
ー

〈
庭
年
落
〉

|
「
落
」

問
題
の
所
在

萬
葉
集
巻
第
十
九
の
巻
頭
、
「
天
平
勝
宝
二
年
三
月
一
日
之
暮
、
眺

二
嘱
春
苑
桃
李
花
一
作
歌
二
首
」
と
題
さ
れ
た
大
伴
家
持
の
二
首
は
、

彼
の
越
中
国
守
時
代
の
代
表
作
と
目
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
第
二

首、

吾
が
園
の
李
の
花
か
庭
ホ
落
は
だ
れ
の
未
だ
遺
り
た
る
か
も

（
四
一
四

0
)

に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。

解
釈
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
は
第
三
句
の
部
分
で
あ
る
。
鹿
持
雅

澄
『
萬
葉
集
古
義
』
が
ニ
ハ
ニ
フ
ル
と
訓
み
つ
つ
三
句
切
れ
で
李
の

花
が
散
っ
て
い
る
と
解
す
る
ほ
か
は
、
近
世
以
前
の
諸
注
・
諸
本
と

も
に
ニ
ハ
ニ
チ
ル
と
訓
ん
で
上
二
句
を
受
け
て
い
る
と
解
し
、
圧
倒

的
に
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
佐
伯
梅
友
「
萬
葉
集
の
助
詞
二
種
」
（
『
萬

葉
語
研
究
』
〈
有
朋
堂
〉
所
収
、
初
出
一
九
二
八
）
は
『
古
義
』
と
同

様
に
ニ
ハ
ニ
フ
ル
と
訓
む
一
方
、
第
三
句
は
「
は
だ
れ
」
を
限
定
す

る
も
の
で
一
首
は
二
句
切
れ
と
解
し
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
、
五
味
智

英
「
家
持
の
李
の
花
の
歌
」
（
『
萬
葉
集
の
作
家
と
作
品
』
〈
岩
波
書
店
〉

所
収
、
初
出
一
九
五

0
)
は
詳
細
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。
氏
は
、

家
持
の
短
歌
に
あ
っ
て
は
二
句
切
れ
が
有
力
で
あ
り
、
二
句
切
れ
の

歌
で
は
第
二
句
の
末
と
第
五
句
の
末
と
の
音
の
間
に
類
似
が
見
ら
れ
、

こ
の
歌
の
場
合
は
「
か
」
と
「
か
も
」
が
対
応
す
る
こ
と
、
ま
た
第

四
句
「
は
だ
れ
の
未
だ
」
の
句
割
れ
に
つ
い
て
、
家
持
の
句
割
れ
の

歌
に
お
い
て
割
れ
た
句
の
上
部
は
そ
の
上
に
限
定
語
を
有
す
る
の
を

常
と
す
る
こ
と
か
ら
、
「
庭
に
落
る
」
が
「
は
だ
れ
」
を
修
飾
す
る
と

見
た
方
が
よ
く
、
「
落
」
の
訓
に
つ
い
て
、
集
中
花
や
葉
に
は
チ
ル
、

雪
や
雨
に
は
フ
ル
と
訓
む
こ
と
か
ら
、
二
句
切
れ
で
「
は
だ
れ
」
の

修
飾
語
と
す
る
場
合
は
フ
ル
と
訓
む
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
李
の
花
は

桃
と
同
時
か
少
し
後
れ
る
も
の
ゆ
え
、
一
緒
に
詠
ま
れ
た
四
一
三
九

と
の
関
連
か
ら
家
持
が
見
て
い
た
の
は
枝
に
あ
る
李
の
花
で
あ
っ
て

散
り
敷
い
た
花
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
よ
く
考
え
ら
れ
た
説

で
あ
る
が
、
第
三
句
の
部
分
に
つ
い
て
以
後
の
諸
注
を
参
照
す
る
と
、

の
語
の
表
現
性
を
と
お
し
て
1

考

山

崎

健

司
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佐
伯
梅
友
『
萬
莱
集
評
解
』
、
佐
佐
木
信
綱
『
評
釈
萬
葉
集
』
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野

晋
）
、
講
談
社
文
庫
本
（
中
西
進
）
、
青
木
生
子
『
萬
葉
集
全

注
巻
第
十
九
』
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
佐
竹
昭
広
・
山

田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之
）
な
ど

・
ニ
ハ
ニ
チ
ル
と
訓
み
、
上
の
二
句
を
承
け
て
李
の
花
が
散
り
敷

い
て
い
る
と
解
す
る
（
一
首
を
三
句
切
れ
と
捉
え
る
）
も
の

武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
全
註
釈
』
（
増
訂
版
）
、
土
屋
文
明
『
萬

葉
集
私
注
』
、
澤
潟
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』
、
日
本
古
典
文
学

全
集
本
お
よ
び
完
訳
日
本
の
古
典
本
（
小
島
憲
之
・
木
下
正

俊
•
佐
竹
昭
広
）
、
日
本
古
典
集
成
本
（
青
木
生
子
・
井
手
至
．

伊
藤
博
•
清
水
克
彦
・
橋
本
四
郎
）
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
本
（
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
）
、
伊
藤
博
『
萬

葉
集
釈
注
』
な
ど

の
二
通
り
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
お
り
、
日
本
古
典
全
書
本
（
佐
伯
梅

友
•
石
井
庄
司
•
藤
森
朋
夫
）
は
両
説
を
併
記
す
る
。

興
味
ぶ
か
い
の
は
、
複
数
回
に
わ
た
っ
て
注
釈
を
著
し
て
い
る
佐

伯
•
青
木
・
佐
竹
の
三
氏
が
両
説
の
あ
い
だ
で
揺
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
単
著
と
共
著
、
あ
る
い
は
共
著
者
の
相
違
に
よ
る
と

の
・
ニ
ハ
ニ
フ
ル
と
訓
み
、
下
の
二
句
に
続
け
て
は
だ
れ
の
雪
が
降

り
積
も
っ
て
い
る
と
解
す
る
（
一
首
を
二
句
切
れ
と
捉
え
る
）
も

こ
ろ
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
五
味
氏
の
示
し
た
論

拠
を
も
っ
て
し
て
も
、
な
お
三
句
切
れ
に
よ
る
理
解
に
魅
力
を
覚
え

る
む
き
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

三
句
切
れ
に
よ
る
理
解
が
な
お
根
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、

題
詞
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
歌
の
題
材
が
「
李
花
」
で
あ
る
こ
と
に

起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
鑑
賞
日
本
の
古
典
本
（
稲
岡
耕
二
）
が
指

摘
す
る
よ
う
に
「
『
李
の
花
』
の
縁
で
、
直
後
の
『
落
』
は
、
チ
ル
と

読
ま
れ
る
ほ
う
が
自
然
」
に
感
じ
ら
れ
る
し
、
第
三
句
を
ニ
ハ
ニ
フ

ル
と
訓
ん
で
二
句
切
れ
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
「
は
だ
れ
」
の
比

重
が
大
き
く
な
り
、
「
李
花
」
は
相
対
的
に
軽
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
も
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
横
井
博
「
家
持
の
藝
境
」
（
萬
葉
三
十
九

号
、
一
九
六
一
）
は
曝
目
の
詠
歌
で
は
な
く
詩
的
空
想
の
産
物
で
あ

っ
た
可
能
性
を
指
摘
、
の
ち
に
芳
賀
紀
雄
「
家
持
の
桃
李
の
歌
」
（
『
萬

葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』
〈
塙
書
房
〉
所
収
、
初
出
一
九
八

二
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
李
花
の
歌
は
、
…
こ
こ
の
み
で
題
材
と

さ
れ
て
い
る
特
殊
性
か
ら
推
す
と
、
『
桃
李
』
の
熟
語
に
導
か
れ
た
と

付
度
」
さ
れ
、
「
漢
詩
的
な
眼
で
素
材
が
整
序
さ
れ
、
か
つ
表
現
に
も

ち
き
た
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
と
、
実
景
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
こ

だ
わ
ら
な
く
と
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
尾
崎
暢
残
「
紅
に
ほ

ふ
」
（
『
大
伴
家
持
論
孜
』
〈
笠
間
書
院
〉
所
収
、
初
出
一
九
七

0
)
は、

二
句
切
れ
の
証
歌
と
し
て
、
大
伴
旅
人
の
「
わ
が
苑
に
梅
の
花
散
る

ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
」
（
⑤
八
二
二
）
と
大
伴
書
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持
（
伝
本
に
よ
っ
て
家
持
と
す
る
も
の
あ
り
）
の
「
春
雨
に
萌
え
し

楊
か
梅
の
花
と
も
に
後
れ
ぬ
常
の
物
か
も
」
（
⑰
三
九

0
三
）
を
挙
げ

る
一
方
、
澤
潟
『
注
釈
』
を
参
照
し
つ
つ
「
旅
人
の
『
わ
が
苑
に
梅

の
花
散
る
…
』
の
歌
が
二
句
切
で
あ
り
、
家
持
の
が
三
句
切
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
時
代
の
差
が
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
見
方
も
、
成
り

立
つ
」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
説
の
根
拠
に
は
接
点
が
な
く
、
決
め
手
に

欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
両
説
が
交
差
す
る
地
点
で
検
討

す
る
以
外
に
解
決
の
道
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
を

解
く
鍵
は
チ
ル
と
フ
ル
と
両
様
に
訓
ま
れ
る
「
落
」
の
用
法
に
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
従
来
、
「
落
」
に
い
か
な
る
訓
を
施
す
か
と
い
う
観
点

か
ら
の
み
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
訓
の
側
か
ら
見
な

お
し
て
み
る
と
、
花
や
葉
が
チ
ル
場
合
に
は
「
落
」
の
ほ
か
に
「
散
」

が
、
ま
た
雪
な
ど
が
フ
ル
場
合
に
は
「
落
」
の
ほ
か
に
「
零
」
が
一
般

に
用
い
ら
れ
る
。
「
落
」
と
「
散
」
、
「
落
」
と
「
零
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ

い
だ
に
用
法
の
相
違
が
み
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
決
め
手
に
は
な
り
え

な
い
け
れ
ど
も
、
本
稿
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
意
差
が
み

と
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
以
下
、
「
落
」
と
「
散
」
、
「
落
」
と
「
零
」
の
用
法
に
つ
い
て

の
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
「
庭
ホ
落
」
の
訓
と
四
一

四
0
番
歌
の
解
釈
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

桜卯
の
花

藤花撰あ
ふ
ち

草
木

木
の
葉

ー ー ー 2
 

゜゚゜゚

ー

2
 

2
 

2
 

3
 

2
 

6
 

8
 

（
他
に
「
零
」

1
)
 

橘 梅 も 萩 |
み1
ち

7
 

8
 

2
 
《
花
》
ー
「
落
」
・
「
散
」

の
用
法

萬
葉
集
中
、
花
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
も
の
に
「
落
」
の
文
字
が

用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
訓
は
チ
ル
と
な
る
が
、
《
花
》
チ
ル
の

形
に
つ
い
て
チ
ル
の
部
分
の
用
字
を
見
る
と
、
「
落
」
と
と
も
に
「
散
」

が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
い
ま
、
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
「
李

花
」
を
除
い
て
そ
の
分
布
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
傍
線
は

家
持
の
作
を
含
む
も
の
）
。

落

散
6

1

d

 

1

2

 

9
1
5
1
 

1

1

 

5

0

 

1

1
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尾
花

初
花

浅
茅
花

女
郎
花

「
落
」
あ
る
い
は
「
散
」
の
一
方
に
偏
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
拮
抗
す

る
も
の
も
あ
り
、
一
見
し
て
傾
向
を
読
み
と
る
の
は
む
ず
か
し
そ
う

で
あ
る
。
だ
が
、
《
萩
》
（
芽
子
）
を
例
に
と
っ
て
両
者
を
比
較
し
て

み
る
と
、
「
落
」
の
用
例
は
、

を

力

は

ぎ

1
吾
が
岳
の
秋
芽
花
風
を
痛
み
落
る
べ
く
成
り
ぬ
見
む
人
も
が
も

（
⑧
-
五
四
二
）
大
伴
旅
人

ゆ

み

は

ぎ

2
明
日
香
河
逝
き
廻
る
丘
の
秋
芽
子
は
今
日
零
る
雨
に
落
り
か
過

ぎ

な

む

（

⑧

-

五

五

七

）

丹

比

国

人

さ

を

し

か

ち

り

に

3
悼
壮
鹿
の
来
立
ち
鳴
く
野
の
秋
芽
子
は
露
霜
負
ひ
て
落
去
し
物

を

（

⑧

-

五

八

0
)
文
馬
養

し

ぐ

れ

4
竿
志
鹿
の
心
相
念
ふ
秋
芽
子
の
鍾
礼
の
零
る
に
落
ら
く
し
惜
し

も

（

⑩

二

0
九
四
）
人
麻
呂
歌
集

こ
ろ

5
秋
芽
子
を
落
ら
す
長
雨
の
零
る
比
は
ひ
と
り
起
き
居
て
恋
ふ
る

夜

ぞ

多

き

（

⑩

二

二

六

二

）

作

者

不

明

6
妹
が
目
を
跡
見
の
埼
の
秋
芽
子
は
此
の
月
ご
ろ
は
落
り
こ
す
な

ゆ

め

（

⑧

-

五

六

0
)
大
伴
坂
上
郎
女

や

ど

7
吾
が
屋
前
の
芽
子
花
咲
け
り
見
に
来
ま
せ
今
二
日
だ
み
有
ら
ば

落

り

な

む

（

⑧

-

六

ニ

―

)

巫

部

麻

蘇

娘

子

゜゚゜
ー

ー ー ー

゜

と
く
と
く

8
秋
風
は
急
々
吹
き
来
芽
子
の
花
落
ら
ま
く
惜
し
み
競
ひ
立
た
む

見

む

（

⑩

ニ

―

0
八
）
作
者
不
明

ご

ち

た

ぐ

こ

こ

9
春
日
野
の
芽
子
は
落
り
な
ば
朝
東
の
風
に
副
ひ
て
此
間
に
落
り

来

ね

（

⑩

ニ

―

二

五

）

同

右

な

け

だ

1
0
奈
何
ぞ
壮
鹿
の
わ
び
鳴
き
す
な
る
蓋
し
く
も
秋
野
の
芽
子
や
繁

く

落

る

ら

む

（

⑩

ニ

―

五

四

）

同

右

の
ご
と
く
、
雨
・
風
・
露
霜
な
ど
を
チ
ル
原
因
と
し
て
示
す
1
S
5

を
含
め
て
地
面
に
落
ち
た
花
の
様
子
を
念
頭
に
お
く
例
で
占
め
ら
れ

る。

6
以
下
は
原
因
が
示
さ
れ
ず
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
が
、

6

は
作
者
坂
上
郎
女
が
〈
こ
の
跡
見
の
埼
に
滞
在
す
る
期
間
中
は
け
っ

し
て
散
っ
て
く
れ
る
な
〉
と
呼
び
か
け
た
も
の
で
、
滞
在
中
に
花
期

が
終
わ
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
。

7
も
ま
た
〈
今
二
日
ほ
ど
経
っ

た
ら
散
り
ま
し
ょ
う
〉
と
近
い
将
来
に
お
け
る
花
期
の
終
わ
り
を
想

定。

8
に
お
い
て
「
競
ひ
立
つ
」
と
は
他
な
ら
ぬ
萩
の
花
が
風
に
抗

し
て
競
い
立
つ
こ
と
で
、
「
落
ら
ま
く
惜
し
み
」
と
は
〈
チ
ル
の
が
惜

し
い
の
で
〉
の
意
。
つ
ま
り
、
擬
人
法
で
萩
の
花
が
散
り
敷
い
た
状

態
に
な
る
こ
と
を
厭
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

9
は
一
旦
散
り
落
ち

た
春
日
野
の
芽
子
が
風
に
乗
っ
て
作
者
の
い
る
「
此
間
」
に
落
ち
て

く
る
こ
と
を
想
像
し
て
述
べ
た
も
の
で
、
1
0
は
鹿
の
わ
び
鳴
く
さ
ま

を
介
し
て
秋
野
で
萩
が
散
り
は
て
た
こ
と
を
想
像
。
「
繁
く
」
と
は
落

ち
た
花
の
量
的
に
多
い
さ
ま
を
示
す
。
こ
の
ほ
か
、
「
落
」
の
用
例
と

し
て
、

-4-



a
指
進
の
栗
栖
の
小
野
の
芽
の
花
落
ら
む
時
に
し
行
き
て
手
向
け

む
（
⑥
九
七

0
)
大
納
言
大
伴
卿
在
二
寧
楽
家
白
｀
故
郷
ー
歌

ま
が

b
秋
芽
の
落
り
の
乱
ひ
に
呼
び
立
て
て
鳴
く
な
る
鹿
の
音
の
遥
け

さ

（

⑧

-

五

五

0
)
湯
原
王
鳴
鹿
歌

さ

c
秋
芽
子
の
開
き
た
る
野
辺
に
左
壮
鹿
は
落
ら
ま
く
惜
し
み
鳴
き

ゅ去

く

物

を

（

⑩

ニ

―

五

五

）

作

者

不

明

d
吾
が
屋
前
の
芽
子
開
き
に
け
り
落
ら
ぬ
間
に
早
来
て
見
べ
し

な

ら
平

城

の

里

人

（

⑩

ニ

ニ

八

七

）

同

右

e
藤
原
の
古
り
に
し
郷
の
秋
芽
子
は
開
き
て
落
り
に
き
君
待
ち
か

ね

て

（

⑩

ニ

ニ

八

九

）

同

右

さ

ぶ

f
秋
芽
子
を
落
り
過
ぎ
ぬ
べ
み
手
折
り
持
ち
見
れ
ど
も
不
怜
し
君

に

し

有

ら

ね

ば

（

⑩

ニ

ニ

九

0
)
同
右

が
あ
る
。
こ
の
う
ち

a
は
旅
人
の
最
晩
年
の
歌
で
、
何
に
手
向
け
る

の
か
が
不
明
な
た
め
追
究
不
能
だ
が
、

b

C
は
散
り
落
ち
る
萩
の
花

を
惜
し
ん
で
切
実
な
声
で
鳴
く
さ
ま
を
う
た
う

10
と
、
ま
た

d
e
f

は
花
期
が
終
わ
る
前
に
賞
美
す
る
こ
と
を
促
す
7
と
、
そ
れ
ぞ
れ
内

容
的
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。

以
上
「
落
」
の
用
例
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
チ
ル
様

子
に
関
心
を
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
散
り
落
ち
た
後
の
花
の
状
況
を

念
頭
に
お
き
つ
つ
、
地
面
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
も
の
に
は
価
値
を
認

め
な
い
態
度
で
詠
ん
で
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
散
」
の
用
例
は
、

い
た
づ
ら

1
1
高
円
の
野
辺
の
秋
芽
子
徒
に
開
き
か
散
る
ら
む
見
る
人
無
し

に

（

②

二

三

一

）

笠

金

村

歌

集

12
…
露
霜
の
秋
去
り
来
れ
ば
射
駒
山
飛
火
が
塊
に
芽
の
枝
を

と
よ

し
が
ら
み
散
ら
し
狭
男
壮
鹿
は
妻
呼
び
動
む
山
見
れ
ば
山

も
見
が
ほ
し
里
見
れ
ば
里
も
住
み
よ
し
…

（⑥ 
1
0
四
七
）
田
辺
福
麻
呂
歌
集

ほ
と
ほ
と

*
1
3
吾
が
屋
戸
の
一
村
芽
子
を
念
ふ
児
に
見
せ
ず
殆
散
ら
し
つ
る

か

も

（

⑧

-

五

六

五

）

家

持

*
1
4
狭
尾
壮
鹿
の
胸
別
け
に
か
も
秋
芽
子
の
散
り
過
ぎ
に
け
る
盛
り

か

も

行

ぬ

る

（

⑧

-

五

九

九

）

同

右

1
5
真
葛
原
な
び
く
秋
風
吹
く
毎
に
阿
太
の
大
野
の
芽
子
の
花
散
る

（
⑩
二

0
九
六
）
作
者
不
明

よ

ひ

1
6
奥
山
に
住
む
と
云
ふ
男
鹿
の
初
夜
去
ら
ず
妻
問
ふ
芽
子
の
散
ら

ま

く

惜

し

も

（

⑩

二

0
九
八
）
同
右

あ
ら
そ

1
7
白
露
に
荒
争
ひ
か
ね
て
咲
け
る
芽
子
散
ら
ば
惜
し
け
む
雨
な
零

り

そ

ね

（

⑩

ニ

―

―

六

）

同

右

ぁ

1
8
朝
霧
の
棚
引
く
小
野
の
芽
子
の
花
今
か
散
る
ら
む
未
だ
厭
か
な

く

に

（

⑩

ニ

―

―

八

）

同

右

1
9
秋
風
は
日
に
異
に
吹
き
ぬ
高
円
の
野
辺
の
秋
芽
子
散
ら
ま
く
惜

し

も

（

⑩

ニ

―

ニ

―

)

同

右

20
秋
芽
子
は
雁
に
相
は
じ
と
言
へ
れ
ば
か
〈
一
云
、
言
へ
れ
か
も
〉

音
を
聞
き
て
は
花
に
散
り
ぬ
る
（
⑩
ニ
―
二
六
）
同
右
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2
1
秋
去
ら
ば
妹
に
視
せ
む
と
殖
ゑ
し
芽
子
闊
霜
負
5
寸
~
り
に
~

引

汎

訓

（

⑩

ニ

―

二

七

）

同

右

お
ほ
ほ

2
2
秋
芽
子
の
散
り
去
く
見
れ
ば
欝
し
み
妻
恋
ひ
す
ら
し
悼
壮
鹿

嗚

く

も

（

⑩

ニ

―

五

0
)
同
右

2
3
秋
芽
子
の
散
り
過
ぎ
去
か
ば
左
小
壮
鹿
は
わ
び
鳴
き
せ
む
な
見

と
も

ず

は

乏

し

み

（

⑩

ニ

―

五

二

）

同

右

こ
の
こ
ろ

2
4
日
来
の
秋
風
寒
し
芽
子
の
花
散
ら
す
白
露
置
き
に
来
ら
し
も

（
⑩
ニ
―
七
五
）
同
右

ゆ
ふ

2
5
秋
芽
子
の
開
き
散
る
野
辺
の
暮
露
に
泊
れ
つ
つ
来
ま
せ
夜
は
深

け

ぬ

と

も

（

⑩

ニ

ニ

五

二

）

同

右

の
よ
う
に
、
地
面
に
落
ち
た
花
の
様
子
と
い
う
よ
り
は
、
地
面
に
落

ち
る
前
の
花
の
状
態
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
占
め
ら
れ

て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
右
の
傍
線
部
の
描
写
か
ら
知
ら
れ

よ
う
。な

お
、
1
8
は
ま
だ
見
飽
き
な
い
小
野
の
萩
花
を
念
頭
に
お
く
。
ま

た、

20
の
「
花
に
散
る
」
と
は
萎
れ
る
こ
と
な
く
美
し
い
ま
ま
散
る

こ
と
。
こ
の
歌
で
は
雁
の
声
が
散
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
て
、
散
り
は
じ
め
の
状
態
を
捉
え
て
い

る
。
2
2
は
「
落
」
の
用
例
1
0
と
趣
き
が
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
1
0
が

散
り
敷
い
た
状
態
を
示
す
の
に
対
し
、
散
り
は
じ
め
に
近
い
状
態
を

想
像
し
た
も
の
。
2
3
は
2
2
と
1
0
の
中
間
的
な
位
置
に
あ
り
、
「
散
り

過
ぎ
去
か
ば
」
と
は
散
り
は
じ
め
の
2
2
よ
り
進
ん
だ
状
態
を
仮
定
す

1
1
は
志
貴
皇
子
挽
歌
で
あ
る
が
、
「
咲
き
散
る
」
と
は
「
花
が

極
限
の
状
態
に
咲
い
て
散
る
」
の
意
。
こ
の
歌
に
対
応
す
る
或
本
歌
、

1
1
高
円
の
野
辺
の
秋
芽
子
な
散
り
そ
ね
君
が
形
見
に
見
つ
つ
し
ぬ

は

む

（

②

二

三

三

）

は
、
高
円
の
野
辺
一
面
に
咲
く
芽
子
を
皇
子
の
形
見
に
す
べ
く
〈
散

ら
な
い
で
お
く
れ
〉
と
詠
ん
だ
も
の
で
、
散
る
前
の
花
に
直
接
呼
び

か
け
た
も
の
。
こ
れ
に
対
し
、
1
1
は
間
接
的
な
表
現
な
が
ら
、
「
見

る
人
無
し
に
」
散
っ
て
い
く
萩
の
花
の
極
限
の
美
し
さ
に
思
い
を
は

せ
て
い
る
。

以
上
の

「
散
」
の
用
例
が
地
面
に
落
ち
る
前
の
花
の
美
に
思
い
を

寄
せ
る
の
に
対
し
て
、
以
下
に
示
す
四
例
は
、
散
り
果
て
た
こ
と
を

述

べ

る

点

で

少

々

趣

を

異

に

す

る

。

'

ぬ

2
6
吾
妹
児
に
恋
ひ
つ
つ
有
ら
ず
は
秋
芽
の
咲
き
て
散
り
去
る
花
に

有
ら
ま
し
を
（
②
―
二

0
)
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
一
御
歌

'

お

も

な

な

ば

2
7
暮
に
相
ひ
て
朝
面
羞
み
隠
り
野
の
芽
子
は
散
り
に
き
黄
莱
早
続

げ

（

⑧

-

五

三

六

）

縁

達

師

2
8
雁
は
来
ぬ
芽
子
は
散
り
ぬ
と
左
小
壮
鹿
の
鳴
く
な
る
音
も
う
ら

ぶ

れ

に

け

り

（

⑩

二

二

四

四

）

作

者

不

明

2
9
吾
が
屋
戸
に
開
き
し
秋
芽
子
散
り
過
ぎ
て
実
に
成
る
ま
で
に
君

に

相

は

ぬ

か

も

（

⑩

ニ

ニ

八

六

）

同

右

だ
が
、
「
散
」
の
文
字
を
使
用
す
る
こ
れ
ら
四
例
は
、
「
落
」

字
例
の
よ
う
に
落
花
後
の
情
景
描
写
を
す
る
も
の
で
は
な
く
、

る。

27 の
．用
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2
8
で
は
秋
の
景
物
の
一
っ
と
し
て
萩
を
取
り
あ
げ
、

2
6
.
2
9
で
は

開
花
か
ら
落
花
に
至
る
経
過
に
関
心
を
寄
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
萩
を

美
的
な
対
象
と
し
て
で
は
な
く
季
物
と
し
て
、
時
間
の
推
移
の
な
か

で
チ
ル
場
面
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
散
」

を
使
用
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
散
」
の
用
法
の
背
景
に
は
、
萩

の
花
が
細
か
い
粒
状
に
咲
く
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
、
《
萩
》
に
お
け
る
「
落
」
と
「
散
」
の
用
字
例
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
結
果
、
前
者
は
地
面
に
落
ち
た
後
、
後
者
は
地
面
に
落

ち
る
前
の
花
の
様
子
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る。
こ
こ
で
＊
の
印
を
ほ
ど
こ
し
た
家
持
の
二
例
に
つ
い
て
見
て
お
く

と、

13
は
日
置
長
枝
娘
子
の
「
秋
付
け
ば
尾
花
が
上
に
置
く
露
の
消

ぬ
べ
く
も
吾
は
念
ほ
ゆ
る
か
も
」
（
⑧
-
五
六
四
）
に
和
し
た
も
の
で
、

「
殆
散
ら
し
つ
る
か
も
」
と
は
〈
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
散
ら
し
て
し

ま
う
と
こ
ろ
で
し
た
〉
の
意
。
家
持
は
長
枝
娘
子
に
散
る
前
の
花
を

見
せ
て
い
る
。
ま
た
1
4
は
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
八
月
作
「
大
伴
宿

福
家
持
秋
歌
三
首
」
の
第
三
首
で
、
三
首
は
秋
萩
を
中
心
に
、
第
一

首
で
は
露
、
第
二
首
で
は
鹿
と
露
、
第
三
首
で
は
鹿
を
取
り
あ
わ
せ

て
連
鎖
さ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
（
拙
稿
「
高
円
独
詠

歌
群
」
『
萬
莱
集
研
究
』
第
十
五
集
〈
塙
書
房
〉
一
九
八
七
）
、
一
般

に
萩
と
露
と
を
取
り
あ
わ
せ
て
詠
む
場
合
、
は
か
な
く
消
え
や
す
い
、

花
を
咲
か
せ
る
・
散
ら
す
な
ど
、
露
の
属
性
に
か
か
わ
ら
せ
て
詠
む

場
合
が
多
い
の
に
対
し
、
家
持
の
作
は
第
一
首
も
第
二
首
も
純
粋
に

萩
の
露
を
賞
美
す
る
態
度
が
貫
か
れ
て
い
る
。
第
三
首
に
あ
た
る
1
4

は
、
露
は
描
か
れ
な
い
代
わ
り
に
第
二
首
で
登
場
し
た
鹿
を
再
登
場

さ
せ
、
散
る
萩
を
惜
し
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
チ
ル
の

用
法
は

29
の
そ
れ
に
近
い
が
、
同
時
に
作
者
家
持
は
秋
萩
の
散
る
原

因
と
し
て
「
さ
を
鹿
の
胸
別
け
」
を
想
定
、
鹿
が
萩
の
咲
く
野
を
立

ち
去
る
際
に
、
胸
で
押
し
分
け
ら
れ
た
花
が
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
い

く
様
子
を
印
象
ぶ
か
く
描
い
て
い
く
。
第
四
旬
「
散
り
過
ぎ
に
け
る
」

は
「
狭
尾
壮
鹿
の
胸
別
け
に
か
も
」
と
係
り
結
び
を
形
成
し
て
お
り
、

第
五
句
と
は
か
か
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
「
チ
リ
過
ぎ
に
け
る
」
の
表

記
は
、
鹿
の
動
き
と
と
も
に
花
が
散
っ
て
い
く
場
面
を
描
く
あ
り
か

た
と
結
び
つ
い
た
形
で
「
散
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
よ
う
。
家
持
の
《
萩
》
の
歌
に
「
落
」
の
使
用
例
は
見
ら
れ
な
い

も
の
の
、
「
散
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
他
の
用
例
と
矛
盾
し
な
い
。

「
落
」
と
「
散
」
の
使
い
わ
け
の
傾
向
は
、
《
萩
》
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
前
の
表
に
示
し
た
花
全
体
に
も
あ
て
は
ま
る
。
煩
雑

に
な
る
の
で
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
「
落
」
と
「
散
」

と
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
同

じ
素
材
は
平
仮
名
と
片
仮
名
の
同
じ
符
号
同
士
に
な
る
よ
う
に
配
列

し
て
あ
る
）
。

・
「
落
」（あ）

や

ど

は

や

っ

ち

室
戸
に
在
る
桜
の
花
は
今
も
か
も
松
風
疾
み
地
に
落
る
ら
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む
（
⑧
-
四
五
八
）
厚
見
王
贈
二
久
米
女
郎
一
歌

ゃ

（
い
）
・
：
開
き
を
を
る
桜
の
花
は
山
高
み
風
し
息
ま
ね
ば
春

ぇ

工

雨
の
継
ぎ
て
し
零
れ
ば
最
末
枝
は
落
り
過
ぎ
に
け
り
…

（
⑨
-
七
四
七
）
春
三
月
、
諸
卿
大
夫
等
下
ー
一
難
波
一
時
歌
。

高
橋
虫
麻
呂
歌
集

（
う
）
風
交
じ
り
雪
は
零
る
と
も
実
に
成
ら
ぬ
吾
宅
の
梅
を
花
に

落

ら

す

な

（

⑧

-

四

四

五

）

大

伴

坂

上

郎

女

（
え
）
山
高
み
零
り
来
る
雪
を
梅
の
花
落
り
か
も
来
る
と
念
ひ
つ

る
か
も
〈
一
云
、
梅
の
花
開
き
か
も
落
る
と
〉

（
⑩
-
八
四
一
）
詠
雪
、
作
者
不
明

＊
（
お
）
吾
が
屋
前
の
花
橘
は
落
り
過
ぎ
て
珠
に
貫
く
べ
く
実
に
成

り
に
け
り
（
⑧
-
四
八
九
）
大
伴
家
持
惜
―
―
橘
花
一
歌

（
か
）
吾
が
屋
前
の
花
橘
は
落
り
に
け
り
悔
し
き
時
に
相
へ
る
君

か

も

（

⑩

-

九

六

九

）

詠

花

、

作

者

不

明

（
き
）
手
折
ら
ず
て
落
り
な
ば
惜
し
と
我
が
念
ひ
し
秋
の
黄
葉
を

ざ

挿
頭
し
つ
る
か
も
（
⑧
-
五
八
一
）
橘
奈
良
麻
呂

＊
（
く
）
あ
し
ひ
き
の
山
の
黄
葉
に
し
づ
く
相
ひ
て
落
ら
む
山
道
を

公

が

超

え

ま

<

(

⑲

四

ニ

ニ

五

）

大

伴

家

持

＊
（
け
）
十
月
し
ぐ
れ
の
常
か
吾
が
せ
こ
が
屋
戸
の
黄
葉
落
り
ぬ
ベ

く

見

ゆ

（

⑲

四

二

五

九

）

同

右

（
こ
）
長
き
夜
を
君
に
恋
ひ
つ
つ
生
け
ら
ず
は
開
き
て
落
り
に
し

花
に
有
ら
ま
し
を
（
⑩
ニ
ニ
八
二
）
寄
花
、
作
者
不
明

（
さ
）
皆
人
の
待
ち
し
う
の
花
落
り
ぬ
と
も
な
く
霜
公
鳥
吾
忘
れ

め

や

（

⑧

-

四

八

二

）

大

伴

清

縄

（
し
）
う
の
花
の
咲
き
落
る
岳
ゆ
雷
公
鳥
鳴
き
て
さ
度
る
公
は
聞

き

つ

や

（

⑩

-

九

七

六

）

作

者

不

明

（
す
）
雷
公
鳥
鳴
く
羽
触
れ
に
も
落
り
に
け
り
盛
り
過
ぐ
ら
し
藤

い
れ

な
み
の
花
〈
一
云
、
落
り
ぬ
べ
み
袖
に
こ
き
納
つ
藤
浪
の
花
也
〉

（
⑲
四
一
九
三
）
詠
雹
公
鳥
井
藤
花
二
首
。
大
伴
家
持

・「散」

あ

て

（
ア
）
足
代
過
ぎ
て
糸
鹿
の
山
の
桜
花
散
ら
ず
も
在
ら
な
む
還
り

来
る
ま
で
（
⑦
―
ニ
―
二
）
腿
旅
作
、
作
者
不
明

き

ぎ

し

な

が

ら

（
イ
）
春
矯
鳴
く
高
円
の
辺
に
桜
花
散
り
て
流
歴
ふ
見
む
人
も
が

も

（

⑩

-

八

六

六

）

詠

花

、

同

右

（
ウ
）
梅
の
花
枝
に
か
散
る
と
見
る
ま
で
に
風
に
乱
れ
て
雪
ぞ
落

り

く

る

（

⑧

-

六

四

七

）

忌

部

黒

麻

呂

こ
の
こ
ろ
つ

（
エ
）
沫
雪
の
比
日
続
ぎ
て
如
此
落
ら
ば
梅
の
始
花
散
り
か
過
ぎ

な

む

（

⑧

-

六

五

一

）

大

伴

坂

上

郎

女

（
オ
）
風
に
散
る
花
橘
を
袖
に
受
け
て
君
が
御
跡
と
思
ひ
つ
る
か

も

（

⑩

-

九

六

六

）

詠

花

、

作

者

不

明

（
力
）
…
う
の
花
の
開
き
た
る
野
辺
ゆ
飛
び
翻
け
り
来
鳴
き
響

ひ
ね
も
す

も
し
橘
の
花
を
居
散
ら
し
終
日
に
喧
け
ど
聞
き
吉
し
…

（
⑨
-
七
五
五
）
詠
霜
公
鳥
二
首
。
高
橋
虫
麻
呂
歌
集

う

ま

さ

け

は

ふ

り

（
キ
）
味
酒
三
輪
の
祝
が
山
照
ら
す
秋
の
黄
葉
の
散
ら
ま
く
惜
し

＊
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も

（

⑧

-

五

一

七

）

長

屋

王

お

ほ

き

み

し

ぐ

れ

（
ク
）
皇
の
御
笠
の
山
の
秋
黄
葉
今
日
の
鍾
礼
に
散
り
か
過
ぎ

な

む

（

⑧

-

五

五

四

）

大

伴

家

持

（
ケ
）
勢
能
山
に
黄
葉
常
敷
く
神
岳
の
山
の
黄
葉
は
今
日
か
散
る

ら
む
（
⑨
-
六
七
六
）
大
宝
元
年
十
月
、
紀
伊
国
行
幸
時
歌
。

人
麻
呂
歌
集
？

（
コ
）
あ
し
ひ
き
の
山
さ
へ
光
り
咲
く
花
の
散
り
去
＜
如
き
吾
が

王
か
も
（
③
四
七
七
）
安
積
皇
子
挽
歌
、
大
伴
家
持

（
サ
）
佐
伯
山
う
の
花
も
ち
し
哀
し
き
が
手
を
し
取
り
て
ば
花
は

散

る

と

も

（

⑦

―

二

五

九

）

古

歌

集

（
シ
）
う
の
花
の
散
ら
ま
く
惜
し
み
雷
公
鳥
野
に
出
で
山
に
入
り

来

鳴

き

動

も

す

（

⑩

-

九

五

七

）

作

者

不

明

（
ス
）
藤
浪
の
散
ら
ま
く
惜
し
み
雷
公
鳥
今
城
の
岳
を
鳴
き
て
越

ゆ

な

り

（

⑩

-

九

四

四

）

同

右

さ
き
に
《
萩
》
に
つ
い
て
指
摘
し
た
、
「
落
」
が
地
面
に
散
り
落
ち

た
後
の
状
況
に
関
心
を
寄
せ
る
の
に
対
し
て
「
散
」
は
地
面
に
落
ち
る

前
の
状
態
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う
傾
向
は
、
右
に
示
し
た
他

の
例
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
《
花
橘
》
を
詠
む
「
落
」
の
用
例
を
見
る
と
、
（
お
）

で
は
関
心
が
花
か
ら
実
に
移
っ
て
お
り
、
（
か
）
で
は
す
で
に
散
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
「
悔
し
き
時
に
相
へ
る
君
」
と
呼
び
か
け

る
。
散
り
落
ち
る
状
態
に
関
心
が
向
く
と
、
惜
し
む
対
象
に
は
な
り

＊
 

え
て
も
、

も
は
や
賞
美
す
る
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
対
し
て
、
「
散
」

の
用
例
を
見
る
と
、
（
オ
）
に
お
け
る
「
風
に
散
る
花
橘
を
袖
に
受
け

て
」
や
（
力
）
に
お
け
る
「
飛
び
翻
け
り
来
鳴
き
響
も
し
橘
の
花

を
居
散
ら
し
」
は
橘
の
花
が
散
っ
て
い
く
の
を
賞
美
す
る
内
容
で
あ

る。
橘
以
外
に
目
を
向
け
て
い
く
と
、
「
落
」
の
用
例
（
あ
・
い
・
え
）
、

（き

S
す
）
を
見
れ
ば
、
い
ず
れ
も
落
花
・
落
莱
を
念
頭
に
お
く
表

現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
、
た
だ
し
（
え
）
は
一
四
二

0・

一
六
四

七
・
一
六
五
一
な
ど
類
想
の
歌
で
は
「
散
」
が
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
落
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
類
想
歌
が
初
春
の
雪
と
梅
が

同
時
に
見
ら
れ
る
情
景
を
描
く
の
に
対
し
、
（
え
）
は
春
の
訪
れ
の
遅

い
山
中
で
梅
の
開
花
を
待
ち
の
ぞ
む
気
持
ち
を
う
た
っ
た
も
の
で
、

こ
の
梅
は
実
体
を
伴
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
「
落
」
を
使
用
し
た
の

は
梅
の
花
期
の
終
わ
り
を
意
識
し
た
も
の
で
、
平
地
と
山
中
の
季
節

感
の
ず
れ
を
誇
張
し
た
表
現
と
み
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
（
う
）
に
つ
い

て
は
通
常
、
坂
上
郎
女
の
、
ま
だ
年
若
い
二
嬢
と
か
か
わ
ろ
う
と
す

る
男
へ
の
た
し
な
め
の
歌
と
解
さ
れ
て
お
り
、
井
手
至
『
萬
葉
集
全

注
巻
第
八
』
に
よ
れ
ば
、
二
嬢
を
「
吾
宅
の
梅
」
に
誓
え
、
「
風
交
じ

り
雪
は
零
る
」
を
世
間
の
男
た
ち
が
言
い
寄
っ
て
く
る
こ
と
に
、
「
実

に
成
ら
ぬ
」
を
二
嬢
が
ま
だ
成
人
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
そ
し
て
「
花

に
落
ら
す
」
を
花
や
か
な
一
時
的
な
慰
み
者
と
し
て
台
無
し
に
す
る

こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
瞥
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
問
題
の
「
花
に
落
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3
 

ら
す
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
〈
美
し
い
花
の
ま
ま
散
ら
す
〉
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
井
手
氏
の
言
に
〈
台
無
し
に
す
る
〉
と
あ
る

よ
う
に
、
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
、

他
の
「
落
」
の
用
例
と
同
様
の
認
識
で
こ
の
文
字
が
使
用
さ
れ
た
ら

し
い
。一

方
「
散
」
の
用
例
で
は
、
《
桜
》
の
（
ア
）
は
「
糸
鹿
の
山
の
桜

花
」
が
旅
中
に
あ
っ
て
忘
れ
が
た
い
ほ
ど
み
ご
と
に
咲
い
て
い
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
、
（
イ
）
は
「
桜
花
散
り
て
流
歴
ふ
」
が
風
に
流
さ

れ
た
花
弁
が
漂
う
さ
ま
を
描
い
て
印
象
的
、
（
キ
）
の
「
味
酒
三
輪
の

祝
が
山
照
ら
す
秋
の
黄
薬
」
は
も
と
よ
り
、
（
ク
・
ケ
）
の
「
御
笠
山
・

神
岳
」
も
黄
薬
の
名
所
と
し
て
登
場
、
さ
ら
に
さ
き
に
見
た
「
狭
尾

壮
鹿
の
胸
別
け
」
の
例
な
ど
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
「
散
」
の
用
例

は
単
に
地
面
に
落
ち
る
前
の
状
態
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
最
も
美
し
い
状
態
を
基
準
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

《
雪
》
ー
「
落
」
・
「
零
」

の
用
法

花
に
「
落
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
訓
は
チ
ル
と
な
り
、

同
訓
異
字
と
し
て
「
散
」
が
あ
る
の
に
対
し
、
雪
に
「
落
」
の
文
字

が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
訓
は
フ
ル
と
な
り
、
同
訓
異
字
と
し
て

「
零
」
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
な
か
に
は
、

割
る
雪
は
あ
は
に
な
閣
り
そ
吉
隠
の
猪
養
の
岡
の
寒
か
ら
ま
く

に

（

②

二

0
三
）
穂
積
皇
子

の
よ
う
に
、
一
首
中
に
ふ
た
つ
を
用
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
、

両
者
に
用
法
の
違
い
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
さ
き
ほ
ど
の

花
の
例
に
倣
っ
て
、
「
落
」
と
「
零
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
ま
と
め

て
掲
げ
、
比
較
し
て
み
よ
う
。

・
「
落
」

1
み
吉
野
の
耳
我
の
嶺
に
時
無
く
ぞ
雪
は
落
り
け
る
間
無
く

ぞ
雨
は
零
り
け
る
其
の
雪
の
時
無
き
が
如
其
の
雨
の
間
無

き
が
如
く
隈
も
落
ち
ず
念
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
其
の
山
道
を

（
①
二
五
）
天
武
天
皇

1
み
芳
野
の
耳
我
の
山
に
時
じ
く
ぞ
雪
は
落
る
と
言
ふ
間
無

く
ぞ
雨
は
落
る
と
言
ふ
：
・
（
①
二
六
）
1
の
或
本
歌

II

た
け

1
み
吉
野
の
御
金
が
高
に
間
無
く
ぞ
雨
は
落
る
と
云
ふ
時
じ

く
ぞ
雪
は
落
る
と
云
ふ
：
・
（
⑬
三
二
九
三
）
作
者
不
明

Ill

よ
そ

1
み
雪
落
る
吉
野
の
高
に
居
る
雲
の
外
に
見
し
子
に
恋
ひ
度
る
か

II 

も

（

⑬

三

二

九

四

）

1

の

反

歌

2:・
玉
限
る
夕
去
り
来
れ
ば
み
雪
落
る
阿
騎
の
大
野
に
旗
す

、
こ
し
へ

す
き
し
の
を
押
し
靡
べ
草
枕
た
び
や
ど
り
せ
す
古
昔
念
ひ

て

（

①

四

五

）

人

麻

呂

3
吾
が
里
に
大
雪
落
れ
り
大
原
の
古
り
に
し
郷
に
落
ら
ま
く
は
後

（② 
1
0
三
）
天
武
天
皇

く

だ

そ

こ

4
吾
が
岡
の
お
か
み
に
言
ひ
て
落
ら
し
め
し
雪
の
推
け
し
彼
所
に
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ち

り

け

む

（

②

1
0
四
）
藤
原
夫
人

さ

さ

こ

も

5
・
・
・
指
挙
げ
た
る
幡
の
靡
き
は
冬
木
成
り
春
去
り
来
れ
ば
野

む
た

毎
に
著
き
て
あ
る
火
の
風
の
共
靡
く
が
如
く
取
り
持
て
る

さ

わ

つ

む

じ

弓
は
ず
の
課
き
み
雪
落
る
冬
の
林
に
麗
か
も
い
巻
き
渡
る

か

し

こ

や

と
念
ふ
ま
で
聞
き
の
恐
く
引
き
放
つ
箭
の
繁
け
く
大
雪

の
乱
れ
て
来
た
れ
：
・
（
②
一
九
九
、
一
云
略
）
人
麻
呂

ま

が

さ

わ

あ

し

た

6
矢
釣
山
木
立
も
見
え
ず
落
り
乱
ふ
雪
に
襲
け
る
朝
楽
し
も

（
③
二
六
二
）
人
麻
呂

ふ

じ

7
・
・
・
駿
河
な
る
布
士
の
高
嶺
を
天
の
原
振
り
放
け
見
れ

ゅ

ば
：
・
白
雲
も
い
去
き
は
ば
か
り
時
じ
く
ぞ
雪
は
落
り
け

る

…

（

③

三

一

七

）

山

部

赤

人

8
な
ま
よ
み
の
甲
斐
の
国
打
ち
縁
す
る
駿
河
の
国
と
こ
ち
ご

ち
の
国
の
み
中
ゆ
出
で
立
て
る
不
尽
の
高
嶺
は
天
雲
も
い

も

去
き
は
ば
か
り
飛
ぶ
鳥
も
翔
ぴ
も
上
ら
ず
燎
ゆ
る
火
を
雪

以
て
滅
ち
落
る
雪
を
火
用
て
消
ち
つ
つ
言
ひ
も
得
ず
名
づ

け
も
知
ら
ず
霊
し
く
も
座
す
神
か
も
：
・

（
③
三
一
九
）
高
橋
虫
麻
呂
歌
中
出

9
沫
雪
に
落
ら
え
て
開
け
る
梅
の
花
君
が
り
遣
ら
ば
よ
そ
へ
て
む

か

も

（

⑧

-

六

四

一

）

角

広

弁

1
0
梅
の
花
枝
に
か
散
る
と
見
る
ま
で
に
風
に
乱
れ
て
雪
ぞ
落
り
＜

る

（

⑧

-

六

四

七

）

忌

部

黒

麻

呂

1
1
沫
雪
の
比
日
続
ぎ
て
如
此
落
ら
ば
梅
の
始
花
散
り
か
過
ぎ
な
む

（
⑧
-
六
五
一
）
大
伴
坂
上
郎
女

み

け

き

12
御
食
向
か
ふ
南
淵
山
の
巖
に
は
落
り
し
は
だ
れ
か
削
え
遺
り
た

る

（

⑨

-

七

0
九
）
人
麻
呂
歌
集

ま

1
3
山
の
際
に
鶯
喧
き
て
打
ち
靡
く
春
と
念
へ
ど
雪
落
り
布
き
ぬ

（
⑩
-
八
三
七
）
作
者
不
明

う
つ
ろ

1
4
梅
が
枝
に
鳴
き
て
移
徒
ふ
鶯
の
翼
白
妙
に
沫
雪
ぞ
落
る

（
⑩
-
八
四

O
)
同
右

き

し

1
5
足
曳
の
山
か
も
高
き
巻
向
の
木
志
の
子
松
に
み
雪
落
り
来
る

（
⑩
二
三
一
三
）
人
麻
呂
歌
集

1
6
足
引
の
山
道
も
知
ら
ず
白
か
し
の
枝
も
と
を
を
に
雪
の
落
れ
れ

ば

（

⑩

二

三

一

五

、

一

云

略

）

同

右

1
7
夢
の
如
君
を
相
見
て
天
霧
ら
し
落
り
来
る
雪
の
消
ぬ
べ
く
念
ほ

ゆ

（

⑩

二

三

四

二

）

作

者

不

明

あ
ま
を
ぶ
ね

1
8
海
小
船
泊
瀬
の
山
に
落
る
雪
の
け
長
く
恋
ひ
し
君
が
音
ぞ
す
る

（
⑩
二
三
四
七
）
同
右

ふ

19
…
さ
夜
深
く
と
あ
ら
し
の
吹
け
ば
立
ち
待
つ
に
吾
が
衣
袖
に

ひ

置
く
霜
も
氷
に
さ
え
渡
り
落
る
雪
も
凍
り
渡
り
ぬ
：
・

（
⑬
三
二
八
一
）
同
右

*
2
0
大
王
の
と
ほ
の
み
か
ど
ぞ
み
雪
落
る
越
と
名
に
お
へ
る
あ

ま
ざ
か
る
ひ
な
に
し
あ
れ
ば
山
高
み
河
と
ほ
し
ろ
し
野
を

ひ
ろ
み
く
さ
こ
そ
し
げ
き
：
・
（
⑰
四

0
-
―
)
家
持

*
2
1
落
る
雪
を
腰
に
な
づ
み
て
参
り
来
し
印
も
有
る
か
年
の
初
め
に
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（
⑲
四
二
三

0
)
同
右

い

や

し

わ

*
2
2
鳴
く
鶏
は
弥
及
き
鳴
け
ど
落
る
雪
の
千
重
に
積
め
こ
そ
吾
等
が

立

ち

か

て

ね

（

⑲

四

二

三

四

）

同

右

・「零」

ふ

じ

23
田
児
の
浦
ゆ
打
ち
出
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は

零

り

け

る

（

③

三

一

八

）

赤

人
も

ち

2
4
不
尽
の
嶺
に
零
り
置
く
雪
は
六
月
の
十
五
日
に
消
ぬ
れ
ば
其
の

夜

ふ

り

け

り

（

③

三

二

0
)
虫
麻
呂
歌
中
出

2
5
吾
が
勢
子
に
見
せ
む
と
念
ひ
し
梅
の
花
其
れ
と
も
見
え
ず
雪
の

零

れ

れ

ば

（

⑧

-

四

二

六

）

赤

人

2
6
沫
雪
の
ほ
ど
ろ
ほ
ど
ろ
に
零
り
敷
け
ば
平
城
の
京
し
念
ほ
ゆ
る

か

も

（

⑧

-

六

三

九

）

旅

人

た

な

ぎ

ら

し

ろ

2
7
棚
霧
合
ひ
雪
も
零
ら
ぬ
か
梅
の
花
開
か
ぬ
が
代
に
そ
へ
て
だ
に

見

む

（

⑧

-

六

四

二

）

安

倍

奥

道

い
ち
し
ろ

2
8
天
霧
ら
し
雪
も
零
ら
ぬ
か
灼
然
＜
此
の
五
柴
に
零
ら
ま
く
を
見

む

（

⑧

-

六

四

三

）

若

桜

部

君

足

う

ら

ば

2
9
池
の
辺
の
松
の
末
葉
に
零
る
雪
は
五
百
重
零
り
敷
け
明
日
さ
へ

も

見

む

（

⑧

-

六

五

0
)
作
者
未
詳

3
0
真
木
の
於
に
零
り
置
け
る
雪
の
し
く
し
く
も
念
ほ
ゆ
る
か
も
さ

夜
問
へ
吾
が
背
（
⑧
-
六
五
九
）
他
田
広
津
娘
子

ま

ね

*
3
1
沫
雪
の
庭
に
零
り
敷
き
寒
き
夜
を
手
枕
纏
か
ず
一
人
か
も
宿
む

（
⑧
-
六
六
三
）
家
持

つ
つ

3
2
梅
の
花
零
り
覆
ふ
雪
を
棗
み
持
ち
君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消
に

つ

つ

（

⑩

-

八

三

三

）

作

者

不

明

し
き

3
3
梅
の
花
咲
き
落
り
過
ぎ
ぬ
し
か
す
が
に
白
雪
庭
に
零
り
重
り
つ

つ

（

⑩

-

八

三

四

）

同

右

か
ぎ
ろ
ひ

3
4
今
更
に
雪
零
ら
め
や
も
蜻
火
の
燎
ゆ
る
春
へ
と
成
り
に
し
も
の

を

（

⑩

-

八

三

五

）

同

右

を

3
5
峯
の
上
に
零
り
置
け
る
雪
し
風
の
共
此
間
に
散
る
ら
し
春
に
は

有

れ

ど

も

（

⑩

-

八

三

八

）

同

右

3
6
山
高
み
零
り
来
る
雪
を
梅
の
花
落
り
か
も
来
る
と
念
ひ
つ
る
か

も
〈
一
云
、
梅
の
花
開
き
か
も
落
る
と
〉
（
⑩
-
八
四
一
）
同
右

ゆ

ふ

こ

ろ

も

で

3
7
暮
去
れ
ば
衣
袖
寒
し
高
松
の
山
の
木
毎
に
雪
ぞ
零
り
た
る

（
⑩
二
三
一
九
）
同
右

こ

ち

た

く

も

3
8
甚
だ
も
零
ら
ぬ
雪
故
言
多
く
も
天
つ
み
空
は
陰
ら
ひ
に
つ
つ

（
⑩
二
三
二
二
）
同
右

3
9
あ
わ
雪
は
千
重
に
零
り
敷
け
恋
ひ
し
く
の
け
永
き
我
は
見
つ
つ

偲

は

む

（

⑩

二

三

三

四

）

人

麻

呂

歌

集

さ

さ

4
0
小
竹
の
紫
に
は
だ
れ
零
り
覆
ひ
消
な
ば
か
も
忘
れ
む
と
云
へ
ば

益

し

て

念

ほ

ゆ

（

⑩

二

三

三

七

）

作

者

不

明

よ

な

ば

り

4
1
吉
名
張
の
野
木
に
零
り
覆
ふ
白
雪
の
い
ち
し
ろ
く
し
も
恋
ひ
む

吾

か

も

（

⑩

二

三

三

九

）

同

右

42
一
眼
見
し
人
に
恋
ふ
ら
く
天
霧
ら
し
零
り
来
る
雪
の
消
ぬ
べ
く

念

ほ

ゆ

（

⑩

二

三

四

0
)
同
右
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43
天
霧
相
ひ
零
り
来
る
雪
の
消
な
め
ど
も
君
に
合
は
む
と
流
ら
へ

度

る

（

⑩

二

三

四

五

）

同

右

こ

も

り

く

よ

ば

ひ

44
隠
口
の
泊
瀬
の
国
に
さ
結
婚
に
吾
が
来
た
れ
ば
棚
雲
り
雪

は
零
り
来
さ
雲
り
雨
は
落
り
来
：
・

（
⑬
三
三
一

0
)
作
者
不
明

*
4
5
大
宮
の
う
ち
に
も
と
に
も
ひ
か
る
ま
で
零
ら
す
白
雪
見
れ
ど
あ

か

ぬ

か

も

（

⑰

三

九

二

六

）

家

持

も

と

ほ

し

ば

し

ば

4
6
大
殿
の
此
の
廻
り
の
雪
な
踏
み
そ
ね
数
も
零
ら
ぬ
雪
ぞ

山
の
み
に
零
り
し
雪
ぞ
ゆ
め
縁
る
な
人
や
な
踏
み
そ
ね
雪

は

（

⑲

四

ニ

ニ

七

）

三

形

沙

禰

は

ぶ

き

4
7
打
ち
羽
振
鶏
は
鳴
く
と
も
如
此
ば
か
り
零
り
敷
く
雪
に
君
い
ま

さ

め

や

も

（

⑲

四

二

三

三

）

内

蔵

縄

麻

呂

1
¥
2
2
が
「
落
ル
」
、
2
3
s
4
7
が
「
零
ル
」
の
例
で
あ
る
。
そ
れ

”
 

ぞ
れ
を
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
「
落
」
に
お
い
て
は
、
1
S
1
.
7

「
時
無
く
（
時
じ
く
）
」
、

3

．5
「
大
雪
」
、

5

「
み
雪
フ
ル
冬
の
林

に
＼
念
ふ
ま
で
聞
き
の
恐
く
」
、

6
「
木
立
も
見
え
ず
フ
リ
乱
ふ
」
、

n

「
比
日
続
ぎ
て
如
此
フ
ラ
ば
」
、
1
3
「
フ
リ
布
き
ぬ
」
（
注
1
)

、
1
6
「
白

か
し
の
枝
も
と
を
を
に
」
、
2
1
「
フ
ル
雪
を
腰
に
な
づ
み
て
」
、
2
2
「
フ

ル
雪
の
千
重
に
積
め
こ
そ
」
な
ど
、
量
的
に
雪
が
多
く
ふ
る
状
態
を

表
す
も
の
が
多
く
、

2
、
8
、
9
、
1
0
、
1
2
、
1
4
、

15
、
1
9
な
ど

量
的
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
も
、
雪
が
ふ
っ
た
結
果
に
注
目

し
て
量
の
多
い
こ
と
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。

一方、

一
首
の
な
か
に
「
零
」
と
「
落
」

「
零
」
に
お
い
て
、
2
7
「
棚
霧
合
ひ
」
、

2
8
.
4
2
.
4
3

「天

霧
ら
し
（
天
霧
相
ひ
）
」
、

44

「
棚
雲
り
」
な
ど
が
冠
せ
ら
れ
る
例
か

ら
は
、
「
落
」
の
よ
う
に
ふ
っ
た
結
果
で
は
な
く
、
空
か
ら
ふ
っ
て
く

る
経
過
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
2
5
「
梅
の
花
其
れ
と

も
見
え
ず
」
、

26
「
ほ
ど
ろ
ほ
ど
ろ
に
」
、

28
「
此
の
五
柴
」
、
2
9
「
池

の
辺
の
松
の
末
葉
」
、
3
0
「
真
木
の
於
」
、
3
1
.
3
3
「
庭
」
、

32

「梅

の
花
フ
リ
覆
ふ
雪
」
、
3
5
「
峯
の
上
に
フ
リ
置
け
る
雪
し

S
散
る
ら

し
」
、
3
6
「
山
高
み
フ
リ
来
る
雪
」
、
3
7
「
高
松
の
山
の
木
毎
に
」
、

4
0
「
小
竹
の
葉
に
は
だ
れ
フ
リ
覆
ひ
」
、
4
1
「
吉
名
張
の
野
木
に
フ

リ
覆
ふ
」
、

45

「
大
宮
の
う
ち
（
内
）
に
も
と
（
外
）
に
も
フ
ラ
ス

白
雪
」
、
4
6
「
大
殿
の
此
の
廻
り
の
雪
」
、
4
7
「
如
此
ば
か
り
フ
リ

敷
く
雪
」
な
ど
か
ら
は
、
雪
が
ふ
っ
て
い
る
時
点
の
情
景
を
写
し
と

ろ
う
と
す
る
態
度
が
明
確
に
看
取
さ
れ
る
。
ふ
っ
て
く
る
経
過
や
ふ

っ
て
い
る
情
景
の
細
密
な
描
写
を
行
な
お
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
傾

向
は
、
ー
多
雪
地
帯
の
越
中
に
お
け
る
正
月
三
日
の
宴
席
で
、
夜
も

更
け
暁
を
告
げ
る
鶏
の
声
も
聞
こ
え
た
頃
、
宴
の
主
人
が
詠
ん
だ
引

留
め
歌
の
4
7
は
別
と
し
て
1

、
雪
の
比
較
的
少
な
い
地
方
で
生
活
す

る
人
び
と
の
、
年
に
数
回
、
積
も
っ
て
も
じ
き
に
融
け
て
し
ま
う
雪

へ
の
愛
着
乃
至
関
心
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
雪
が

ふ
っ
て
い
る
（
あ
る
い
は
今
に
も
ふ
っ
て
く
る
）
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
「
零
」
の
文
字
は
伝
え
て
い
る
。

こ
こ
で
本
節
の
冒
頭
に
掲
げ
た
、
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と
を
用
い
る
穂
積
皇
子
の
二

0
三
番
歌
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
は

じ
め
の
「
零
ル
雪
」
と
は
詠
作
し
て
い
る
時
点
に
お
け
る
現
在
ふ
る

雪
に
対
し
て
い
っ
た
も
の
、
後
の
「
あ
は
に
な
落
リ
そ
」
は
〈
多
く

は
ふ
る
な
〉
と
今
後
ふ
り
続
け
て
い
っ
た
結
果
を
念
頭
に
お
く
言
い

か
た
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
て
き
た
使
い
分
け
の
傾
向
と
み
ご
と
に
合

致
す
る
。
な
お
、
こ
の
歌
の
題
詞
に
は
「
但
馬
皇
女
甍
後
、
穂
積
皇

子
、
冬
日
雪
落
、
遥
望
二
御
墓
一
、
悲
傷
流
沸
御
作
歌
一
首
」
と
あ
る
。

こ
ち
ら
は
フ
ル
こ
と
よ
り
も
ツ
モ
ッ
テ
イ
ル
こ
と
に
重
点
を
置
い
た

言
い
か
た
と
な
っ
て
お
り
、
作
者
と
は
別
の
題
詞
筆
者
の
捉
え
方
が

示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

さ
き
に

7
と
2
3
、

8
と
2
4
の
二
組
は
、
前
者
が
赤
人
、
後
者
が

虫
麻
呂
歌
集
の
、
ど
ち
ら
も
富
士
山
を
詠
む
巻
三
に
収
録
さ
れ
た
連

続
す
る
歌
で
、
と
も
に
一
組
の
長
反
歌
の
な
か
で
「
落
ル
」
と
「
零

ル
」
と
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
二
組
の
う
ち
、
赤
人
の
長
反
歌
に
つ

い
て
は
、
長
歌
の
「
落
り
け
る
」
と
は
「
結
果
態
の
『
積
っ
て
い
る
』

こ
と
の
表
現
」
で
、
「
零
」
を
用
い
る
反
歌
に
関
し
て
は
「
長
歌
で
述

べ
た
こ
と
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
述
べ
足
り
な
い
と
し
て
、
最
も
重
要

な
焦
点
を
『
真
白
に
ぞ
』
と
具
象
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

的
確
に
富
士
山
と
い
う
も
の
を
表
わ
し
得
た
」
と
す
る
西
宮
一
民
『
萬

葉
集
全
注
巻
第
三
』
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
虫
麻

呂
歌
集
の
そ
れ
は
、
長
歌
「
落
る
雪
」
も
反
歌
の
「
零
り
置
く
雪
」

も
表
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
、
「
零
」
を
用
い
る
歌
に
顕
著
に

み
ら
れ
た
具
象
的
性
格
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
換
字

法
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
（
注
2
)
。

さ
ら
に
、
述
べ
て
き
た
用
字
意
識
に
照
ら
し
て
み
る
と
、

9
.
1
7
.

1
8
は
適
合
し
な
い
。
こ
れ
ら
は
前
後
に
共
通
す
る
語
句
を
も
つ
歌
が

並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
換
字
法
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。
一方、

2
1
.
2
2
.
4
7
は
、
一
連
の
宴
席
歌
群
で
あ
り
な
が
ら
、

21.

22
で
は
「
落
」
が
、

47
で
は
「
琴
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
フ
ル
雪
、
フ
リ
敷
く
雪
が
連
続
す
る
の
で
、
同
じ
文
字

の
連
続
を
嫌
っ
て
換
字
法
に
よ
っ
た
と
み
ら
れ
る
ほ
か
、

2
1
.
2
2
は

家
持
、

47
は
内
蔵
縄
麻
呂
の
詠
な
の
で
、
作
者
の
違
い
に
呼
応
し
て

い
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

結
果
に
注
目
す
る
「
落
」
と
経
過
に
関
心
を
寄
せ
る
「
零
」
と
い
う
、

右
に
見
た
使
い
分
け
の
傾
向
が
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
お
り
、
少
な
く

と
も
換
字
法
に
よ
る
文
字
の
違
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宴

席
歌
の
筆
録
の
時
点
か
、
宴
席
歌
群
が
歌
集
に
編
纂
さ
れ
る
時
点
で

「
落
」
と
「
零
」
使
い
分
け
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
《
雪
》
に
お
け
る
「
落
」
と
「
零
」
と
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ

る
使
い
分
け
の
意
識
が
、
類
型
的
な
歌
が
連
続
す
る
部
分
を
除
い
て

萬
葉
集
中
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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「
庭
ホ
落
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
李
花
」
と
「
は
だ
れ
（
雪
）
」

の
い
ず
れ
に
か
か
わ
る
か
に
注
目
し
つ
つ
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、

前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
李
花
だ
と
す
る
と
李
の
落
花
を
、
は

だ
れ
だ
と
す
る
と
残
雪
を
、
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

後
者
の
場
合
に
は
「
は
だ
れ
の
未
だ
遺
り
た
る
か
も
」
の
内
容
と

符
合
す
る
も
の
の
、
前
者
の
場
合
は
「
李
の
花
」
が
散
り
敷
い
て
い

る
の
を
嘆
く
内
容
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

「
落
」
の
文
字
に
よ
っ
て
チ
ル
意
を
表
す
場
合
、
チ
リ
落
ち
る
意
に

限
定
さ
れ
、
チ
リ
落
ち
た
も
の
に
つ
い
て
は
美
的
評
価
の
対
象
と
は

な
り
え
な
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。

家
持
の
例
を
見
よ
う
。
〈
橘
の
花
は
チ
リ
過
ぎ
て
す
で
に
実
に
成
っ

た
〉
と
い
う
（
お
）
一
四
八
九
番
歌
の
題
詞
に
は
「
惜
二
橘
花
ー
歌
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
橘
の
花
を
惜
し
ん
で
い
る
。

〈
山
の
黄
葉
に
し
ず
く
も
ま
じ
っ
て
チ
ッ
て
く
る
山
路
を
こ
れ
か
ら

あ
な
た
は
越
え
て
都
に
向
か
う
の
だ
ろ
う
〉
と
う
た
う
（
く
）
四
二

二
五
番
歌
は
、
チ
ル
様
子
を
美
し
く
描
く
の
で
は
な
く
、
旅
の
き
び

し
さ
を
案
ず
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
〈
鳴
き
わ
た
っ
て
い
く

雷
公
鳥
の
羽
に
触
れ
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
、
藤
波
の
花
は
盛
り
を
す

ぎ
た
ら
し
い
〉
と
う
た
う
（
す
）
四
一
九
三
番
歌
は
、
「
一
に
云
ふ
」

と
し
て
「
落
り
ぬ
べ
み
袖
に
こ
き
納
れ
つ
藤
浪
の
花
也
」
の
本
文
を

4

庭
に
フ
ル
は
だ
れ

伝
え
、
直
前
の
長
歌
（
四
一
九
二
）
に
は
「
…
逼
々
に
喧
く
雹
公
鳥

、
、
、

立
ち
く
く
と
羽
触
れ
に
ち
ら
す
〔
知
良
須
〕
藤
浪
の
花
な
つ
か

し
み
引
き
攀
ぢ
て
袖
に
こ
き
れ
つ
染
ま
ば
染
む
と
も
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
を
花
の
チ
ル
描
写
に
関
し
て
比
べ
る
と
、
長
歌
は
目
下
雷
公

鳥
が
羽
で
触
れ
て
散
ら
し
て
い
る
花
の
様
子
を
捉
え
、
四
一
九
三
の

一
云
は
長
歌
と
重
な
り
あ
う
時
点
で
今
に
も
散
り
落
ち
そ
う
な
花
を

自
ら
に
引
き
寄
せ
て
袖
に
し
ご
き
入
れ
る
と
う
た
う
の
に
対
し
て
、

四
一
九
三
の
本
文
歌
は
長
歌
か
ら
経
過
し
て
藤
浪
の
花
が
「
盛
り
を

過
ぎ
た
」
と
認
識
さ
れ
る
時
点
に
た
ち
、
自
ら
の
行
為
を
描
か
ず
に
、

散
り
落
ち
て
し
ま
っ
た
様
子
の
み
が
描
か
れ
る
。
袖
に
こ
き
入
れ
る

と
い
う
花
に
対
す
る
愛
着
に
も
と
づ
く
行
為
は
、
こ
の
時
点
で
は
成

り
立
た
な
い
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
あ
り
か
た

を
ふ
ま
え
、
紀
飯
麻
呂
の
家
で
の
宴
席
で
〈
十
月
に
降
る
時
雨
の
習

い
な
の
か
、
あ
な
た
の
お
庭
の
黄
葉
は
い
ま
に
も
散
り
そ
う
に
見
え

ま
す
〉
と
う
た
う
（
け
）
四
二
五
九
番
歌
を
左
注
の
「
当
時
嘱
二
梨

黄
菜
作
二
此
歌
一
也
」
（
注
3
)

と
併
せ
て
見
る
と
、
散
る
直
前
の
、
み

ご
と
に
色
づ
い
た
庭
の
梨
の
葉
を
通
し
て
主
人
を
称
え
た
も
の
と
解

さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
落
葉
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
落
」
の

文
字
を
使
用
し
て
落
葉
間
近
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
極
限
の
美
を
逆
に
照
ら
し
だ
す
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
、

地
面
に
落
ち
た
も
の
に
つ
い
て
は
美
的
評
価
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ

と
を
応
用
し
た
表
現
と
察
せ
ら
れ
る
。
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《
花
》
ー
チ
ル
に
「
落
」
を
宛
て
た
家
持
の
用
例
は
右
に
示
し
た

も
の
の
ほ
か
、
紙
面
の
関
係
で
割
愛
し
た
も
の
が
さ
ら
に
五
例
あ
る

（
「
散
」
に
つ
い
て
は
あ
と
一
例
の
み
）
。
歌
番
号
の
み
示
す
と
、
一

四
八
六
・
一
五

0
七
・
一
五

0
九
（
以
上
《
橘
》
）
、
四
一
六
〇
《
黄

莱
》
、
一
五
一
〇
《
な
で
し
こ
》
で
あ
る
。
「
散
」
の
あ
と
―
つ
の
用

例
と
は
一
五

0
七
で
、
こ
こ
で
は
長
歌
一
首
中
に
同
訓
異
字
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
と
、
「
落
」

の
用
例
は
家
持
が
咲
き
そ
ろ
っ
た
橘
の
花
に
向
か
っ
て
〈
坂
上
大
嬢

に
一
目
見
せ
る
ま
で
は
決
し
て
チ
ッ
て
は
く
れ
る
な
〉
と
い
う
箇
所
、

「
散
」
の
用
例
は
雷
公
鳥
が
そ
の
花
の
許
に
や
っ
て
来
て
鳴
い
て
は
む

や
み
に
花
を
ち
ら
す
と
い
う
箇
所
で
、
前
者
は
花
期
の
終
わ
り
を
念

頭
に
お
き
、
後
者
は
盛
り
の
花
を
散
ら
す
内
容
な
の
で
、
他
の
用
例

と
は
矛
盾
し
な
い
。
一
五

0
九
番
歌
は
一
五

0
七
の
反
歌
第
二
首
で
、

長
歌
の
時
間
か
ら
少
し
の
間
を
置
い
て
雷
公
鳥
が
花
を
す
っ
か
り
ち

ら
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
一
四
八
六
番
歌
は
反
対
に
雷
公

鳥
が
来
な
い
ま
ま
花
期
の
終
わ
り
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

述
べ
、
四
一
六

0
番
歌
は
世
の
無
常
を
「
秋
づ
け
ば
露
霜
負
ひ
て
風

交
じ
り
も
み
ち
落
り
け
り
」
と
黄
葉
の
終
わ
り
に
璧
え
て
う
た
う
。

さ
ら
に
一
五
一

0
番
歌
は
さ
き
に
見
た
坂
上
郎
女
の
一
四
四
五
番
歌

と
類
想
で
、
「
咲
き
て
落
り
ぬ
」
と
人
が
言
う
「
な
で
し
こ
」
に
自
分

の
意
中
の
人
を
重
ね
て
い
る
。
「
落
り
ぬ
」
に
〈
他
の
男
の
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
〉
の
意
が
寓
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
に
よ
り
、
家
持
の
例
は
い
ず
れ
も
本
稿
が
指
摘
し
た
花
に
関

す
る
「
落
」
字
の
用
法
を
逸
脱
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

花
な
ど
が
チ
ル
こ
と
を
「
落
」
の
文
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
た
歌

は
、
散
り
ゆ
く
さ
ま
を
美
的
に
述
べ
る
こ
と
は
な
く
、
盛
り
を
過
ぎ

て
地
面
に
落
ち
た
こ
と
を
暗
示
し
、
美
的
評
価
の
対
象
に
な
る
こ
と

は
な
い
ー
、
こ
の
事
実
は
李
花
を
詠
ん
だ
四
一
四

0
番
歌
に
お
い
て

も
当
然
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
、
四
一
四

0
番
歌

の
「
吾
園
の
李
の
花
」
を
地
面
に
散
り
敷
い
た
も
の
と
捉
え
る
場
合
、

第
四
・
五
句
と
の
関
係
か
ら
地
面
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
は
ら
は
ら
と

散
り
落
ち
て
い
る
様
子
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
な
が
ら
、

沫
雪
か
は
だ
れ
に
零
る
と
見
る
ま
で
に
流
ら
へ
散
る
は
何
物
の

花

ぞ

も

（

⑧

-

四

二

0
)
駿
河
采
女

の
歌
の
立
体
的
な
世
界
を
そ
の
ま
ま
地
上
に
平
面
的
に
写
し
と
っ
た

よ
う
な
趣
で
あ
る
。
家
持
は
「
李
の
花
」
と
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し

て
、
消
遺
り
の
雪
を
描
く
。
消
え
遺
る
雪
を
う
た
っ
た
歌
は
、
家
持

に
は
こ
の
歌
を
含
め
て
三
首
、
他
の
二
首
（
⑲
四
二
二
六
、
⑳
四
四

七
一
）
は
い
ず
れ
も
「
雪
」
と
「
山
橘
」
を
取
り
あ
わ
せ
、
白
い
雪

に
山
橘
の
実
の
赤
色
が
照
り
映
え
て
い
る
様
を
う
た
う
。
四
一
四

0

番
歌
は
「
李
の
花
」
と
「
は
だ
れ
」
と
い
う
白
い
色
同
士
の
取
り
あ

わ
せ
だ
が
、
薄
暮
時
の
う
す
暗
が
り
に
ぼ
う
つ
と
白
い
色
の
浮
か
ぶ

さ
ま
は
家
持
独
自
の
美
的
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
李
の
花
」
と
「
は

だ
れ
」
と
を
想
い
見
て
い
る
の
は
、
美
的
に
対
象
を
捉
え
よ
う
と
す
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「落」

る
姿
勢
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
線
々
述
べ
て
き
た

字
の
用
法
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
庭
ホ
落
」
は
「
吾
が
園
の
李
の
花
」
を
受
け
る
の

で
は
な
く
、
「
は
だ
れ
」
に
か
か
る
と
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
な

お
、
「
庭
に
落
る
は
だ
れ
」
と
い
う
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
「
李
の
花

か
庭
に
落
る
」
と
捉
え
る
立
場
か
ら
転
じ
て
見
る
と
、
「
庭
に
落
る
」

と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
「
は
だ
れ
」
に
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
は
、

あ
る
種
の
く
ど
さ
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
南
淵
山
の
巖
」

に
「
落
り
し
は
だ
れ
」
の
例
（
⑨
-
七

0
九
）
や
「
小
竹
の
葉
に
は
だ

れ
零
り
覆
ひ
」
の
例
（
⑩
二
三
三
七
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
庭
」
に

限
定
を
加
え
る
こ
と
は
何
ら
不
自
然
で
は
な
く
、
他
に
「
庭
も
は
だ

ら
に
み
雪
落
り
た
り
」
の
例
（
⑩
二
三
一
八
）
も
あ
る
の
で
、
特
別

な
言
い
方
に
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
一
四

0
番
歌
に
つ
い
て
、
本
稿
は
さ
き
に
「
李
の
花
」
と
「
は

だ
れ
」
と
い
う
白
い
色
同
士
の
取
り
あ
わ
せ
と
、
薄
暮
時
の
う
す
暗

が
り
に
ぼ
う
っ
と
白
い
色
の
浮
か
ぶ
さ
ま
と
に
注
目
し
、
家
持
独
自

の
美
的
世
界
が
そ
こ
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
と
解
し
た
。
遠
藤

宏
「
大
伴
家
持
」
（
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
第
五
巻
万
葉
・
歌

謡
』
〈
明
治
書
院
〉
所
収
、
一
九
八
五
）
は
、
五
味
氏
（
前
掲
論
文
）

の
説
を
受
け
、
前
の
四
一
三
九
番
歌
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

す
で
に
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
情
景
を
捉
え
て
い
る
。

第
一
首
目
は
、
紅
桃
が
咲
き
に
お
っ
て
い
る
。

道
も
紅
い
。
樹

下
の
少
女
も
恐
ら
く
紅
を
さ
し
衣
装
も
麗
美
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
こ
の
紅
の
景
を
夕
陽
が
照
ら
し
て
一
層
紅
色
に
染
め
上
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。
第
二
首
は
、
白
い
花
が
李
の
枝
に
咲
い
て
い

る
。
そ
し
て
春
の
往
く
の
が
遅
い
越
中
に
は
だ
れ
が
地
面
に
残

っ
て
白
い
。
そ
の
白
さ
が
暮
色
迫
る
時
刻
に
一
色
と
な
っ
て
浮

き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
夕
闇
の
中
で
紅
は
沈
む
が
白
は

夕
顔
の
花
の
ご
と
く
印
象
的
に
浮
き
出
て
迫
る
。
…
そ
し
て
第

一
首
に
は
夕
陽
が
さ
し
、
第
二
首
に
は
夕
闇
が
し
の
び
寄
る
と

い
う
微
妙
な
時
間
の
推
移
が
あ
る
。

本
稿
は
「
庭
ホ
落
」
の
表
現
性
を
と
お
し
て
四
一
四

0
番
歌
に
関

す
る
遠
藤
氏
の
右
の
説
を
追
認
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
実
景
と
と

る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
横
井
・
芳
賀
両

氏
の
説
を
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
漢
詩
的
な
眼
で
素
材
が
整
序
さ

れ
」
た
「
詩
的
空
想
の
産
物
」
と
し
て
実
景
と
し
て
捉
え
な
い
立
場

も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
確
た
る
証
拠
を
示
せ
な

い
以
上
、
水
掛
け
論
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
虞
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
が
「
詩
的
空
想
の
産
物
」
す
な
わ
ち
虚

構
の
世
界
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
現
さ
れ
た
内
容
は
そ
の
な
か
で

完
結
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
き
、

本
稿
の
分
析
し
た
「
庭
ホ
落
」
の
「
落
」
の
語
の
表
現
性
だ
け
は
、

表
現
さ
れ
た
真
実
を
た
し
か
に
伝
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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注(
1
)

一
八
三
七
番
歌
で
「
雪
落
布
沼
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
山
あ

い
で
鶯
が
鳴
い
て
い
る
今
雪
が
ふ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
前
に
ふ

っ
た
雪
が
広
範
囲
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
考

え
る
。
同
様
に
フ
リ
シ
ク
と
訓
む
「
零
敷
」
と
は
区
別
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

(
2
)
換
字
法
と
見
る
場
合
、
こ
の
例
は
一
組
の
長
反
歌
な
の
で
筆
録
の
最

初
の
段
階
と
編
纂
の
段
階
と
が
最
低
限
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
三
二

一
番
歌
の
左
注
に
「
右
一
首
、
高
橋
連
虫
麻
呂
之
歌
中
出
焉
。
以
レ

類
載
レ
此
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
赤
人
の
「
望
二
不
尽
山
一

歌
」
と
主
題
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
巻
三
編
者
が
こ
の
位
置

に
配
列
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
あ
る
い
は
編
纂
の
過
程
で
赤
人

の
長
反
歌
に
倣
っ
て
同
様
の
用
字
を
施
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
3
)

「
当
時
」
の
記
載
に
よ
り
、
こ
の
左
注
は
、
後
時
の
記
載
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
。
な
お
、
こ
の
歌
を
含
む
宴
席
歌
群
（
⑲
四
二
五
七
＼
九
）

に
お
け
る
参
加
者
の
職
名
が
、
家
持
を
除
い
て
宴
の
当
時
の
事
実
と

は
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
朝
比
奈
英
夫
氏
（
「
萬
葉
集
末

四
巻
の
職
名
記
録
」
『
萬
葉
集
研
究
』
第
十
八
集
〈
塙
書
房
〉
一
九
九

-
）
は
同
様
の
矛
盾
を
抱
え
る
宴
席
歌
群
（
⑳
四
二
九
五

S
七
）
と

と
も
に
、
後
日
（
具
体
的
に
は
天
平
勝
宝
七
歳
〈
七
五
五
〉
＼
同
九

歳
六
月
十
六
日
の
間
）
、
双
方
に
共
通
す
る
参
加
者
・
中
臣
清
麻
呂
か

ら
歌
稿
が
提
供
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
萬
葉
集
に
収
録
す
る
際
に
、
家
持

に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
職
名
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

本
稿
の
見
る
と
こ
ろ
、
「
当
時
云
々
」
も
こ
の
と
き
書
か
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

（二

0
0四
年
一
月
三
日
稿
）

-18-




