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「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
い
う
讃
美
表
現
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
用
い
た

例
と
し
て
ま
ず
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
次
の
歌
群
で
あ
ろ
う
。

吉
野
の
宮
に
幸
せ
る
時
に
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
聞
こ
し
食
す
天
の
下
に
国
は
し

も
さ
は
に
あ
れ
ど
山
川
の
清
き
河
内
と
御
心
を
吉
野
の

国
の
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
に
宮
柱
太
敷
き
ま
せ
ぱ
も

も
し
き
の
大
宮
人
は
船
並
め
て
朝
川
渡
り
船
競
ひ
夕
川

渡
る
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の
い
や
高
知
ら

す
み
な
そ
そ
ぐ
滝
の
み
や
こ
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
１
．

一ニーハ）反歌
見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り

（１１）

見
む
（
１
．
三
七
）

柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
は
そ
の
長
歌
・
反
歌
に
お
い
て
「
見
れ
ど
飽

か
い
」
を
繰
り
返
す
。
そ
し
て
、
大
君
の
統
治
す
る
す
ば
ら
し
い
山
や
川

「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
詠
む
主
体

ｌ
万
葉
歌
に
お
け
る
〈
詠
み
手
〉
の
成
立
に
つ
い
て
Ｉ

は
じ
め
に

の
描
写
に
続
く
と
き
、
こ
の
言
葉
は
賛
辞
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
し
か
し
、
「
見
れ
ど
」
と
い
う
逆
接
を
さ
ら
に
「
飽
か
い
」
と
否
定

で
受
け
る
と
い
う
ま
わ
り
く
ど
さ
は
、
こ
の
表
現
を
単
な
る
賛
辞
と
し
て

片
づ
け
て
し
ま
、
う
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
。
諸
注
釈
の
現
代
語
訳
に
あ
る

よ
う
に
「
何
度
見
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な
い
」
と
捉
え
た
と
し
て
も
、
落

ち
着
き
の
悪
さ
は
否
め
な
い
。

す
で
に
大
浦
誠
士
氏
が
、
従
来
の
解
釈
の
問
題
点
を
以
下
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。
第
一
点
は
「
見
れ
ど
」
に
繰
り
返
し
の
要
素
を
持
ち
込
ん

で
「
何
度
見
て
も
」
と
解
釈
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
「
朝
な
朝
な

見
れ
ど
も
君
は
飽
く
こ
と
も
な
し
（
Ⅱ
・
二
五
○
二
）
」
な
ど
の
例
を
示

し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
繰
り
返
し
の
意
味
を
担
う
の
は
「
朝
な
朝
な
」
で

あ
り
、
「
見
れ
ど
」
自
体
に
は
繰
り
返
し
の
要
素
は
な
い
と
す
る
。
そ
し

て
第
二
点
は
「
飽
か
い
」
を
「
見
飽
き
な
い
」
と
捉
え
る
こ
と
の
是
非
に

つ
い
て
で
あ
る
。
「
「
飽
く
」
は
満
足
す
る
意
。
た
だ
し
、
打
消
を
伴
う
場

合
に
は
、
飽
き
る
（
い
や
に
な
る
）
の
意
に
な
る
。
」
と
い
う
『
全
注
」

の誠を引用し、これに対して「強弁の感を否めない」とする。

そ
し
て
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
を
「
「
見
る
」
こ
と
の
力
を
以
て
し
て
も
そ

の
対
象
の
本
質
を
十
全
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
言
う
こ

古
舘
綾
子
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飽
き
足
ら
め
や
も
白
波
の
い
咲
き
廻
れ
る
住
吉
の
浜
（
６
．

九三一）

難
波
行
幸
の
際
の
車
持
千
年
作
歌
で
あ
る
。
さ
て
、
当
歌
に
は
、
諸
注

釈
に
よ
っ
て
解
釈
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
文
脈
で

は
「
飽
き
足
ら
め
や
も
」
が
ど
こ
を
受
け
て
い
る
の
か
が
は
っ
き
り
せ

ず
、
「
月
に
異
に
日
に
日
に
見
と
も
」
を
受
け
る
と
す
る
場
合
と
「
今
の

み
に
」
を
受
け
る
と
す
る
場
合
の
二
通
り
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
者
で
は
「
飽
き
足
ら
め
や
も
」
の
意
味

合
い
が
違
っ
て
く
る
と
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
万
葉
集
』
の
頭
注
は
「
飽

き
足
ら
め
や
も
」
が
「
月
に
異
に
日
に
日
に
見
と
も
」
を
受
け
る
と
「
い

や
に
な
ら
な
い
」
の
意
に
な
る
が
、
「
今
の
み
に
」
に
続
く
と
「
満
足
し

な
い
」
と
な
り
、
こ
こ
で
は
意
味
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
、
と
解
釈
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
の
解
釈
の
揺
れ
に
も
、
や
は
り
「
飽
く
」
の
二

通
り
の
訳
（
満
足
す
る
／
い
や
に
な
る
）
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

つ（》◎そ
れ
で
は
、
「
月
に
異
に
～
飽
き
足
ら
め
や
も
」
を
先
程
の
「
見
れ
ど

飽
か
い
」
の
新
し
い
解
釈
に
よ
っ
て
捉
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
つ

と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
持
つ
本
質
（
聖
性
）
の
大
き
さ
を
表
し
た
表
現
と

（３）

し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈
の
正
当
性
は
、
次
の
よ
う
な
歌
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ

るだろ、フ。
い
さ
な
と
り
浜
辺
を
清
み
う
ち
な
び
き
生
ふ
る
玉
藻
に
朝

な
ぎ
に
千
重
波
寄
せ
夕
な
ぎ
に
五
百
重
波
寄
す
辺
つ
波
の

い
や
し
く
し
く
に
月
に
異
に
日
に
日
に
見
と
も
今
の
み
に

ま
り
、
見
る
の
だ
け
れ
ど
も
対
象
の
本
質
が
す
ば
ら
し
す
ぎ
る
た
め
に
十

全
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
と
っ
て
み
る
と
い
、
う

こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
「
今
の
み
に
」
見
て
も
「
月
に
異
に
日
に
日
に
」

見
て
も
「
対
象
の
性
質
を
十
全
に
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
な

り
、
ど
ち
ら
の
文
脈
で
捉
え
た
場
合
も
矛
盾
が
無
く
、
し
か
も
一
首
全
体

の
調
和
も
崩
す
こ
と
な
く
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
、
フ
な
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
の
新
し
い
解
釈
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

本
稿
で
は
も
う
少
し
先
の
展
開
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
い
。
そ
れ

は
、
吉
野
讃
歌
を
は
じ
め
と
す
る
宮
廷
儀
礼
歌
に
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と

い
う
言
い
回
し
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
大
浦
氏
は
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
の
前
段
階
に
「
見
れ
ば
飽
く
」
と

（４）

い
う
概
念
を
想
定
し
て
お
り
大
変
興
味
深
い
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
「
見
れ

ば
飽
く
」
と
い
う
形
が
資
料
と
し
て
残
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。

「
見
れ
ば
飽
く
」
と
い
う
、
賛
辞
と
し
て
非
常
に
分
か
り
や
す
い
表
現
を

用
い
ず
、
あ
え
て
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
を
選
び
取
ら
せ
た
背
景
と
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
ミ
フ
な
も
の
か
。
そ
し
て
こ
の
表
現
が
現
れ
た
こ
と
が
そ
の
後

の
歌
々
に
ど
の
よ
》
フ
な
影
響
を
与
え
て
い
く
の
か
。
そ
れ
ら
を
探
っ
て
い

く
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

な
ぜ
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
い
う
複
雑
な
表
現
が
生
ま
れ
た
の
か
。
こ

の
言
葉
の
最
初
の
用
例
が
人
麻
呂
歌
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
要
因
を
人
麻
呂
と
い
う
個
性
に
担
わ
せ
る
見
方
が
あ
る
。
ま
た
、
見

（５）

る
こ
と
の
呪
性
が
失
わ
れ
て
い
く
過
程
で
こ
う
し
た
表
現
が
表
れ
る
と
説

一
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
か
ら
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
へ
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明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
逆
に
何
が
人
麻
呂
に
こ
の
よ
う
な
歌
を

作
ら
せ
、
な
ぜ
呪
性
は
失
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
当
時

の
歌
を
取
り
巻
く
状
況
を
考
え
る
こ
と
で
そ
の
こ
と
は
あ
る
程
度
明
ら
か

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
ず
、
「
見
れ
ば
飽
く
」
と
詠
め
る
主
体
は
誰
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
天
皇
が
治
め
る
土
地
を
見
て
そ
の
土
地
の

本
質
（
聖
性
）
を
余
す
こ
と
な
く
感
受
す
る
者
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な

（６）

く
天
皇
そ
の
人
で
あ
る
。
国
見
歌
の
様
式
で
あ
る
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
と

い
、
フ
形
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
と
い
う
主
体
は
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
必
ず
理
想
的
な
対
象
を
獲
得
す
る
（
見
る
）
こ
と
が
可
能
な
主

体
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
見
れ
ば
飽
く
」
は
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
と
同
義

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
と
い
う
主
体
は
「
飽
く
」
と

い
う
表
現
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
儀
礼
の
主
体
た
る
天
皇

は
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
捉
え
た
（
見
え
た
）
と
言
え
ば
そ
れ
で

こ
と
足
り
た
の
で
あ
り
、
「
飽
く
」
か
「
飽
か
い
」
か
な
ど
と
い
う
こ
と

は
問
題
に
さ
え
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
天
皇
が

（７）

「
見
る
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

さ
て
、
こ
の
よ
、
フ
に
考
え
て
み
る
と
、
宮
廷
歌
人
が
「
見
れ
ば
～
見

ゆ
」
「
見
れ
ば
飽
く
」
と
詠
ま
な
い
根
本
的
な
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
天
皇
と
い
う
主
体
と
は
、
ず
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
作
歌
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」

「
見
れ
ば
飽
く
」
と
詠
む
主
体
は
天
皇
の
視
点
か
ら
対
象
を
捉
え
て
い
る

が
、
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
詠
む
主
体
は
、
非
天
皇
（
天
皇
で
は
な
い
何

者
か
）
の
視
点
に
よ
っ
て
対
象
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
が
天
皇
の
視
点
（
以
下
私
に
「
天
皇
視

点
」
と
呼
ぶ
）
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
天
皇
が
自
ら
治
め
る

土
地
の
本
質
を
十
分
に
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
儀
礼
歌
と
し
て

（８）

は
破
綻
を
来
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
（
三
六
番
歌

～
三
九
番
歌
）
は
、
野
明
天
皇
の
国
見
歌
（
巻
１
．
二
）
な
ど
と
は
異
な

り
、
天
皇
の
行
為
を
第
三
者
の
立
場
か
ら
詠
む
か
た
ち
を
確
立
し
て

（９）
い
る
。
「
、
フ
た
、
フ
（
み
る
）
天
皇
か
ら
う
た
わ
れ
る
（
み
ら
れ
る
）
天

（旧）
皇
へ
」
の
転
換
で
あ
る
。

し
か
し
、
天
皇
と
同
じ
視
点
に
立
た
ず
に
、
な
お
か
つ
天
皇
が
治
め
る

土
地
を
讃
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
か
な
り
困
難
な
課
題
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
治
め
る
土
地
は
す
ば
ら
し
い
土
地
と
し
て
描

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
土
地
を
今
捉
え
て
い
る
の
は
天
皇
そ

の
人
の
視
点
で
は
な
い
。
治
め
る
者
（
天
皇
）
が
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
土
地
が
讃
美
さ
れ
る
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
の
形
が
土
地
讃
め
の
基

本
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
は
土
地
讃
め
は
成
り
立
た
な

い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
詠
む
と
い
う
条

件
の
中
で
、
天
皇
や
天
皇
の
治
め
る
土
地
を
い
か
に
讃
美
し
て
い
く
か

が
、
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

つ（》Ｏそ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
表

現
が
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
い
う
複
雑
な
言
い
回
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
あ
え
て
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
を
用
い
る
の
は
、
第
三
者
の
立
場
か
ら

は
十
分
に
対
象
を
感
受
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
で
、
そ
の
ひ

っ
く
り
返
し
と
し
て
、
対
象
を
十
分
に
感
受
し
、
対
象
と
の
理
想
的
関
係

を
取
り
結
ん
で
い
る
天
皇
視
点
を
言
外
に
表
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
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た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
側
の
能
力
で
は
十
分

に
対
象
を
捉
え
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ

と
は
対
極
に
あ
る
天
皇
の
「
見
る
」
能
力
の
す
ば
ら
し
さ
を
讃
め
た
た
え

るとい、うことである。

し
か
し
、
見
る
け
れ
ど
も
対
象
の
本
質
を
十
全
に
感
受
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
を
表
す
な
ら
ば
、
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
に
対
し
て
「
見
れ
ど
～
見

え
ず
」
と
い
う
表
現
の
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
で
は
こ
の
二
つ
の
表
現

の
違
い
は
何
か
。
そ
れ
は
心
情
表
現
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
飽
か
い
」
に
は
、
対
象
の
本
質
を
十
全
に
捉
え
ら
れ
な
い

こ
と
に
加
え
、
だ
か
ら
こ
そ
な
ん
と
か
捉
え
た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
が

同
時
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
対
象
を
見
尽
く
す
こ
と
へ
の
あ
こ
が
れ
の
心

が
、
そ
の
裏
側
に
貼
り
付
い
て
い
る
の
だ
。
「
見
れ
ど
」
に
繰
り
返
し
の

意
を
読
む
こ
と
は
大
浦
氏
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ

「
飽
か
い
」
に
こ
そ
「
も
う
一
度
見
た
い
」
と
い
う
繰
り
返
し
の
要
素
が

含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
は
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
吉
野
の
川
に
「
ま
た
か
へ

り
見
む
」
と
反
歌
を
歌
い
お
さ
め
る
。
「
も
う
一
度
見
た
い
」
と
い
う
こ

と
は
今
の
我
々
か
ら
す
れ
ば
、
讃
美
表
現
と
し
て
非
常
に
自
然
で
あ
る
よ

、
フ
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
か
へ
り
見
む
」
と
い
う
発
想
自
体
、

見
れ
ば
い
つ
で
も
理
想
的
な
も
の
が
見
え
る
（
対
象
を
十
全
に
感
受
す

る
）
天
皇
の
視
点
か
ら
は
生
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
は
い
わ
ば
非
天
皇
視
点
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
新
し

い
位
置
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
言
外
に
天
皇
視
点
を
表
し
た
。
そ
し
て
ま

た
天
皇
視
点
が
捉
え
る
世
界
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
や
、
そ
の
世
界
を
「
見

る
」
こ
と
を
切
望
す
る
心
を
も
合
わ
せ
て
表
明
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
讃

さ
て
、
こ
の
よ
ミ
フ
な
背
景
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と

い
う
表
現
は
非
天
皇
視
点
を
持
つ
新
た
な
歌
の
主
体
（
以
降
、
こ
の
よ
う

な
主
体
を
指
し
て
〈
詠
み
手
〉
と
言
う
。
）
像
を
模
索
す
る
べ
く
動
き
は

じ
め
る
。
も
と
も
と
〈
詠
み
手
〉
の
、
対
象
を
十
全
に
捉
え
る
こ
と
へ
の

あ
こ
が
れ
の
心
に
よ
っ
て
対
象
を
讃
美
す
る
と
い
っ
た
方
法
を
持
つ
こ
の

言
葉
が
、
〈
詠
み
手
〉
の
内
面
を
見
つ
め
る
方
向
へ
歌
を
導
い
て
ゆ
く
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
次
の
よ
う
な
歌
々
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て

いるだろう。

神
さ
ぶ
る
垂
姫
の
崎
漕
ぎ
巡
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
我
せ
む

（肥．四○四六）

五
月
山
卯
の
花
月
夜
ほ
と
と
ぎ
す
聞
け
ど
も
飽
か
ず
ま
た
鳴
か
ぬ
か

も
（
蛆
．
一
九
五
三
）

こ
れ
ら
二
首
の
歌
に
共
通
す
る
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
「
見
れ
ど
飽
か

い
」
で
歌
が
終
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
「
い
か
に
我
せ
む
」
「
ま
た
鳴
か
ぬ

か
も
」
と
い
っ
た
心
情
表
現
を
重
ね
て
い
る
点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人

麻
呂
吉
野
讃
歌
の
長
歌
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
は

歌
の
最
後
に
位
置
す
る
用
例
が
か
な
り
多
く
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
珍
し
い

のである。
山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（６．九○九）

美
表
現
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
装
い
で
儀
礼
歌
の
中
に
そ
の
姿
を
現
し

た
の
で
あ
っ
た
。二

「
見
れ
ど
飽
か
い
」
の
変
遷
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｢見れど飽かい」と詠む主体

神
か
ら
か
見
が
欲
し
か
ら
む
み
吉
野
の
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ

か
も
（
６
．
九
一
○
）

な
ど
、
行
幸
従
駕
の
歌
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
な
形
を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
最
後
に
置
か
れ
な
い
場
合
で
も
「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野

の
河
（
１
．
三
七
ご
「
見
飽
か
ぬ
君
（
４
．
五
七
二
）
」
な
ど
、
讃
美
す

る
対
象
を
修
飾
す
る
働
き
を
持
つ
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
二
首
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
、
フ
な
歌
が
現

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
は
対
象
の
本
質
を
感
受
し
尽
く
せ
な
い
が
た

め
に
生
じ
る
見
る
こ
と
へ
の
あ
こ
が
れ
を
詠
む
こ
と
で
、
対
象
を
讃
美
す

る
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
二
首
で
は
「
見
れ
ど
飽

か
い
」
と
言
い
放
っ
た
と
こ
ろ
で
は
歌
が
終
わ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
新
し
い
何
か
が
歌
に
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
何
か
と
は
、
対
象
を
感
受
し
つ
く
す
こ
と
へ
あ
こ
が

れ
る
心
の
激
し
さ
で
あ
る
。
「
も
う
一
度
見
た
い
」
と
い
う
心
情
を
表
明

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ど
れ
だ
け
の
情
熱
を
持
っ
て
そ
れ
を
望
ん
で
い
る

か
が
表
現
さ
れ
は
じ
め
る
。
要
す
る
に
〈
詠
み
手
〉
の
、
対
象
に
惹
か
れ

る
切
な
る
嘆
き
の
心
情
・
対
象
を
感
受
し
つ
く
す
こ
と
へ
の
激
し
い
あ
こ

が
れ
の
心
を
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
讃
美
表
現
に
お
い
て

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
流
れ
が
、
そ
の
心
情
、
「
心
」
が
「
飽
か
い
」
と
詠

む
よ
う
な
次
の
歌
々
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

我
が
船
の
梶
は
な
引
き
そ
大
和
よ
り
恋
ひ
来
し
心
い
ま
だ
飽
か
な
く

に
（
７
．
一
二
二
二

一
年
に
二
度
行
か
ぬ
秋
山
を
心
に
飽
か
ず
過
ぐ
し
つ
る
か
も
（
Ⅷ
．

二二一八）

一
二
二
一
番
歌
は
大
和
か
ら
あ
こ
が
れ
の
心
を
持
っ
て
見
に
来
た
土
地

を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
後
ろ
髪
引
か
れ
る
よ
う
な
思
い
を
、
一
三
一

八
番
歌
は
一
年
の
間
に
は
も
う
二
度
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
秋
山
で
あ

る
の
に
、
心
が
充
足
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
そ
の
時
期
を
過
ご
し
て
し

ま
う
こ
と
へ
の
嘆
き
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
首
も

〈
詠
み
手
〉
の
、
対
象
を
感
受
す
る
こ
と
へ
の
あ
こ
が
れ
と
、
そ
れ
が
果

た
さ
れ
な
い
嘆
き
に
よ
っ
て
対
象
が
讃
め
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ま
さ

に
、
対
象
を
讃
め
る
と
い
う
行
為
が
〈
詠
み
手
〉
の
心
の
状
況
（
し
か
も

充
足
し
な
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
状
況
）
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
様
子

が
こ
れ
ら
の
歌
に
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
が
最
終
的
に
た
ど
り
つ
く
と
こ
ろ
と
し

て
、
次
の
歌
の
表
現
を
挙
げ
て
お
き
た
い
・

も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
の
思
ふ
ど
ち
心
遣
ら
む
と
馬
並

め
て
、
う
ち
く
ち
ぶ
り
の
白
波
の
荒
磯
に
寄
す
る
渋
路
の

崎
た
も
と
ほ
り
松
田
江
の
長
浜
過
ぎ
て
宇
奈
比
川
清
き
瀬

ご
と
に
鵜
川
立
ち
か
行
き
か
く
行
き
見
つ
れ
ど
も
そ
こ
も

飽
か
に
と
布
勢
の
海
に
舟
浮
け
据
ゑ
て
沖
辺
漕
ぎ
辺
に
漕

ぎ
見
れ
ば
渚
に
は
あ
ぢ
群
騒
き
島
廻
に
は
木
末
花
咲
き

こ
こ
ば
く
も
見
の
さ
や
け
き
か
玉
櫛
笥
二
上
山
に
延
ふ
っ

た
の
行
き
は
別
れ
ず
あ
り
通
ひ
い
や
年
の
は
に
思
ふ
ど

ち
か
く
し
遊
ば
む
今
も
見
る
ご
と
（
Ⅳ
．
三
九
九
二

布
勢
の
海
の
沖
つ
白
波
あ
り
通
ひ
い
や
年
の
は
に
見
つ
つ
し
の
は
む

（Ⅳ・三九九二）

「
布
勢
の
水
海
に
遊
覧
す
る
賦
一
首
井
せ
て
短
歌
」
の
題
詞
を
持
つ
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｢見れど飽かい」と詠む主体

大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
。
歌
中
「
見
つ
れ
ど
も
そ
こ
も
飽
か
に
と
」
が

「
見
れ
ど
飽
か
い
」
の
流
れ
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も

明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
歌
の
文
脈
を
捉
え
た
と
き
、
こ
れ
が
賛
辞
だ

ろ
、
フ
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
あ
る

対
象
に
触
れ
な
が
ら
も
、
ま
た
新
た
な
対
象
を
求
め
て
移
動
し
て
い
く
と

い
、
フ
場
面
に
お
い
て
「
見
つ
れ
ど
も
そ
こ
も
飽
か
に
と
」
が
差
し
挾
ま
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
人
麻
呂
歌
で
は
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
言
わ
れ
た

吉
野
に
こ
そ
「
ま
た
返
り
見
む
」
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
の
に
対
し
、
家
持

歌
で
「
あ
り
通
」
う
べ
き
と
さ
れ
る
の
は
「
そ
こ
も
飽
か
に
と
」
と
言
わ

れ
た
場
所
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
移
動
し
た
「
布
勢
の
海
」
な
の
だ
。

当
歌
の
「
見
つ
れ
ど
も
そ
こ
も
飽
か
に
と
」
は
、
も
は
や
あ
る
一
つ
の

対
象
を
見
続
け
た
い
と
い
、
フ
欲
望
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
先
に
示
し
た
例

に
比
べ
る
と
嘆
き
そ
の
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見

え
る
。
し
か
し
、
一
見
賛
辞
と
は
捉
え
が
た
い
こ
の
よ
、
フ
な
表
現
も
、
そ

の
裏
側
に
あ
る
賛
美
の
心
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

とを認めるべきである、７．

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
〈
詠
み
手
〉
の
、
対
象
を
見
尽
く
す
こ
と

へ
の
あ
こ
が
れ
の
心
、
そ
し
て
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
嘆
き
を
詠
む
と
い

う
こ
と
は
、
非
天
皇
視
点
か
ら
対
象
を
讃
美
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
見

出
さ
れ
て
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
読
ん
で
こ
そ
、
こ
の
家
持
歌

の
表
現
の
質
が
正
し
く
理
解
で
き
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
は
対
象
を
対
象
そ
の

も
の
が
持
つ
本
質
の
す
ば
ら
し
さ
に
よ
っ
て
手
放
し
に
讃
め
た
た
え
る
の

で
は
な
く
、
対
象
に
触
れ
た
く
詠
み
手
〉
の
心
情
か
ら
讃
め
た
た
え
る
と

い
う
特
徴
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
先
に
挙
げ
た
家
持
歌
の
表
現

「
見
つ
れ
ど
も
そ
こ
も
飽
か
に
と
」
も
、
対
象
の
全
て
を
感
受
し
た
い
と

い
、
フ
欲
望
と
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
嘆
き
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
讃
美
表
現
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

余
談
で
あ
る
が
、
家
持
の
い
わ
ゆ
る
春
愁
三
首
と
呼
ば
れ
る
歌
の
中
に

「
春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し
（
巻
岨
・
四
二
九
○
）
」
や
「
心
悲
し

も
ひ
と
り
し
思
へ
ば
（
巻
蛆
・
四
二
九
二
と
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
「
悲
し
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
解
決
を
見

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
歌
も
、
先
の
家
持
歌
と
同

じ
よ
う
な
表
現
の
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
非
天
皇
視
点
か
ら
対
象
を
捉
え
る
〈
詠
み
手
〉
が
自
ら
の
充
足

し
な
い
心
を
詠
む
こ
と
か
ら
対
象
を
讃
め
て
い
く
と
い
う
讃
美
の
心
が
、

（Ⅱ）

こ
れ
ら
の
表
現
を
一
方
か
ら
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
見
る
」
こ
と
が
天
皇
の
独
占
か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
た
ら
し
く
〈
詠
み

手
〉
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
さ
れ
は
じ
め
た
と
き
か
ら
、
す
で
に
こ
う

し
た
変
化
は
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
て
、
「
見
る
」

と
い
う
言
葉
を
取
り
巻
く
表
現
が
〈
詠
み
手
〉
の
意
識
化
に
よ
っ
て
変
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
実
も
だ
ん
だ
ん
と
姿
を
変
え
て
い
く
の
で
あ

る
。
〈
詠
み
手
〉
の
視
点
に
よ
っ
て
、
「
見
」
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見

れ
ば
い
つ
で
も
見
た
い
と
思
う
も
の
（
対
象
）
が
見
え
る
呪
的
な
「
見

る
」
は
後
退
し
、
〈
詠
み
手
〉
の
心
情
に
支
え
ら
れ
た
、
も
っ
と
感
覚
的

な
「
見
る
」
に
そ
の
場
所
を
譲
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
三
九
九
一
番
歌
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
注
目
す

三
「
見
明
ら
む
」
に
つ
い
て

-９１-



｢見れど飽力 ぬ」と詠む主体

べ
き
点
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
「
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
の
思
ふ
ど

ち
心
遣
ら
む
と
」
で
あ
る
。
〈
詠
み
手
〉
を
含
む
で
あ
る
、
フ
、
何
か
も
の

思
い
を
抱
え
た
「
思
ふ
ど
ち
」
が
ま
ず
描
か
れ
、
そ
の
主
体
が
も
の
思
い

を
晴
ら
す
た
め
に
遊
覧
す
る
と
い
う
構
図
が
見
ら
れ
る
。

「
見
れ
ど
飽
か
い
」
は
天
皇
視
点
と
非
天
皇
視
点
、
す
な
わ
ち
天
皇
と

〈
詠
み
手
〉
と
の
差
異
を
示
す
こ
と
で
対
象
を
讃
め
る
た
め
に
生
み
出
さ

れ
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
あ
る
対
象

と
〈
詠
み
手
〉
の
ず
れ
を
示
す
表
現
で
あ
る
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
天

皇
と
対
象
と
は
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
の
構
造
に
支
え
ら
れ
た
呪
的
な
関
係

を
取
り
結
ぶ
も
の
と
し
て
理
想
化
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
対
極
に
い
つ
も

対
象
を
感
受
し
き
れ
な
い
〈
詠
み
手
〉
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

ある。よ
っ
て
〈
詠
み
手
〉
は
、
常
に
、
向
か
い
合
う
対
象
と
の
ず
れ
を
抱
え

た
者
と
し
て
歌
の
中
に
姿
を
現
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
流
れ
が
、
あ

ら
か
じ
め
晴
ら
す
べ
き
心
を
抱
え
た
と
こ
ろ
か
ら
詠
み
出
さ
れ
る
三
九
九

一
番
歌
の
よ
う
な
歌
の
成
立
と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
〈
詠
み
手
〉
像
を
作
り
あ
げ
る
表
現
と
し
て
誕
生
し
た
の
が

「
見
明
ら
む
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
明
ら
む
」
は
「
御
心
を
明
ら
め
た
ま
ひ
」
「
御
心
を
見
し
明
ら
め
し
」

「
見
明
ら
め
心
遣
ら
む
と
」
と
い
っ
た
用
例
か
ら
、
「
心
を
晴
ら
す
」
意
と

（旧）

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
歌
に
は
、
三
九

九
一
番
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
晴
ら
す
べ
き
心
を
抱
え
た
詠
み

手
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
用
例
を

見
て
い
き
た
い
。

思
ふ
ど
ち
ま
す
ら
を
の
こ
の
木
の
暗
繁
き
思
ひ
を
見
明
ら

め
心
遣
ら
む
と
布
勢
の
海
に
小
舟
つ
ら
並
め
・
…
・
・
し
く
し
く

に
恋
は
増
さ
れ
ど
今
日
の
み
に
飽
き
足
ら
め
や
も
か
く
し

こ
そ
い
や
年
の
は
に
春
花
の
繁
き
盛
り
に
秋
の
葉
の
も

み
た
む
時
に
あ
り
通
ひ
見
つ
つ
し
の
は
め
こ
の
布
勢
の
海
を

（蛆．四一八七）

当
歌
で
は
、
ま
ず
「
木
の
暗
繁
き
思
ひ
」
が
あ
ら
か
じ
め
抱
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
思
い
が
晴
れ
る
よ
う
な
対
象
を
求
め
て
遊
覧
し
て
い
る
。
し

か
し
、
「
し
く
し
く
に
恋
は
ま
さ
れ
ど
今
日
の
み
に
飽
き
足
ら
め
や
も
」

と
い
、
ソ
表
現
に
よ
り
、
そ
の
思
い
が
晴
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
日
の
暮

れ
て
い
く
こ
と
が
嘆
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
で
も
先
程
の

家
持
歌
と
同
様
、
自
ら
の
心
を
晴
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
な
対
象
を
求
め
て

祐
裡
う
も
の
の
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
状
況
が
歌
の
中
で
作
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
思
い
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
よ
う
な
対
象

に
巡
り
会
え
な
い
が
た
め
に
「
恋
は
増
」
し
、
見
る
欲
望
に
捕
ら
わ
れ
た

ま
ま
の
〈
詠
み
手
〉
が
残
さ
れ
る
。

こ
の
よ
、
フ
な
例
と
合
わ
せ
て
、
「
見
る
ご
と
に
」
と
い
う
表
現
に
つ
い

て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
「
見
る
ご
と
」
は
「
見
る
た
び
」
と
い
う

意
味
に
な
る
が
、
こ
の
言
葉
も
家
持
圏
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ

る
。
家
持
圏
以
外
で
は
挽
歌
に
用
例
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
見
る
た
び
に

死
者
の
姿
が
想
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
と
い
う
詠
み
ぶ
り
に
な
る
。
次
の
よ

う
な
歌
で
あ
る
。

鞆
の
浦
の
磯
の
む
ろ
の
木
見
む
ご
と
に
相
見
し
妹
は
忘
ら
え
め
や
も

（３．四四七）

佐
保
山
に
た
な
び
く
霞
見
る
ご
と
に
妹
を
思
ひ
出
で
泣
か
ぬ
日
は
な

し
（
３
．
四
七
三
）
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｢見れど飽かい」と詠む主体

ま
た
、
つ
ぎ
の
歌
群
の
長
歌

も
っ
と
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。

、
フ
つ
せ
み
は
恋
を
繁
み
，

ぢ
て
折
り
も
折
ら
ず
も

谷
辺
に
生
ふ
る
山
吹
を

鳴
き
と
よ
む
れ
ど
な
に
か
飽
き
足
ら
む
（
岨
・
四
一
六
六
）

当
歌
で
は
「
見
る
ご
と
に
」
「
、
う
ち
嘆
き
萎
え
う
ら
ぶ
れ
」
と
あ
り
、

見
て
も
あ
る
特
定
の
像
が
見
え
な
い
嘆
き
だ
け
が
語
ら
れ
る
。
見
る
た
び

ご
と
に
、
見
た
い
も
の
（
見
る
こ
と
へ
の
欲
望
）
と
実
際
に
見
え
る
も
の

我
が
や
ど
に
も
み
つ
か
へ
る
て
見
る
ご
と
に
妹
を
か
け
つ
つ
恋
ひ
ぬ

日
は
な
し
（
８
．
一
六
二
三
）

こ
れ
ら
は
、
見
た
い
と
思
う
も
の
が
見
る
ご
と
に
思
い
起
こ
さ
れ
て
く

る
と
い
う
歌
で
、
「
見
れ
ば
～
見
ゆ
」
と
い
、
フ
国
見
歌
と
同
じ
発
想
に
基

づ
く
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
歌
で
は
〈
詠
み

手
〉
と
い
う
問
題
は
意
識
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
〈
詠
み
手
〉
の
心
と
対
象

の
見
え
方
と
の
間
に
ず
れ
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
家
持
歌
で
の
用

い
ら
れ
方
は
こ
れ
ら
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

う（》◎

時
ご
と
に
い
や
め
づ
ら
し
く
八
千
種
に
草
木
花
咲
き
鳴
く

と
の
ず
れ
が
確
認
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

鳥
の
声
も
変
は
ら
ふ
耳
に
聞
き
目
に
見
る
ご
と
に
う
ち
嘆

き
萎
え
う
ら
ぶ
れ
し
の
ひ
つ
つ
争
ふ
は
し
に
木
の
暗
の

四
月
し
立
て
ば
夜
隠
り
に
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
．
…
・
・
行
き
帰
り

へ
る
花
を
見
る
ご
と
に
思
ひ
は
や
ま
ず
恋
し
繁
し
も
（
明
・

四一八五）
口恋

を
繁
み
と （

四
一
八
五
）
で
は
そ
の
よ
う
な
関
係
が

見
む
ご
と
に

Ｉ

刑

見
む
ご
と
に
心
和
ぎ
む
と

や
ど
に
引
き
植
ゑ
て
朝
露
に

Ｊ

春
ま
け
て
思
ひ
繁
け
ば
引
き
筆

繁
山
のにほ

第
三
者
の
立
場
か
ら
天
皇
や
天
皇
の
治
め
る
土
地
を
讃
美
す
る
た
め
に

作
ら
れ
た
新
し
い
歌
の
主
体
た
る
〈
詠
み
手
〉
は
、
天
皇
視
点
を
言
外
に

表
現
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
〈
詠
み
手
〉
像
が
歌
の
中
に
徐
々
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
天
皇
の
描
か
れ
方
も
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
次

山
吹
を
や
ど
に
引
き
植
ゑ
て
見
剖
ゴ
洲
『
伺
思
ひ
は
止
ま
ず
恋
こ
そ
増

ノ
Ｌ
Ｊ
ｒ
、
〃
、
刀
ｆ
、
Ｑ

さ
れ
（
岨
・
四
一
八
六
）

「
見
む
ご
と
に
心
和
ぎ
む
」
と
思
っ
て
植
え
た
山
吹
で
あ
る
の
に
、
そ

れ
を
「
見
る
ご
と
に
」
か
え
っ
て
思
い
は
や
ま
ず
、
恋
が
ま
さ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
嘆
き
は
反
歌
に
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
今
度
こ
そ

は
自
分
の
心
、
す
な
わ
ち
見
る
こ
と
へ
の
欲
望
を
満
た
し
て
く
れ
る
よ
う

な
対
象
の
姿
と
出
会
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
持
っ
て
何
度
も

見
る
が
、
そ
の
た
び
に
ず
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
期
待
と
絶
望
の
繰
り
返

し
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
歌
に
お
い
て
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
に
始
ま
る
、
新
し
い
讃
美
表

現
の
在
り
方
は
後
期
萬
葉
に
至
っ
て
こ
の
よ
う
な
深
ま
り
を
見
せ
て
い

ヲ（》◎森
朝
男
氏
は
、
家
持
の
自
然
詠
が
持
つ
基
本
的
構
造
を
《
恋
》
で
あ
る

（旧）

と
述
べ
た
が
、
自
然
に
向
き
合
い
つ
つ
、
そ
の
す
べ
て
を
捉
え
る
こ
と
が

か
な
わ
ず
、
い
つ
も
そ
こ
か
ら
ず
れ
て
、
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か

ら
歌
が
詠
み
出
さ
れ
て
く
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
に
恋
歌
の
表
現
に
限
り

な
く
近
づ
い
て
ゆ
く
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
天
皇
の
「
見
し
明
む
」

- ９３ -



｢見れど飽かい」と詠む主体

に
、
天
皇
と
天
皇
に
準
ず
る
者
の
「
見
明
ら
む
」
の
用
例
を
見
て
い
き
た

い。
…
…
然
れ
ど
も
墾
判
研
封
利
の
諸
人
を
誘
ひ
た
ま
ひ
良
き
事

を
始
め
た
ま
ひ
て
金
か
も
た
し
け
く
あ
ら
む
と
思
ほ
し
て

刊
側
園
割
引
回
鶏
が
鳴
く
東
の
国
の
陸
奥
の
小
田
な
る
山
に

金
あ
り
と
申
し
た
ま
へ
れ
御
刷
剥
引
-
飼
創
劉
哨
科
訶
酬
天
地
の

神
相
う
づ
な
ひ
皇
統
の
御
霊
助
け
て
遠
き
代
に
か
か
り
し

こ
と
を
朕
が
御
代
に
顕
は
し
て
あ
れ
ば
食
す
国
は
栄
え
む

も
の
と
神
な
が
ら
思
ほ
し
め
し
て
…
…
（
岨
・
四
○
九
四
）

か
け
ま
く
も
あ
や
に
恐
し
潤
制
刈
羽
利
皇
子
の
尊
…
…
御
訓
側
劉

副
祠
制
荊
馴
幻
ｕ
活
道
山
木
立
の
茂
に
咲
く
花
も
う
つ
る
ひ

に
け
り
…
…
（
３
．
四
七
八
）

…
…
神
な
が
ら
糊
荊
制
刻
召
の
天
の
下
治
め
た
ま
へ
ば
…
…
や

す
み
し
し
澗
州
副
對
召
秋
の
花
し
が
色
々
に
副
川
副
封
割
引

明
副
引
珂
料
Ｈ
訶
酬
酒
み
づ
き
栄
ゆ
る
今
日
の
あ
や
に
貴
さ

（凹・四二五四）

秋
の
花
種
々
に
あ
れ
ど
色
ご
と
に
割
、
引
明
削
副
引
到
今
日
の
貴
さ

（田．四二五五）

刃
剴
『
の
御
代
万
代
に
か
く
し
こ
そ
副
打
〕
胴
剣
馴
呵
立
つ
年
の
は
に

（岨・四二六七）

…
…
神
な
が
ら
制
汁
。
到
到
の
う
ち
な
び
く
春
の
初
め
は
八

千
種
に
花
咲
き
に
ほ
ひ
山
み
れ
ば
見
の
と
も
し
く
川
見
れ

ば
見
の
さ
や
け
く
物
ご
と
に
栄
ゆ
る
時
と
割
、
渕
制
割
引

唄
創
剥
劃
目
訶
酬
敷
き
ま
せ
る
難
波
の
宮
は
…
…
（
別
・
四
三
六

○）

時
の
花
い
や
め
づ
ら
し
も
か
く
し
こ
そ
副
祠
制
判
馴
呵
瑚
秋
立
つ
ご
と

に
（
別
・
四
四
八
五
）

は
じ
め
に
挙
げ
た
歌
は
出
金
詔
書
歌
で
あ
る
。
ま
ず
「
下
悩
ま
す
」
天

皇
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
天
皇
が
金
が
産
出
し
た
こ
と
を
聞
い
て

心
を
「
明
ら
む
」
と
い
う
。
三
節
に
お
い
て
挙
げ
た
家
持
歌
な
ど
と
、
基

本
的
に
同
じ
構
成
の
冒
頭
部
分
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
歌
の
中
で
天
皇
の
思
惟
が
描
か
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
が
都
を
遷
す
意
図
を
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め

せ
か
」
と
表
現
し
た
近
江
荒
都
歌
を
は
じ
め
、
歌
は
天
皇
の
思
惟
、
そ
れ

も
、
マ
イ
ナ
ス
の
思
惟
を
示
す
こ
と
を
避
け
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
当
歌
で
は
天
皇
ま
で
も
が
晴
ら
す
べ
き
心
を
抱
え
る
者
と
し
て

現
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
天
皇
は
そ
の
立
場
上
、
思
い

が
晴
れ
な
い
ま
ま
歌
が
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。
天
皇
は
儀
礼
の
主
体
で
あ

る
か
ら
、
歌
の
中
で
き
ち
ん
と
そ
の
思
い
を
晴
ら
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
当
歌
で
も
、
金
が
産
出
し
た
と
い
う
事
実
を
聞
く
こ
と
に

よ
っ
て
対
象
（
当
歌
で
は
統
治
す
る
国
々
）
と
の
理
想
的
関
係
を
取
り
戻

し
た
と
い
、
フ
文
脈
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
三
節

の
歌
々
と
は
異
な
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
全
き
充
足
を
歌
う
べ
き
宮
廷
の

儀
礼
主
体
に
ま
で
「
明
ら
む
」
と
い
、
フ
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、

（Ⅱ）

や
は
り
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
変
化
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
何
度
も
見
た
い
と
い
う
見
尽
く
す
こ
と
へ
の

あ
こ
が
れ
は
、
見
れ
ば
い
つ
で
も
理
想
的
な
対
象
を
感
受
で
き
る
と
い
う

天
皇
の
視
点
か
ら
は
、
生
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
視

点
か
ら
「
見
る
」
場
合
、
そ
の
行
為
は
一
度
で
完
結
す
る
。
な
ぜ
な
ら
い

つ
見
て
も
理
想
的
な
も
の
が
見
え
る
と
い
う
天
皇
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た

- ９ ４ -



ぬ」と詠む主体｢見れど飽力

（旧）

対
象
は
、
回
帰
す
る
祝
祭
の
時
間
の
論
理
の
中
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し

か
し
、
〈
詠
み
手
〉
の
視
点
が
歌
の
論
理
の
中
に
定
着
し
た
後
は
、
た
と

え
天
皇
で
あ
っ
て
も
、
理
想
的
な
も
の
が
見
え
る
こ
と
が
ア
プ
リ
オ
リ
に

は
な
い
。
毎
回
対
象
と
ず
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
そ
の
関
係
を
新
た

に
結
び
直
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
回
一
回

の
「
見
る
」
行
為
に
は
常
に
緊
張
が
伴
わ
れ
、
「
見
る
」
行
為
が
一
回
性

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
誰
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
対
象
で
あ
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
歌
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

人
麻
呂
以
降
、
養
老
七
年
の
吉
野
行
幸
や
神
亀
二
年
の
難
波
行
幸
な

ど
、
一
つ
の
行
幸
に
お
い
て
数
人
の
宮
廷
歌
人
が
作
歌
を
為
す
と
い
っ
た

状
況
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
〈
詠
み
手
〉
と
い
う
新
し
い
歌
の
主
体

に
よ
っ
て
「
見
る
」
こ
と
の
一
回
性
が
問
題
に
な
り
始
め
た
こ
と
と
深
い

関
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
詠
み
手
〉
の
「
見
る
」
行

為
か
ら
捉
え
ら
れ
た
様
々
な
行
幸
地
の
姿
が
、
行
幸
と
い
う
儀
礼
の
中
で

必
要
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
天
皇

の
視
点
と
非
天
皇
視
点
を
区
別
す
る
た
め
に
始
ま
っ
た
「
見
る
」
と
い
う

言
葉
の
変
化
は
、
そ
の
表
現
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
つ
い
に
天
皇
そ
の
も

の
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
熟
成
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
宮
廷
儀
礼
歌
に
頻
出
す
る
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
と
い
う
讃

美
表
現
を
手
が
か
り
と
し
て
、
歌
に
お
け
る
新
し
い
主
体
、
〈
詠
み
手
〉

像
を
探
っ
て
き
た
。
新
し
い
季
節
の
到
来
や
植
物
の
最
盛
期
に
接
し
な
が

ら
、
思
い
が
晴
れ
な
い
と
い
う
家
持
の
自
然
詠
。
自
ら
の
嘆
き
を
詠
む
こ

お
わ
り
に

れ
ら
の
作
歌
を
導
い
た
の
は
、
実
は
他
で
も
な
い
人
麻
呂
に
は
じ
ま
る
宮

廷
儀
礼
歌
の
表
現
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
皇
を
詠
む
と
い
う
公
の
場
の
行
為
の
中
で
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
一
見

私
的
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
表
現
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
公
的
・

私
的
と
分
類
し
、
切
り
離
し
て
処
理
し
て
し
ま
い
が
ち
な
表
現
が
、
実
は

そ
の
根
底
に
お
い
て
表
と
裏
か
ら
歌
を
支
え
合
う
も
の
と
し
て
共
存
し
て

い
る
と
い
、
う
こ
と
を
、
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

関
係
を
作
り
あ
げ
た
の
は
、
非
天
皇
視
点
か
ら
天
皇
や
天
皇
の
治
め
る
土

地
を
詠
む
主
体
で
あ
る
〈
詠
み
手
〉
と
い
う
位
相
で
あ
っ
た
。

本
稿
が
追
っ
て
き
た
の
は
、
こ
の
き
わ
め
て
微
妙
な
位
置
に
立
つ
者
に

よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
歌
の
歴
史
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
。
新
し
い

歌
の
主
体
た
る
〈
詠
み
手
〉
像
を
作
り
上
げ
る
言
葉
は
、
今
回
中
心
と
し

て
論
じ
た
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
に
限
ら
ず
、
萬
葉
集
の
そ
こ
こ
こ
に
い
ま

だ
ひ
そ
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
出
し
、
体
系
的
に
捉
え
て

い
く
こ
と
を
自
ら
の
当
面
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

注
（
１
）
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
全
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
万

葉
集
』
に
依
る
。

（
２
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
一
・
三
六
番
歌
（
有
斐
閣
）
。

（
３
）
大
浦
誠
士
「
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
考
１
人
麻
呂
の
創
造
ｌ
」
（
『
万

葉
史
を
問
う
」
新
典
社
平
成
二
年
一
二
月
）
。
ま
た
島
田
修
三

「
〈
見
れ
ど
飽
か
ず
〉
の
考
察
ｌ
そ
の
意
味
と
用
法
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」

（
『
美
夫
君
志
』
三
一
昭
和
六
十
年
十
月
）
に
も
同
趣
の
指
摘
が
見

られる。

（
４
）
大
浦
前
掲
論
文
。
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｢見れど飽かい」と詠む主体

（
５
）
古
代
に
お
け
る
「
見
る
」
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
そ
こ
に
タ
マ
フ

リ
的
意
義
を
認
め
た
土
橋
寛
ヨ
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」

亀
萬
葉
」
三
九
昭
和
三
六
年
五
月
）
に
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
「
見

る
」
が
こ
う
し
た
呪
的
な
意
味
か
ら
解
放
さ
れ
る
過
程
を
述
べ
た
も

の
と
し
て
、
内
田
賢
徳
「
「
見
る
・
見
ゆ
」
と
「
思
ふ
・
思
ほ
ゆ
」

ｌ
『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
そ
の
相
関
ｌ
」
亀
萬
葉
」
二
五
昭
和
五

八
年
十
月
）
が
あ
る
。

（
６
）
森
朝
男
「
天
つ
神
志
向
と
国
つ
神
志
向
」
（
『
国
文
学
研
究
』
四
五

昭
和
四
六
年
十
月
）
は
、
記
紀
の
国
見
歌
を
分
析
し
、
そ
の
様
式
を

景
物
列
叙
型
と
対
象
称
揚
型
の
二
型
に
分
類
す
る
。

（
７
）
土
橋
前
掲
論
文
。

（
８
）
内
藤
明
「
吉
野
讃
歌
」
亀
柿
本
人
麻
呂
《
全
》
』
笠
間
書
院
平

成
一
二
年
六
月
）
に
お
い
て
も
、
「
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
は
対
象
か
ら

溢
れ
出
る
も
の
を
一
方
的
に
仰
ぎ
見
て
享
受
し
、
対
象
を
讃
美
す
る

言
葉
で
」
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
よ
う
な
「
見
れ
ど
飽
か
い
」
の
生
成

は
…
（
中
略
）
…
、
王
体
が
、
記
紀
や
野
明
の
国
見
歌
な
ど
に
見
る
神

や
天
皇
で
は
な
い
こ
と
と
関
わ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
人
麻
呂
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
、
第
三
者
的
視
点
に
つ
い
て
は
、
清

水
克
彦
「
人
麻
呂
に
齢
け
る
伝
統
と
創
造
Ｉ
圭
口
野
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
」
（
『
日
本
文
学
』
三
七
昭
和
三
一
年
一
月
）
、
森
朝
男
氏
「
白

鳳
の
祭
政
構
造
と
詩
ｌ
様
式
と
し
て
の
人
麿
ｌ
」
（
古
代
文
学
会
編

『
想
像
力
と
様
式
』
武
蔵
野
書
院
昭
和
五
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
岨
）
身
崎
壽
「
宮
廷
讃
歌
の
方
法
」
（
『
日
本
文
学
』
一
七
平
成
二
年

一月）。

（
Ⅱ
）
春
愁
三
首
に
お
け
る
「
悲
し
」
を
春
を
た
た
え
る
讃
め
詞
と
し
て

捉
え
直
し
た
論
に
、
佐
藤
和
喜
「
讃
歌
と
し
て
の
春
愁
三
首
」
『
文

学
」
昭
和
六
三
年
二
月
）
が
あ
る
。

（
岨
）
菊
池
威
雄
「
天
平
の
寿
歌
「
預
作
侍
宴
応
詔
歌
」
」
含
国
文
学
研

究
』
第
百
十
集
平
成
五
年
六
月
）
は
、
「
明
ら
む
」
を
心
を
晴
ら

す
意
と
読
む
こ
と
を
疑
問
視
し
、
「
対
象
を
照
り
輝
か
す
と
い
う
天

皇
の
呪
性
を
負
っ
た
敬
意
表
現
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
で
「
天
皇
は
自
然
を
前
に
し
す
で
に
神
で
は
な
く
、
廷
臣
た
ち

と
座
を
共
有
す
る
自
然
の
観
賞
者
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
祭
祀
王

か
ら
律
令
天
子
へ
と
い
う
天
皇
像
の
変
化
で
あ
る
。
「
見
し
賜
ひ

明
ら
め
賜
ひ
」
と
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
天
皇
の
姿

で
は
な
い
だ
ろ
薄
７
か
。
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
本
稿
と
同
趣
の
指
摘

が見られる。

（
過
）
森
朝
男
「
大
伴
家
持
ｌ
和
歌
史
と
し
て
の
読
み
の
た
め
に
ｌ
」

言
上
代
文
学
』
七
二
平
成
六
年
四
月
）
。

（
Ｍ
）
長
尾
俊
太
郎
「
家
持
の
預
作
侍
宴
応
詔
歌
考
ｌ
「
見
し
た
ま
ひ
明

ら
め
た
ま
ひ
」
の
表
現
を
中
心
に
ｌ
」
亀
古
代
研
究
」
二
三
平
成

三
年
一
月
）
は
、
。
見
し
た
ま
ひ
明
ら
め
た
ま
ひ
」
（
見
し
明
ら
む
）

は
、
天
皇
の
徳
の
高
さ
を
讃
え
た
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」

と
捉
え
る
。
天
皇
が
「
見
明
ら
む
」
と
い
う
特
別
な
力
を
有
す
る
と

い
う
指
摘
で
あ
り
、
前
掲
の
菊
池
論
文
と
共
に
、
「
見
明
ら
む
」
の

あ
る
一
面
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
首
肯
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う

に
捉
え
る
だ
け
で
は
、
な
ぜ
「
明
ら
む
」
と
い
う
言
葉
が
発
生
す
る

か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろうか。

（
喝
）
森
朝
男
「
宴
の
時
空
ｌ
「
雑
歌
」
論
の
た
め
の
序
章
ｌ
」
亀
古
代

和
歌
と
祝
祭
」
有
精
堂
昭
和
六
三
年
）
は
、
歌
の
こ
と
ば
は
本
質

的
に
祝
い
こ
と
ば
的
で
あ
り
、
「
今
」
と
い
う
時
を
晴
れ
の
時
間

（
回
帰
す
る
時
間
）
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
性
格
を
持
つ
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
回
帰
す
る
時
間
の
論
理
が
失
わ
れ
、
移
り
ゆ
く
時
間
の
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｢見れど飽かい」と詠む主体

も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
壷

た
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

付
記

本
稿
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
十
四
日
の
上
代
文
学
会
秋
季
大
会
、
お
よ

び
平
成
十
二
年
三
月
四
日
の
古
代
文
学
会
三
月
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を

も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
諸
氏
よ
り
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ

中
で
対
象
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
ふ
る
だ
て
あ
や
こ
）
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