
を
消
す

）
（1
（

。

「
み
そ
ら
」
に
つ
い
て
も
勅
撰
集
で
は
『
千
載
集
』
に
い
た
る
ま
で
詠
ま
れ
る

こ
と
は
な
い

）
（1
（

。
和
歌
に
お
け
る
「
空
」
は
、
平
安
時
代
以
降
し
だ
い
に
人
間
と

の
相
互
的
な
関
係
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

た
だ
そ
う
は
言
っ
て
も
、『
古
今
集
』
四
季
歌
に
は
「
空
」
を
詠
ん
だ
和
歌
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の
数
が
少
な
く
、
一
概
に
は
言
い
き
れ
な
い
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
参
考
と
し
て
同
時
期
に
作
ら
れ
た
物
語
散
文
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き

た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
『
竹
取
物
語
』
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
「
空
」

は
六
例
用
い
ら
れ
る

）
（1
（

。
そ
の
う
ち
、
物
理
的
な
空
間
と
し
て
の
「
空
」
は
次
に

示
す
三
例
で
あ
る

）
（1
（

。

　

① 

屋
の
上
に
を
る
人
々
に
い
は
く
、「
つ
ゆ
も
、
物
空
に
か
け
ら
ば
、
ふ
と

射
殺
し
給
へ
」。（
六
一
頁
）

　

② 

大
空
よ
り
（
人
）、雲
に
乗
り
て
下
り
來
て
、土
よ
り
五
尺
ば
か
り
上あ

が

（
り
）

た
る
程
に
、
立
ち
列つ
ら

ね
た
り
。（
六
三
頁
）

　

③ 「
…
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
給
へ
。
見
捨
て
た
て
ま
つ
り
て

ま
か
る
空
よ
り
も
、落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
」
と
書
（
き
）
を
く
。（
六
四

頁
）

　

こ
れ
ら
の
「
空
」
は
、
い
ず
れ
も
人
間
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
表
現
さ

れ
る
。
①
は
翁
、
②
は
『
竹
取
物
語
』
の
語
り
手
（
視
点
は
地
上
に
あ
り
）
の

言
葉
で
あ
る
。
③
は
月
の
都
の
人
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
言
葉
だ
が
、
こ
こ
で
彼

女
が
述
べ
た
「
空
」
は
、
人
間
界
と
切
り
離
さ
れ
た
「
天
」
で
は
な
く
、
一
定

期
間
を
地
上
で
過
ご
し
、
翁
や
媼
の
い
る
人
間
界
に
思
い
を
残
し
、
彼
ら
と
の

つ
な
が
り
を
持
と
う
と
す
る
関
係
性
の
な
か
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、『
竹
取
物
語
』
に
は
「
天
」
の
用
例
も
見
出
せ
る
。「
天
の
人
」

「
天
の
羽
衣
」
と
い
っ
た
よ
う
に
月
の
都
に
関
わ
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
注
目
し
た
い
用
例
に
、
結
び
の
「
ふ
じ
の
山
」
に
お
け
る
帝
の

言
葉
が
あ
る
。

　
　

 

大
臣
上
達
部
を
召
し
て
、「
い
づ
れ
の
山
か
天
に
近
き
」と
問
は
せ
給
ふ
に
、

あ
る
人
奏
す
、「
駿
河
の
国
に
あ
る
な
る
山
な
ん
、
こ
の
都
も
近
く
、
天

も
近
く
侍
る
」
と
奏
す
。（
六
六
頁
）

　

か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
に
戻
り
、
地
上
に
残
さ
れ
た
人
々
の
深
い
悲
し
み
が
描

写
さ
れ
る
な
か
で
、帝
が
「
ど
の
山
が
天
に
近
い
か
」
と
尋
ね
る
場
面
で
あ
る
。

地
上
に
い
る
人
々
が
二
度
と
か
ぐ
や
姫
に
会
え
な
い
と
い
う
状
況
は
、「
天
」

と
表
現
す
る
こ
と
で
よ
り
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の「
天
」

は
、
地
上
と
の
相
互
的
な
関
わ
り
を
持
ち
得
な
い
場
所
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
、
相
対
的
空

間
と
し
て
の
「
空
」
は
、『
古
今
集
』
や
『
竹
取
物
語
』
が
つ
く
ら
れ
た
平
安

時
代
初
期
に
い
た
っ
て
具
現
化
さ
れ
、
し
だ
い
に
「
空
」
の
観
念
が
及
ぼ
す
範

囲
を
広
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。

　

最
後
に
、
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、『
古
今
集
』
四
季
歌
に
お
け
る
「
空
」

が
あ
く
ま
で
脇
役
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。『
古
今
集
』
で
四
季

の
部
立
に
属
す
「
空
」
詠
は
全
部
で
五
首
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
春
歌
一
首
、

夏
歌
二
首
、
秋
歌
一
首
、
冬
歌
一
首
で
あ
り
、「
空
」
が
季
節
を
問
わ
ず
満
遍

な
く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
こ
と
は
、歌
人
た
ち
に
と
っ
て「
空
」

が
季
節
を
表
す
景
物
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ

う
。「
空
」
は
あ
く
ま
で
も
四
季
折
々
の
景
物
の
美
し
さ
を
映
し
出
す
背
景
で

あ
り
、
景
物
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
が
り
を
持
っ
た
美
的
世

界
を
つ
く
り
出
す
存
在
だ
っ
た
。「
空
」
は
『
古
今
集
』
の
核
を
な
す
四
季
の

景
物
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
美
的
世
界
に
空
間
的
な
広
が
り
を

も
た
ら
す
素
材
と
し
て
詠
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
歌
語
「
空
の
け
し
き
」

　
『
古
今
集
』
よ
り
後
の
和
歌
に
お
い
て
、「
空
」
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
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か
。
そ
こ
に
は
、「
空
」
が
詠
歌
の
直
接
的
な
対
象
と
し
て
前
景
化
す
る
様
子

が
見
出
せ
る
。「
空
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、『
古
今
集
』
で
は
二
十
首
あ
り
、
全
歌

数
に
お
け
る
比
率
は
１
．
８
％
で
あ
る
。
続
く『
後
撰
集
』で
は
三
十
一
首（
全

歌
数
に
お
け
る
比
率［
以
下
同
］２
．
１
％
）、『
拾
遺
集
』で
は
四
十
一
首（
３
．

０
％
）、『
後
拾
遺
集
』
で
四
十
六
首
（
３
．
７
％
）、『
金
葉
集
』
で
三
十
八
首

（
６
．
９
％
）、『
詞
花
集
』
で
十
八
首
（
４
．
３
％
）
と
推
移
す
る
。
こ
れ
ら

の
数
字
か
ら
は
、
勅
撰
集
に
お
け
る
「
空
」
詠
の
占
め
る
割
合
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る

）
1（
（

。
こ
の
要
因
と
し
て
は
、「
空
の
け
し
き
」
と
い
う
表
現
が

和
歌
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
月
光
へ
の
好
尚
に
よ
り
「
空
」
へ

の
注
目
が
増
し
て
い
っ
た
こ
と
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
『
後
拾
遺

集
』
以
降
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
事
象
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
歌
語
「
空
の
け
し

き
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
け
し
き
」
が
和
歌
で
詠
ま
れ
る
の
は
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
集
』

以
降
の
こ
と
で
あ
り
、「
秋
の
け
し
き
」
や
「
夜
半
の
け
し
き
」
な
ど
、「
名
詞

（
自
然
に
関
す
る
語
）＋
の
＋
け
し
き
」
と
い
う
形
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い

）
11
（

。

こ
の
こ
と
は
、
歌
語
「
空
の
け
し
き
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
主
だ
っ
た

和
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

忍
び
た
る
男
の
、
ほ
か
に
出
で
会
へ
な
ど
い
ひ
侍
り
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
左
衛
門

　

① 

春
が
す
み
立
ち
出
で
む
こ
と
も
思
ほ
え
ぬ
あ
さ
み
ど
り
な
る
空
の
け
し
き

に 

（
後
拾
遺
・
巻
一
六
・
雑
二
・
九
〇
七
）

　
　
　
　

 

同
じ
孫
の
少
将
の
ち
ご
の
も
と
に
、
子
の
日
に
あ
た
り
け
れ
ば
、
一

条
右
大
臣
へ
籠こ
も
の物

な
ど
し
て
奉
る

　

②
春
寒
み
空
の
け
し
き
は
つ
つ
め
ど
も
今
日
の
小
松
は
な
ほ
ぞ
引
き
つ
る

 

（
中
務
Ⅱ
・
一
四
〇
）

　
　
　
　

師
走
の
つ
ご
も
り
、
あ
る
所
の
七
夜
に
雪
の
降
る
に

　

③ 

今
宵
よ
り
い
ま
や
ち
と
せ
の
ゆ
き
つ
ま
む
空
の
け
し
き
も
い
ち
し
る
き
か

な 

（
能
宣
・
六
四
）

　
　
　
　

と
い
ひ
た
れ
ば

　

④
梅
の
花
む
か
し
の
こ
と
を
疑
へ
ど
空
の
け
し
き
の
か
は
れ
る
や
な
ぞ

 

（
馬
内
侍
・
一
〇
六
）

　
　
　
　

三
月
尽
日
唯
残
半
日
春

　

⑤
惜
し
む
と
や
空
の
け
し
き
も
思
ふ
ら
ん
入
相
の
声
に
春
の
残
れ
る

 

（
高
遠
・
一
七
三
）

　
　
　
　

秋
の
宮
、
あ
か
つ
き
が
た
の
薄
に
つ
け
て

　

⑥
花
薄
ほ
の
ぼ
の
明
く
る
あ
か
つ
き
の
空
の
け
し
き
も
秋
は
ま
さ
れ
り

 

（
宰
相
中
将
伊
尹
公
達
春
秋
歌
合
・
六
一
）

　
　
　
　

返
し

　

⑦
よ
と
と
も
に
詠な
が
む

る
空
の
け
し
き
に
て
時
雨
ゝ
程
も
し
り
ぬ
べ
き
か
な

 

（
赤
染
・
二
七
）

　
　
　
　

 

兼
房
の
君
、春
待
つ
心
の
歌
詠
み
て
、「
こ
れ
定
め
よ
」
と
あ
り
し
に
、

正
月
一
日
き
こ
え
し

　

⑧
い
つ
し
か
と
霞
め
る
空
の
け
し
き
か
な
春
待
つ
人
は
い
か
ゞ
見
る
ら
ん

 

（
赤
染
・
五
五
三
）

　
「
空
の
け
し
き
」
の
勅
撰
集
に
お
け
る
初
出
は
、『
後
拾
遺
集
』
①
歌
「
春
が

す
み
立
ち
出
で
む
こ
と
も
思
ほ
え
ぬ
あ
さ
み
ど
り
な
る
空
の
け
し
き
に
」
で
あ

る
。
作
者
新
左
衛
門
は
、『
後
拾
遺
集
』
に
の
み
入
集
し
、
後
朱
雀
天
皇
の
女

御
生
子
や
関
白
頼
通
家
の
女
房
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。こ
こ
に
見
ら
れ
る「
空
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の
け
し
き
」
は
、
春
霞
に
よ
っ
て
浅
い
緑
色
を
帯
び
、
男
の
心
の
浅
さ
を
含
意

す
る
。
自
然
の
風
景
と
と
も
に
、
人
間
の
様
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
た
歌

で
あ
る
。
ま
た
、
私
家
集
に
は
、
①
歌
以
前
に
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
を

い
く
つ
か
見
出
せ
る
。
ま
ず
挙
げ
た
い
の
が
、
中
務
に
よ
る
②
歌
「
春
寒
み
空

の
け
し
き
は
つ
つ
め
ど
も
今
日
の
小
松
は
な
ほ
ぞ
引
き
つ
る
」
で
あ
る
。
稲
賀

敬
二
氏
は
、
詞
書
の
表
記
か
ら
、
中
務
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
藤
原
伊
尹

が
右
大
臣
だ
っ
た
九
七
〇
年
正
月
か
ら
翌
年
一
一
月
に
太
政
大
臣
に
転
ず
る
ま

で
の
二
年
間
に
あ
る
と
す
る

）
11
（

。
春
ら
し
さ
を
隠
す
寒
々
と
し
た「
空
の
け
し
き
」

に
対
し
、
そ
れ
で
も
小
松
を
引
い
て
曾
孫
を
祝
う
歌
で
、「
つ
つ
む
」
と
い
う

語
に
、
赤
子
の
祖
父
で
あ
り
右
大
臣
で
あ
る
藤
原
伊
尹
へ
の
「
気
兼
ね
や
遠
慮

の
気
持
ち
」
が
込
め
ら
れ
る
と
す
る

）
11
（

。「
空
の
け
し
き
」
が
「
つ
つ
む
」
も
の
は
、

春
ら
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
詠
歌
主
体
の
慎
ま
し
さ
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
「
空
の
け
し
き
」
は
、
漢
語
「
気き
し
よ
く色

」
の
呉
音
読
み
に
よ
る
語
「
気け

し
き色

」
が

和
文
中
で
用
い
ら
れ
る
な
か
で
生
ま
れ
た
歌
語
で
あ
る

）
11
（

。
根
来
司
氏
は
、「
け

し
き
」
に
つ
い
て
、
平
安
初
期
の
『
竹
取
物
語
』
や
『
土
佐
日
記
』
な
ど
に
お

い
て
「
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
様
子
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
」
た
と
し
、
そ
の
後
、
中

期
の
『
蜻
蛉
日
記
』
で
「
自
然
の
風
景
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
き
ざ
し
が
見
え

は
じ
め
」、『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
を
経
て
『
更
級
日
記
』
に
な
る
と
に
わ

か
に
増
え
る
と
し
た
う
え
で
、
和
歌
上
に
「
け
し
き
」
が
現
れ
る
の
は
、「
け

し
き
」
が
自
然
の
風
景
に
用
い
ら
れ
て
か
ら
と
す
る

）
11
（

。
②
歌
の
作
者
で
あ
る
中

務
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
藤
原
道
綱
母
と
同
時
期
に
活
躍
し
た
歌
人
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
空
の
け
し
き
」
に
関
し
て
言
え
ば
、自
然
の
「
け
し
き
」
が
『
蜻

蛉
日
記
』
で
用
い
ら
れ
た
頃
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
和
歌
で
も
詠
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

②
歌
の
「
空
の
け
し
き
」
に
関
し
て
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
点
に
、
自
然
の

風
景
だ
け
で
な
く
人
間
の
様
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
こ
に
、
自
然
の
風
景
の
み
を
詠
み
込
ん
だ
⑥
歌
「
花
薄
ほ
の
ぼ
の
明
く
る
あ

か
つ
き
の
空
の
け
し
き
も
秋
は
ま
さ
れ
り
」
と
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
⑥
歌
は
九
六
三
年
の
宰
相
中
将
伊
尹
公
達
春
秋
歌
合
で
詠
ま
れ
、「
空
の

け
し
き
」
の
最
も
初
期
の
用
例
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
宰
相
中
将
は
、
②
歌

の
詞
書
に
も
登
場
し
た
藤
原
伊
尹
で
、
中
務
の
娘
、
井
殿
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ

た
人
物
で
あ
る
。
⑥
歌
の
お
よ
そ
八
年
後
、
中
務
は
、
②
歌
「
春
寒
み
空
の
け

し
き
は
つ
つ
め
ど
も
今
日
の
小
松
は
な
ほ
ぞ
引
き
つ
る
」
を
詠
み
、
自
然
の
風

景
と
人
間
の
様
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
し
た

）
11
（

。

　

根
来
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
例
の
分
析
か
ら
、「
け
し
き
」
が
人

間
の
心
理
と
自
然
の
風
物
と
い
う
二
つ
の
判
然
と
分
か
れ
た
指
示
対
象
を
持
た

な
い
こ
と
に
注
目
す
る

）
11
（

が
、「
け
し
き
」
が
和
語
化
す
る
初
期
段
階
か
ら
、
和

歌
に
お
け
る
「
空
の
け
し
き
」
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
、「
け
し
き
」
と
い
う
こ
と
ば
の
持
つ
特

性
と
、「
空
」
が
元
来
内
包
す
る
人
の
「
心
」
と
の
親
和
性

）
11
（

と
の
相
互
作
用
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

中
務
と
同
時
期
の
「
空
の
け
し
き
」
詠
と
し
て
は
、
③
歌
「
今
宵
よ
り
い
ま

や
ち
と
せ
の
ゆ
き
つ
ま
む
空
の
け
し
き
も
い
ち
し
る
き
か
な
」
や
④
歌
「
梅
の

花
む
か
し
の
こ
と
を
疑
へ
ど
空
の
け
し
き
の
か
は
れ
る
や
な
ぞ
」、
⑤
歌
「
惜

し
む
と
や
空
の
け
し
き
も
思
ふ
ら
ん
入
相
の
声
に
春
の
残
れ
る
」
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
③
歌
の
作
者
は
大
中
臣
能
宣
で
、詞
書
に
「
師
走
の
つ
ご
も
り
、

あ
る
所
の
七
夜
に
雪
の
降
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
し
い
年
を
迎
え
る
今
、

新
生
児
の
祝
賀
の
意
を
込
め
て
雪
が
降
ろ
う
と
す
る
様
子
が
表
現
さ
れ
る
。『
能
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宣
集
注
釈
』
に
は
、「
空
の
け
し
き
も
い
ち
し
る
き
か
な
」
に
つ
い
て
、
天
も

明
ら
か
に
こ
の
子
を
祝
う
と
す
る
こ
と
で
、「
祝
の
日
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ

う
に
見
え
る
雪
空
を
祝
意
の
あ
る
も
の
に
い
い
な
し
て
、
歌
よ
み
の
腕
を
み
せ

る
」
と
あ
る

）
11
（

。
ま
た
、
④
歌
「
梅
の
花
む
か
し
の
こ
と
を
疑
へ
ど
空
の
け
し
き

の
か
は
れ
る
や
な
ぞ
」
は
、
去
年
送
っ
た
梅
の
花
を
手
紙
に
挿
し
て
よ
こ
し
た

藤
原
公
任
に
対
し
、
馬
内
侍
が
「
む
か
し
に
に
た
る
梅
の
花
か
な
」
と
言
っ
た

こ
と
を
受
け
て
、
公
任
が
返
し
た
歌
で
あ
る
。
④
歌
の
「
空
の
け
し
き
」
も
単

な
る
自
然
の
描
写
で
は
な
く
、
馬
内
侍
の
心
変
わ
り
を
暗
示
し
、
そ
れ
を
咎
め

る
意
が
込
め
ら
れ
る

）
1（
（

。
ま
た
、『
後
拾
遺
集
』
に
は
「
か
き
く
も
れ
し
ぐ
る
と

な
ら
ば
神
無
月
け
し
き
そ
ら
な
る
人
や
と
ま
る
と
」（
巻
十
六
・
雑
二
・

九
三
八
・
馬
内
侍
）
と
い
う
歌
も
あ
り
、「
け
し
き
そ
ら
な
る
」
と
い
う
こ
と

ば
が
人
を
修
飾
し
、
人
の
「
け
し
き
」
を
前
面
に
詠
み
つ
つ
、
時
雨
と
い
う
自

然
の
「
け
し
き
」
も
織
り
込
ん
で
表
現
す
る
。
人
の
「
け
し
き
」
と
自
然
の
「
け

し
き
」
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。「
空
の
け
し
き
」
詠

に
は
、
自
然
の
景
が
人
の
内
面
世
界
に
溶
け
込
み
、
人
の
内
面
世
界
が
自
然
の

景
に
溶
け
込
ん
だ
、
渾
然
一
体
の
「
け
し
き
」
を
見
出
せ
る
と
言
え
る
。「
け

し
き
」
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
は
、
藤
原
高
遠
の
⑤
歌
「
惜
し
む
と
や
空
の

け
し
き
も
思
ふ
ら
ん
入
相
の
声
に
春
の
残
れ
る
」に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

初
期
の
「
け
し
き
」
詠
に
は
珍
し
い
擬
人
化
が
施
さ
れ
る

）
11
（

。「
空
」
と
「
け
し
き
」

は
和
歌
で
用
い
ら
れ
た
当
初
か
ら
親
和
性
が
あ
り
、
結
び
つ
き
や
す
い
も
の

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
辛
島
美
絵
氏
は
、
様
々
な
種
類
の
日
本
語
文
献
を
調
査
す
る
な
か
で
、

「
け
し
き
」
が
和
語
化
す
る
段
階
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
ば
が
持
っ
て
い
た
特

色
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 

少
な
く
と
も
一
〇
世
紀
頃
ま
で
は
、
人
の
〈
け
し
き
〉
も
、
自
然
の
〈
け

し
き
〉
も
、
根
本
的
な
語
義
は
同
じ
で
あ
り
〈
眼
前
に
は
な
い
個
別
的
な

人
や
事
物
の
状
態
・
動
作
等
の
何
ら
か
の
現
れ
が
感
受
者
に
よ
っ
て
感
受

さ
れ
、
は
じ
め
て
存
在
し
た
も
の
〉
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る

）
11
（

。

　

こ
こ
か
ら
、
当
時
の
「
け
し
き
」
は
感
受
者
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、
個
別

的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
「
け
し
き
」
の

特
性
は
、「
空
の
け
し
き
」
詠
に
も
見
出
せ
る
。
赤
染
衛
門
と
い
う
歌
人
一
人

を
と
っ
て
も
、
⑦
歌
「
よ
と
と
も
に
詠な
が
む

る
空
の
け
し
き
に
て
時
雨
ゝ
程
も
し
り

ぬ
べ
き
か
な
」
と
⑧
歌
「
い
つ
し
か
と
霞
め
る
空
の
け
し
き
か
な
春
待
つ
人
は

い
か
ゞ
見
る
ら
ん
」
の
よ
う
に
、
異
な
る
「
空
の
け
し
き
」
が
表
現
さ
れ
る
。

「
空
の
け
し
き
」
は
、
客
観
的
か
つ
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
眼
前
に
存
在
す
る

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
感
受
者
が
見
出
し
た
「
け
し
き
」
で
あ
り
、「
空
」
と

い
う
具
象
を
通
し
て
と
ら
え
た
心
象
風
景
で
も
あ
っ
た
。『
古
今
集
』
で
四
季

折
々
の
景
物
の
美
し
さ
を
映
し
出
す
背
景
だ
っ
た
「
空
」
は
、「
け
し
き
」
の

持
つ
特
性
を
取
り
込
む
こ
と
で
よ
り
豊
か
に
表
現
さ
れ
る
。
歌
語
「
空
の
け
し

き
」
は
、「
空
」
が
積
極
的
に
詠
ま
れ
、
前
景
化
す
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
月
光
へ
の
好
尚

　
「
空
」
は
、
雨
や
霞
、
雲
な
ど
と
い
っ
た
天
象
と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
映
し
出
す
天
象
の
特
性
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。「
空
」
詠
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
は
月
で
あ
る
。
と
り
わ
け
月
の
光
が
詠

み
込
ま
れ
る
こ
と
が
、「
空
」
が
前
景
化
す
る
う
え
で
の
推
進
力
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
こ
の
観
点
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。
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ま
ず
は
、
月
と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
「
空
」
詠
の
量
的
な
変
化
を
押
さ
え
た

い
。『
古
今
集
』
で
は
四
首
（
雑
体
歌
を
除
く
）、『
後
撰
集
』
二
首
、『
拾
遺
集
』

七
首
だ
っ
た
の
に
対
し
、『
後
拾
遺
集
』
で
は
十
六
首
収
め
ら
れ
て
お
り
、
顕

著
な
増
加
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
古
来
詠
歌
の
対
象
で
あ
っ
た
月
が
、

和
歌
に
お
い
て
さ
ら
に
優
勢
の
度
合
い
を
増
す
こ
と
と
も
関
連
す
る

）
11
（

。
渡
辺
秀

夫
氏
は
、「
月
そ
の
も
の
へ
の
興
味
の
増
大
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
月
に
対
す

る
見
方
の
変
容
と
連
動
」
す
る
と
述
べ
、
万
葉
時
代
に
は
、
主
に
月
の
形
態
に

着
目
す
る
比
喩
が
一
般
的
だ
っ
た
の
に
対
し
、
平
安
以
後
の
和
歌
は
光
に
目
を

向
け
る
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
「
平
安
朝
に
自
覚
化
さ
れ
る
時
間
意
識
や
個
我

意
識
の
顕
在
化
と
い
う
現
象
に
対
応
す
る
必
然
的
な
も
の
」
だ
っ
た
と
述
べ

る
）
11
（

。
こ
の
指
摘
を
「
空
」
詠
の
視
点
か
ら
捉
え
直
す
と
、
平
安
時
代
以
降
、
月

光
が
注
目
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
月
光
が
照
ら
し
出
す
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て

の「
空
」に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。

そ
の
結
果
、『
後
拾
遺
集
』
以
降
に
「
空
」
と
月
を
詠
み
込
む
和
歌
が
増
加
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
月
の
光

や
澄
明
さ
に
着
目
し
た
「
空
」
詠
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　

①
大
空
の
月
の
ひ
か
り
し
清
け
れ
ば
影
見
し
水
ぞ
ま
づ
こ
ほ
り
け
る

 

（
古
今
・
巻
六
・
冬
歌
・
三
一
六
）

　
　
　
　

 

田
村
帝
御
時
に
、
斎
院
に
侍
け
る
彗あ

き
ら
け
い
こ
の
み
こ

子
皇
女
を
、
母
過
ち
あ
り
と
言

ひ
て
、
斎
院
を
替
へ
ら
れ
む
と
し
け
る
を
、
そ
の
こ
と
止
み
に
け
れ

ば
、
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尼
敬
信

　

②
お
ほ
ぞ
ら
を
照
り
行ゆ
く

月
し
清
け
れ
ば
雲
か
く
せ
ど
も
ひ
か
り
消
な
く
に

 

（
古
今
・
巻
十
七
・
雑
歌
上
・
八
八
五
）

　
　
　
　

月
を
見
て
詠
め
る　
　
　
　
　
　
　
　

恵
慶
法
師

　

③
天
の
原
空
さ
へ
さ
え
や
渡
る
ら
ん
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月

 

（
拾
遺
・
巻
四
・
冬
・
二
四
二
）

　
　
　
　
（
屏
風
の
絵
に
）　　
　
　
　
　
　
　
　

躬
恒

　

④
久
方
の
天
つ
空
な
る
月
な
れ
ど
い
づ
れ
の
水
に
影
宿
る
ら
ん

 

（
拾
遺
・
巻
八
・
雑
上
・
四
四
〇
）

　
　
　
　

土
御
門
右
大
臣
家
に
歌
合
し
侍
け
る
に
、
秋
の
月
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
為
義
朝
臣

　

⑤
お
ほ
空
の
月
の
光
し
あ
か
け
れ
ば
真
木
の
板
戸
も
秋
は
さ
ゝ
れ
ず

 

（
後
拾
遺
・
巻
四
・
秋
上
・
二
五
二
）

　
　
　
　

 

書
写
の
聖
に
会
ひ
に
、
播
磨
の
国
に
お
は
し
ま
し
て
、
明
石
と
い
ふ

所
の
月
を
御
覧
じ
て　
　
　
　
　
　
　

花
山
院
御
製

　

⑥
月
影
は
旅
の
空
と
て
か
は
ら
ね
ど
な
を
都
の
み
恋
し
き
や
な
ぞ

 

（
後
拾
遺
・
巻
九
・
羈
旅
・
五
二
二
）

　
　
　
　

月
明
き
夜
な
が
め
し
け
る
女
に
、
年
へ
て
の
ち
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
則
成

　

⑦
年
も
へ
ぬ
長
月
の
夜
の
月
か
げ
の
あ
り
あ
け
が
た
の
空
を
恋
ひ
つ
ゝ

 

（
後
拾
遺
・
巻
十
一
・
恋
一
・
六
一
四
）

　
　
　
　

翫
ブ二

名
月
ヲ一　

と
い
ふ
事
を
よ
め
る　
　
　
　

民
部
卿
忠
教

　

⑧
い
づ
く
に
も
今
宵
の
月
を
見
る
人
の
心
や
お
な
じ
空
に
す
む
ら
ん

 

（
金
葉
・
巻
三
・
秋
部
・
一
八
二
）

　
　
　
　

八
月
十
五
夜
明
月
の
心
を
よ
め
る　
　
　
　

源
俊
頼
朝
臣

　

⑨
す
み
の
ぼ
る
心
や
空
を
払
ふ
ら
ん
雲
の
塵
ゐ
ぬ
秋
の
夜
の
月

 

（
金
葉
・
巻
三
・
秋
部
・
一
八
八
）
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家
に
歌
合
し
侍
け
る
に
よ
め
る　
　
　
　
　

左
衛
門
督
家
成

　

⑩
春
夏
は
空
や
は
か
は
る
秋
の
夜
の
月
し
も
い
か
で
照
り
ま
さ
る
ら
ん

 

（
詞
花
・
巻
三
・
秋
・
九
六
）

　
　
　
　

漢
霽
明
月

　

⑪
は
れ
ぬ
れ
ば
残
れ
る
く
ま
も
な
か
り
け
り
空
こ
そ
月
の
ひ
か
り
也
け
れ

 

（
散
木
奇
歌
・
第
三
・
秋
・
五
一
五
）

　

ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、秋
や
冬
の
季
節
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
月
光
の
「
空
」

で
あ
る
。
⑩
歌
「
春
夏
は
空
や
は
か
は
る
秋
の
夜
の
月
し
も
い
か
で
照
り
ま
さ

る
ら
ん
」
で
は
、動
詞
「
て
り
ま
さ
る
」
と
と
も
に
、月
光
が
照
ら
す
秋
の
「
空
」

が
詠
み
込
ま
れ
る
。
①
歌
「
大
空
の
月
の
ひ
か
り
し
清
け
れ
ば
影
見
し
水
ぞ
ま

づ
こ
ほ
り
け
る
」
や
③
歌
「
天
の
原
空
さ
へ
さ
え
や
渡
る
ら
ん
氷
と
見
ゆ
る
冬

の
夜
の
月
」
の
よ
う
に
、
冬
の
季
節
と
と
も
に
「
空
」
が
詠
ま
れ
る
場
合
も
あ

る
。
ま
た
、『
金
葉
集
』
で
は
、「
す
む
」
や
「
す
み
の
ぼ
る
」
と
い
う
動
詞
を

用
い
、月
の
明
る
く
澄
ん
だ
美
し
さ
に
着
目
す
る
歌
が
詠
ま
れ
る
。
た
と
え
ば
、

⑧
歌
「
い
づ
く
に
も
今
宵
の
月
を
見
る
人
の
心
や
お
な
じ
空
に
す
む
ら
ん
」
や

⑨
歌
「
す
み
の
ぼ
る
心
や
空
を
払
ふ
ら
ん
雲
の
塵
ゐ
ぬ
秋
の
夜
の
月
」
な
ど
の

歌
が
該
当
す
る
。
そ
の
他
に
、
⑤
歌
「
お
ほ
空
の
月
の
光
し
あ
か
け
れ
ば
真
木

の
板
戸
も
秋
は
さ
ゝ
れ
ず
」
の
よ
う
に
月
光
の
明
る
さ
に
着
目
し
た
歌
も
見
ら

れ
る
。「
空
」
が
こ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
の
は
、
渡
辺
氏
が
指
摘
す
る
、「
王
朝

の
人
び
と
」
に
と
っ
て
月
光
が
「
い
よ
い
よ
冷
や
や
か
で
澄
明
な
冴
え
を
一
段

と
先
鋭
化
」
す
る

）
11
（

こ
と
と
の
関
連
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　

次
に
注
目
す
る
の
は
、
⑥
歌
「
月
影
は
旅
の
空
と
て
か
は
ら
ね
ど
な
を
都
の

み
恋
し
き
や
な
ぞ
」
と
⑦
歌
「
年
も
へ
ぬ
長
月
の
夜
の
月
か
げ
の
あ
り
あ
け
が

た
の
空
を
恋
ひ
つ
ゝ
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
月
光
が
恋
し
さ
を
喚
起
す
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
渡
辺
氏
は
、
平
安
和
歌
に
お
け
る
月
光
へ
の
注
目

に
つ
い
て
、「
清
光
の
浄
化
力
」
と
、「
瞬
時
に
し
て
空
間
や
時
間
を
越
え
」、「
あ

ら
ゆ
る
感
慨
を
現い

ま今
の
一
時
に
迎
え
と
り
凝
縮
す
る
不
可
思
議
な
発
光
体
と
し

て
の
月
影
に
対
す
る
明
確
な
自
覚
」
が
あ
り
、「
月
の
光
が
［
恋
］
や
［
旅
情
・

懐
旧
］
あ
る
い
は
［
悲
哀
・
述
懐
］
と
い
っ
た
諸
感
情
を
喚
起
す
る
」
の
は
、「
光

の
作
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
す
る

）
11
（

。
⑥
歌
で
は
、
旅
の
「
空
」
に
あ

り
な
が
ら
も
月
光
に
よ
っ
て
都
へ
の
恋
し
さ
が
喚
起
さ
れ
、
⑦
歌
で
は
、
風
流

を
楽
し
ん
だ
昔
の
思
い
出
が
有
明
の
月
の
光
が
照
ら
す
暁
近
い
「
空
」
へ
の
恋

し
さ
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
②
歌
「
お
ほ
ぞ
ら
を
照
り
行ゆ
く

月
し
清
け
れ
ば
雲
か
く
せ
ど
も
ひ
か

り
消
な
く
に
」
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
歌
に
は
「
田
村
帝
御
時
に
、
斎
院
に

侍
け
る
彗あ
き
ら
け
い
こ
の
み
こ

子
皇
女
を
、
母
過
ち
あ
り
と
言
ひ
て
、
斎
院
を
替
へ
ら
れ
む
と
し
け

る
を
、
そ
の
こ
と
止
み
に
け
れ
ば
、
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。
こ
れ
を

ふ
ま
え
る
と
、
月
光
は
斎
院
と
そ
の
母
の
潔
白
を
、
雲
は
彼
ら
に
不
当
に
か
け

ら
れ
た
嫌
疑
を
喩
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
顕
昭
の
『
古
今
集
註
』
に

も
「
月
ノ
隈
ナ
キ
ヤ
ウ
ニ
清
ヲ
、
人
ノ
ソ
ラ
事
を
云
テ
、
雲
ノ
月
を
カ
ク
ス
ヤ

ウ
ニ
ス
レ
ド
モ
、ア
ヤ
マ
リ
ナ
ケ
レ
バ
、光
ツ
ヰ
二
消
ズ
と
ヨ
メ
リ

）
11
（

。」と
あ
る
。

②
歌
に
お
け
る
月
光
に
は
、
真
実
を
映
し
出
す
公
正
さ
を
見
出
せ
る
。
ま
た
④

歌「
久
方
の
天
つ
空
な
る
月
な
れ
ど
い
づ
れ
の
水
に
影
宿
る
ら
ん
」の
詞
書「
屏

風
の
絵
に
」
は
前
歌
に
続
く
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で

は
「
前
歌
と
は
別
の
折
の
詠
作
」
と
し
、「
大
空
に
あ
っ
て
普
遍
の
光
を
投
げ

か
け
る
、
公
平
無
私
な
月
」
で
あ
る
の
に
「
自
分
は
一
向
に
そ
の
光
の
恩
恵
に

浴
す
る
こ
と
が
な
い
」
こ
と
を
表
す
と
す
る
。
月
に
対
し
て
自
ら
の
不
遇
を
訴

え
る
歌
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
④
歌
に
は
「
天
つ
空
」
と
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い
う
表
現
も
見
出
せ
る
。「
天
」
と
「
空
」
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
で
、本
来
「
天
」

が
有
し
て
い
た
神
話
的
空
間
と
し
て
の
意
味
合
い
が
想
起
さ
れ
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う

な
意
味
合
い
は
、「
大
空
」
と
い
う
表
現
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
と

し
て
①
歌「
大
空
の
月
の
ひ
か
り
し
清
け
れ
ば
影
見
し
水
ぞ
ま
づ
こ
ほ
り
け
る
」

や
②
歌
「
お
ほ
ぞ
ら
を
照
り
行ゆ
く

月
し
清
け
れ
ば
雲
か
く
せ
ど
も
ひ
か
り
消
な
く

に
」、⑤
歌「
お
ほ
空
の
月
の
光
し
あ
か
け
れ
ば
真
木
の
板
戸
も
秋
は
さ
ゝ
れ
ず
」

を
挙
げ
た
い
。
歌
こ
と
ば
大
辞
典
で
は
、「
大
空
」
に
つ
い
て
、「
空
と
同
義
だ

が
、特
に
そ
の
広
さ
と
限
り
な
い
さ
ま
を
強
調
し
た
表
現
」
で
あ
り
、『
万
葉
集
』

の
「
大
空
ゆ
通
ふ
我
す
ら
汝
が
故
に
天
の
川
道
を
な
づ
み
て
ぞ
来
し
」（
巻
十
・

秋
雑
歌
・
二
〇
〇
一
）
を
初
出
と
す
る
が
、
歌
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
平
安

時
代
以
降
だ
と
す
る
。「
大
空
」
詠
は
、『
古
今
集
』
か
ら
『
詞
花
集
』
ま
で
の

勅
撰
集
に
十
七
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
首
、
ほ
ぼ
四
分
の
一
が
月
光
と
と
も

に
表
現
さ
れ
る
。「
大
空
」
は
月
光
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
歌
語

だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
大
空
」
と
月
光
が
互
い
に
似
た
性
質
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
節
に
お
い
て
、『
万
葉
集
』

に
見
ら
れ
る
「
み
空
」
と
い
う
表
現
を
取
り
上
げ
、「
み
空
ゆ
く
」
の
よ
う
に

月
に
か
か
る
慣
用
的
修
辞
語
の
用
例
が
あ
る
こ
と
、
月
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
で
「
み
空
」
に
も
神
々
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
古

今
集
』
の
②
歌
に
お
い
て
も
、「
お
ほ
ぞ
ら
を
照
り
行ゆ
く

月
」
の
澄
明
さ
が
表
現

さ
れ
る
。「
大
空
」
に
冠
せ
ら
れ
る
接
頭
語
「
お
ほ
」
は
、
広
大
さ
だ
け
で
は

な
く
、賛
美
、尊
敬
の
意
味
を
持
つ

）
11
（

。「
み
そ
ら
」
に
つ
い
て
、勅
撰
集
で
は
『
千

載
集
』
ま
で
詠
ま
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、
こ
の
表
現
が
持
つ
神
性
は
、
歌
語
と

し
て
の
「
大
空
」
が
部
分
的
に
引
き
継
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

月
光
と
と
も
に
表
現
さ
れ
た
「
空
」
詠
か
ら
は
、
月
と
「
空
」
の
双
方
に
効

果
を
及
ぼ
す
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
月
は
、「
空
」
と
い
う
広
大
な
空
間
を
背

景
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
光
の
届
く
範
囲
を
果
て
し
な
く
広
げ
、
圧
倒
的
な
存

在
感
を
知
ら
し
め
た
。「
空
」
は
、
月
光
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
月
光

の
持
つ
、
清
澄
さ
や
不
可
思
議
さ
、
神
性
を
そ
の
内
に
取
り
込
ん
だ
。
そ
れ
は

夜
の
「
空
」
の
美
し
さ
を
積
極
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

夜
の
「
空
」
は
本
来
、
漆
黒
の
闇
に
包
ま
れ
て
お
り
、
詠
歌
の
対
象
と
す
る
こ

と
が
難
し
い
も
の
だ
。し
か
し
、月
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
人
々

は
改
め
て
夜
空
の
美
し
さ
を
発
見
し
た
。
源
俊
頼
の
⑪
歌
「
は
れ
ぬ
れ
ば
残
れ

る
く
ま
も
な
か
り
け
り
空
こ
そ
月
の
ひ
か
り
也
け
れ
」
に
あ
る
「
空
こ
そ
月
の

ひ
か
り
也
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
空
と
い
う
広
大
な
ス
ク
リ
ー
ン
に
月
が
映

し
出
さ
れ
、
月
光
が
地
上
世
界
を
あ
ま
ね
く
照
ら
す
こ
と
で
、
空
と
月
光
が
一

体
化
す
る
様
子
が
見
出
せ
る
。
そ
れ
は
、『
古
今
集
』
で
は
主
に
背
景
と
し
て

配
さ
れ
た
「
空
」
が
、『
後
拾
遺
集
』
以
降
、
月
と
い
う
景
物
の
持
つ
豊
か
さ

を
取
り
込
み
つ
つ
、
イ
メ
ー
ジ
を
深
化
さ
せ
る
過
程
と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
空
間
と
し
て
の
「
空
」
が
、
上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に

詠
ま
れ
た
か
、
そ
の
展
開
に
お
い
て
特
徴
と
す
べ
き
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

が
、
最
後
に
そ
れ
ら
を
要
約
・
整
理
す
る
こ
と
で
結
び
と
し
た
い
。
上
代
文
学

に
お
い
て
、
空
間
と
し
て
の
「
空
」
は
、
神
話
的
世
界
像
の
所
産
と
し
て
「
天
」

と
「
地
」
の
間
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

の
記
述
か
ら
は
、「
空
」
が
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
相
対
的

な
空
間
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
「
空
」
の
特
性
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
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「
空
」
と
「
天
」
は
、
地
上
か
ら
見
れ
ば
共
に
上
方
に
位
置
す
る
た
め
、
相
互

に
影
響
し
合
う
関
係
で
も
あ
っ
た
。

　

和
歌
に
お
け
る
「
空
」
は
、『
万
葉
集
』
で
は
観
念
と
し
て
の
「
天
」
の
影

響
を
受
け
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ
た
が
、『
古
今
集
』
に
お
い
て
、
人
間
が
そ

の
美
意
識
に
基
づ
い
て
選
択
し
、
つ
く
り
上
げ
た
「
空
」
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に

な
る
。『
竹
取
物
語
』に
お
け
る
散
文
で
の
用
例
も
含
め
、平
安
時
代
初
期
に
は
、

「
空
」
が
人
間
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
表
現
さ
れ
、「
地
」
と
の
結
び
つ
き
を
強

く
す
る
様
子
を
見
出
せ
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
点
で
の
和
歌
に
お
け

る
「
空
」
は
背
景
と
し
て
配
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
焦
点
化
の
難
し
い
存
在
で

も
あ
っ
た
。

　

平
安
初
期
以
降
「
け
し
き
」
が
和
語
化
し
、
意
味
的
な
深
化
を
遂
げ
る
な
か

で
、眼
前
に
は
な
い
も
の
と
繋
が
り
、受
け
と
ら
れ
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
「
け

し
き
」
の
概
念
が
和
歌
に
も
浸
透
す
る
。「
空
の
け
し
き
」
詠
に
は
、
初
期
段

階
か
ら
、
自
然
の
風
景
と
人
の
内
面
世
界
が
重
層
的
に
表
現
さ
れ
る
歌
が
詠
ま

れ
る
。
人
の
心
と
親
和
性
を
持
つ
「
空
」
が
「
け
し
き
」
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

多
義
的
な
「
空
」
の
ど
の
一
面
を
切
り
取
る
の
か
が
感
受
者
に
委
ね
ら
れ
、
個

別
的
な
「
空
の
け
し
き
」
が
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
時
「
空
」
は
、
人
が
個
別
に

対
話
し
心
を
重
ね
合
わ
せ
る
空
間
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

　

ま
た
、「
空
」
は
月
光
と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
月
光
の
持
つ
特
性

を
そ
の
内
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
月
と
い
う
景
物
の
豊
か
さ
を

取
り
込
み
つ
つ
、
イ
メ
ー
ジ
を
深
化
さ
せ
る
「
空
」
が
あ
る
。
歌
語
「
空
の
け

し
き
」
と
月
光
の
「
空
」
詠
は
、
和
歌
に
お
い
て
「
空
」
が
前
景
化
す
る
う
え

で
不
可
欠
な
働
き
を
し
た
と
言
え
る
。

注

（
１
）「
空
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
十
二
巻
』（
小
学
館　

一
九
七
四
年
）

に
よ
る
と
、「
空
間
・
場
所
・
位
置
な
ど
の
上
の
方
を
い
う
」
も
の
と
「
比

喩
的
に
、精
神
状
態
な
ど
に
つ
い
て
用
い
る
」も
の
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

　

 

本
稿
で
は
前
者
の
用
例
を
取
り
上
げ
る
。

（
２
）
戸
谷
高
明
「
上
代
文
学
に
お
け
る
「
空
」
の
表
現

－「
天
」
と
の
関
連
に

お
い
て

－

」（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
編
『
学
術
研
究 

国
語
・
国
文
学
編
』

第
二
十
七
号　

一
九
七
八
年
）。

（
３
）
前
掲
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
４
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１　

古
事
記
』「
上
巻　

日
子
穂
々
手
見
命

と
鵜
葺
草
葺
不
合
命
」（
一
九
九
七
年　

小
学
館
）。
残
り
の
二
例
は
、
塩

椎
神
に
勧
め
ら
れ
て
向
か
っ
た
海
神
の
宮
で
、
海
神
が
虚
空
津
日
高
を
見

て
言
っ
た
言
葉
（「
此
人
者
、
天
津
日
高
之
御
子
、
虚
空
津
日
高
矣
（
此
の

人
は
、
天あ
ま
つ
ひ
た
か

津
日
高
の
御み

こ子
、
虚
空
津
日
高
ぞ
）」
と
、
海
神
の
娘
で
あ
る

豊と
よ
た
ま
び
め

玉
毘
売
と
結
婚
し
三
年
を
過
ご
し
た
虚
空
津
日
高
が
釣
り
針
を
返
し
に

上う
は

つ
国
に
行
く
際
に
、
海
神
が
す
べ
て
の
わ
に
を
召
し
集
め
て
尋
ね
る
場

面
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
（「
今
天
津
日
高
之
御
子
、
虚
空
津
日
高
。
為
レ

将

出
二

幸
上
國
一

。（
今
、
天
津
日
高
の
御
子
、
虚
空
津
日
高
、
上う

は

つ
国
に
出い

で
ま幸

さ
む
と
為す

）」
で
あ
る
。

（
５
）
前
掲
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
６
）
前
掲
注
（
２
）
戸
谷
論
文
に
同
じ
。
戸
谷
氏
は
、『
古
事
記
伝
』
の
「
天あ
め

は
虚そ

ら空
の
上か

み

に
在
リ

て
、天
ツ

神
た
ち
の
坐ま

し

ま
す
御
国
な
り
」
と
い
っ
て
「
天
」

と
「
空
」
を
区
分
し
な
が
ら
も
、「
精く
は
し

く
は
分わ

け

て
云
る
こ
と
も
あ
れ
ど
も
、
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共
に
上か

み
つ
べ方

に
あ
れ
ば
、
此
ノ

国く

に土
よ
り
は
、
天
を
そ
ら
と
も
、
虚そ

ら空
を
天あ

め

と

も
通
は
し
云
フ

も
常
に
て
、
天あ

ま

つ
そ
ら
な
ど
も
云
り
。」
と
い
う
記
述
を
ふ

ま
え
、「
天
の
中
に
も
大
空
を
さ
し
て
い
る
も
の
、
空
の
中
に
も
神
話
的
な

天
を
意
味
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
と
す
る
。

（
７
）「
空
に
消
ぬ
」
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、「
殊
落
者　

袖
副
沾
而　

将
落
雪
之　

空
尓
消
二
管
（
こ
と
降
ら
ば　

袖
さ
へ
濡
れ
て　

通
る
べ
く   

降
ら
な
む
雪
の　

空
に
消け

に
つ
つ
）」（
巻
十
・
冬
雑
歌
・
二
三
一
七
）と「
零

雪　

虚
空
可
消　

雖
恋　

相
依
無　

月
経
在
（
降
る
雪
の　

空
に
消
ぬ
べ

く　

恋
ふ
れ
ど
も　

逢
ふ
よ
し
な
し
に　

月
そ
経
に
け
る
）」（
巻
十
・
冬

相
聞
・
二
三
三
三
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
８
）
そ
の
一
方
で
、「
そ
ら
み
つ
」
の
「
み
つ
」
を
「
満
つ
」
と
す
る
立
場
も

あ
る
。
武
田
祐
吉
氏
は
、『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』（
明
治
書
院 

一
九
六
七
年
）

の
な
か
で
、「
ソ
ラ
は
、
空
間
の
意
の
語
で
あ
る
か
ら
、
山
を
称
え
て
空
間

に
満
つ
と
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
る
。
中
西
進
氏
も
、『
万
葉

の
秀
歌
』（
筑
摩
書
房　

二
〇
一
二
年
）
で
、「
空
に
充
満
し
て
い
る
意
」

と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
「
見
つ
」
か
「
満
つ
」
か
は
明
確
で
は
な
い
。

（
９
）
小
林
幸
夫
・
品
田
悦
一
・
鈴
木
謙
一
・
高
田
祐
彦
・
錦
仁
・
渡
部
泰
明

『【
う
た
】
を
よ
む

－
三
十
一
字
の
詩
学

－

』「
第
一
章　

様
式
（
こ
と
ば
の

あ
や
）
と
し
て
の
〈
う
た
〉
枕
詞

－

世
界
の
謎
を
体
感
す
る
」（
三
省
堂　

一
九
九
七
年
）。

（
10
）
中
西
進
『
万
葉
の
秀
歌
』（
筑
摩
書
房　

二
〇
一
二
年
）。

（
11
）
井
手
至
「
聖
な
る
時
空

－

三
貴
神
分
治
世
界

－

」（
萬
葉
学
会
『
萬
葉
』

第
一
七
七
号　

二
〇
〇
一
年
）。

（
12
）
た
だ
し
「
そ
ら
み
つ
」
は
あ
く
ま
で
も
枕
詞
と
し
て
の
用
例
で
あ
り
、

類
型
性
が
認
め
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
13
）
鈴
木
宏
子
「〈
型
〉
を
創
る
力

－

紀
貫
之
に
お
け
る
歌
集
編
纂
と
作
歌
」

（『
王
朝
和
歌
の
想
像
力　

古
今
集
と
源
氏
物
語
』
笠
間
書
院　

二
〇
一
二

年
）。

（
14
）
渡
辺
秀
夫
「
古
今
集
の
歌
人　

紀
貫
之

－

う
た
こ
と
ば
の
創
造

－

」（
有

吉
保
編
『
和
歌
文
学
講
座
第
四
巻　

古
今
集
』
勉
誠
社　

一
九
九
三
年
）。

（
15
）
尼
ヶ
崎
彬
「
二　

見
立
て

－

視
線
の
変
容
」（『
日
本
の
レ
ト
リ
ッ
ク

－

演
技
す
る
言
葉
』
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

一
九
八
八
年
）。

（
16
）『
拾
遺
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
贈
答
歌
を
見
出
せ
る
が
、
前
歌
を
受
け
て

用
い
ら
れ
た
も
の
で
枕
詞
で
は
な
い
と
言
え
る
。

　
　
　
　

円
融
院
御
時
、
少
将
更
衣
の
も
と
に
遣
は
し
け
る 

（
藤
原
有
時
）

　
　

限
り
な
き
思
ひ
の
空
に
満
ち
ぬ
れ
ば
い
く
そ
の
煙
雲
と
な
る
ら
ん

　
　
　
　

御
返
し　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
有
時
）

　
　

空
に
満
つ
思
ひ
の
煙
雲
な
ら
ば
な
が
む
る
人
の
目
に
ぞ
見
え
ま
し

 

（
巻
十
五
・
恋
五
・
九
七
一
、
九
七
二
）

（
17
）
た
だ
し
、
私
家
集
に
は
「
み
そ
ら
ゆ
く
月
の
か
げ
を
も
身
に
そ
へ
て
心

の
う
ち
に
さ
や
け
か
ら
せ
む
」（
相
模
集
・
巻
三
・
四
〇
八
）
や
「
み
そ
ら

ゆ
く
月
は
あ
は
れ
と
お
も
ふ
ら
む
ゆ
た
に
も
き
み
が
な
が
め
け
る
か
な
」

（
国
基
集
・
九
四
）
な
ど
の
歌
を
見
出
せ
る
。

（
18
）
山
田
忠
雄
編
『
竹
取
物
語
総
索
引
』（
武
蔵
野
書
院　

一
九
五
八
年
）。

（
19
）
日
本
古
典
文
学
大
系
九
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語
』（
岩
波

書
店　

一
九
五
七
年
）。

（
20
）
本
稿
で
は
『
古
今
集
』
と
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
今

後
は
そ
れ
以
外
の
和
歌
や
散
文
、漢
詩
文
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
た
い
。
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（
21
）
そ
の
後
、『
新
古
今
集
』
で
は
四
季
歌
だ
け
で
四
十
一
首
、
全
体
で
は

百
三
十
二
首
も
の
「
空
」
詠
を
見
出
せ
る
。
全
歌
数
に
対
す
る
比
率
は
６
．

６
％
ま
で
上
昇
す
る
。

（
22
）
西
端
幸
雄
「『
け
し
き
』
と
後
拾
遺
集

－

特
に
、
自
然
に
関
す
る
「
け
し

き
」
に
つ
い
て
」（
国
語
学
会
『
国
語
学
』
第
一
一
二
集　

一
九
七
八
年
）。

（
23
）
稲
賀
敬
二「
17
安
和
の
変（
安
和
二
年
、
九
六
九
）・
女
性
と
政
界
」（『
女

流
歌
人
中
務

－

歌
で
伝
記
を
辿
る

－

』（
新
典
社　

二
〇
〇
九
年
）。

（
24
）
高
野
晴
代
・
高
野
瀬
惠
子
・
加
藤
裕
子
・
森
田
直
美
・
時
田
麻
子
・
曾

和
由
記
子
「
中
務
集
注
釈
（
三
）」（
日
本
女
子
大
学
『
日
本
女
子
大
學
紀

要
文
學
部
』
第
六
〇
号　

二
〇
一
一
年
）。

（
25
）『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

第
四
巻
』（
小
学
館　

二
〇
〇
一
年
）

に
は
、「
け
し
き
」
の
語
誌
に
つ
い
て
「「
気
色
」
の
呉
音
読
み
に
よ
る
語
」

で
あ
り
、「
和
文
中
で
は
、
は
や
く
平
安
初
期
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

自
然
界
の
有
様
や
人
の
様
子
や
気
持
を
表
わ
す
語
と
し
て
和
語
化
」し
、「
鎌

倉
時
代
以
降
、
人
の
気
分
や
気
持
を
表
わ
す
意
は
漢
音
読
み
の
「
き
そ
く
」

「
き
し
ょ
く
」
に
譲
り
、「
け
し
き
」
は
現
在
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
自
然
界

の
様
子
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。」
と
簡
潔
に
記
さ
れ
る
。

（
26
）
根
来
司
「
八
代
集
と
『
け
し
き
』」（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
『
国
語

と
国
文
学
』
五
二
・
三
月
号　

至
文
堂　

一
九
七
五
年
）。

（
27
）
同
様
の
傾
向
が
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
佐
伯
梅
友
・

伊
牟
田
経
久
『
改
訂
新
版
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』（
風
間
書
房　

一
九
八
一
年
）
に
よ
る
と
、
自
然
風
景
と
し
て
の
「
け
し
き
」
は
地
の
文

に
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
次
に
示
す
二
例
が
「
空
の
気
色
」
と
し
て
用
い

ら
れ
る
。
前
者
の
用
例
に
お
い
て
「
空
の
気
色
」
が
「
い
と
あ
は
れ
な
る
」

も
の
と
さ
れ
、
作
者
の
感
情
を
投
影
す
る
点
に
注
目
し
た
い
。

 　

・ 

長
月
の
つ
ご
も
り
、
い
と
あ
は
れ
な
る
空
の
気
色
な
り
。（
中
巻
・
天
禄

二
年
九
月
・
二
六
四
頁
）　

 　

・ 

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

巻
・
天
禄
三
年
二
月
・
二
八
九
頁
）

（
28
）
前
掲
注
（
26
）
根
来
論
文
に
同
じ
。
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
根
来
氏
は
、

美
学
者
の
中
井
正
一
氏
に
よ
る
、『
源
氏
物
語
』
の
「
け
し
き
」
を
「
極
め

て
深
部
に
立
入
り
た
る
心
理
の
内
面
を
表
現
し
た
る
言
葉
で
あ
る
」
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
自
然
現
象
に
対
し
て
、
そ
の
描
写
の
媒
介
」
と
な
り
、「
天

候
、
風
雨
、
山
川
、
原
野
、
草
木
の
凡
て
の
中
にpsyche

の
如
く
身
を

翻
し
て
入
っ
て
行
く
」
と
す
る
指
摘
（「
気
（
け
、
き
）
の
日
本
語
と
し
て

の
変
遷
」『
帝
国
学
院
紀
事
』
第
五
巻　

第
一
号　

一
九
四
七
年
）
を
引
用

す
る
。

（
29
）
比
喩
的
に
精
神
状
態
に
つ
い
て
用
い
、「
心
」
そ
の
も
の
を
表
す
「
空
」

の
用
例
は
、『
万
葉
集
』
の
時
点
か
ら
多
く
見
出
せ
る
。

（
30
）
増
田
繁
夫
『
能
宣
集
注
釈　

私
家
集
注
釈
叢
刊
７
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
五
年
）。
た
だ
し
、
③
歌
の
「
空
の
け
し
き
」
は
、
西
本
願
寺
蔵

三
十
六
人
集
『
能
宣
集
』（
増
田
繁
夫
『
能
宣
集
注
釈　

私
家
集
注
釈
叢
刊

７
』
日
本
古
典
文
学
会
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
五
年
）
を
底
本
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
三
十
六
人
集
本
『
能
宣
集
（
五
一
〇
・ 

一
二
）』〈
島
田
良
二
・
千
艘
秋
男
『
笠
間
索
引
叢
刊
121　

御
所
本
三
十
六

人
集　

本
文
・
索
引
・
研
究
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
〇
年
）
と
は
表
記
が

異
な
る
。
書
陵
部
本
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
　
　

ゆ
き
よ
に
、
は
へ
る
人
〳
〵
の
、
う
た
よ
み
は
へ
る
に
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こ
よ
ひ
よ
り
け
ふ
や
ち
と
せ
の
ゆ
き
つ
ま
む　

し
る
く
も
そ
ら
に　

い
ち

し
る
き
か
な 

（
能
宣
・
一
二
二
）

（
31
）
竹
鼻
績
『
馬
内
侍
集
注
釈
』（
日
本
古
典
文
学
会
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
八
年
）。

（
32
）
空
以
外
の
「
け
し
き
」
詠
の
擬
人
化
と
し
て
は
「
あ
け
ぬ
と
も
猶
あ
き

風
は
を
と
づ
れ
て
野
辺
の
け
し
き
よ
お
も
が
は
り
す
な
」（
千
載
・
巻
五
・

秋
歌
下
・
三
八
四
・
源
俊
頼
朝
臣
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、「
空
の
け
し

き
」よ
り
は
後
の
時
期
の
例
と
言
え
る
。
高
遠
歌
の
解
釈
は
、中
川
博
夫『
大

弐　

高
遠
集
注
釈
』（
日
本
古
典
文
学
会
貴
重
本
刊
行
会　

二
〇
一
〇
年
）

を
参
考
に
し
た
。  

（
33
）
辛
島
美
絵
「
第
三
章
一
〇
世
紀
ま
で
の
〈
け
し
き
〉」（『
古
代
の
〈
け
し

き
〉
の
研
究

－

古
文
書
の
資
料
性
と
語
の
用
法

－
』
清
文
堂
出
版　

二
〇
一
〇
年
）。

（
34
）
月
を
詠
ん
だ
歌
は
、『
万
葉
集
』
で
二
百
八
十
三
首
、『
古
今
集
』

六
十
一
首
、『
後
撰
集
』
七
十
七
首
、『
拾
遺
集
』
九
十
五
首
、『
後
拾
遺
集
』

百
十
五
首
詠
ま
れ
、『
新
古
今
集
』
で
は
三
百
五
十
七
首
ま
で
増
加
す
る
。

（
35
）
渡
辺
秀
夫
「
Ⅰ
光
り
輝
く
も
の
た
ち

－

沈
黙
の
秩
序
」（『
詩
歌
の
森
日

本
語
の
イ
メ
ー
ジ
』
大
修
館
書
店　

一
九
九
五
年
）。

（
36
）
前
掲
注
（
35
）
渡
辺
秀
夫
著
書
に
同
じ
。

（
37
）
前
掲
注
（
35
）
渡
辺
秀
夫
著
書
に
同
じ
。

（
38
）
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
下
）
補
訂
版
』（
右
文
書
院　

一
九
九
六
年
）。

（
39
）こ
の
時
期
の「
天
つ
空
」に
は
、手
の
届
か
な
い
存
在
を
表
す
例
も
あ
る
。

「
夕
暮
は
雲
の
は
た
て
に
物
ぞ
思
ふ
天
つ
空
な
る
人
を
恋
ふ
と
て
」（
古
今
・

巻
十
一
・
恋
歌
一
・
四
八
四
）
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
40
）
接
頭
語
「
お
ほ
」
の
持
つ
賛
美
、尊
敬
の
意
味
は
次
の
歌
に
も
見
出
せ
る
。

　
　
　
　

 

上
東
門
院
長
家
民
部
卿
三
条
の
家
に
渡
ら
せ
給
た
り
け
る
頃
、
に
は

か
に
行
幸
あ
り
て
、
近
き
人
〳
〵
の
家
召
さ
れ
け
れ
ば
、
ま
か
る
べ

き
所
な
き
よ
し
奏
さ
せ
侍
け
り
、
そ
の
御
返
り
に
、
歌
を
よ
み
て
ま

い
ら
せ
よ
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
雪
の
降
る
日
よ
み
て
ま
い
ら
せ
け

る 

伊
世
大
輔　
　
　
　
　
　

　
　

年
つ
も
る
か
し
ら
の
雪
は
大
空
の
ひ
か
り
に
あ
た
る
け
ふ
ぞ
う
れ
し
き

　
　
　
　
　

家
を
返
し
に
す
と
仰
せ
ら
れ
て
、
許
さ
れ
に
け
り

 

（
後
拾
遺
・
巻
十
九
・
雑
五
・
一
一
一
五
）

※ 　

注
記
し
た
以
外
の
使
用
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

『
蜻
蛉
日
記
』＝
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
万
葉
集
』＝
日
本
古
典
文
学
全

集
、八
代
集
＝
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
赤
染
衛
門
集
』＝
和
歌
文
学
大
系
。

右
記
以
外
の
私
家
集
歌
、
私
撰
集
歌
、
歌
合
歌
の
本
文
引
用
は
、『
平
安
鎌

倉
私
家
集
』（
岩
波
書
店
）、『
私
家
集
大
成　

第
一
巻　

中
古
Ⅰ
』（
明
治
書

院
）、
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

第
二
巻
』（
同
朋
舎
）、『
新
編
国
歌
大

観
』（
角
川
書
店
）
に
依
っ
た
。（　

）
内
に
巻
・
歌
番
号
を
記
し
た
。
な
お
、

引
用
に
際
し
、
一
部
表
記
を
改
め
、
傍
線
・
傍
点
、
省
略
の
点
線
な
ど
を
附

し
た
。 

 

（
た
な
か　

い
く
よ
・
兵
庫
県
立
北
摂
三
田
高
等
学
校
）




