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『
百
人
一
首
』
に
お
け
る
序
詞
の
価
値

森　

島　

千　

晶

は
じ
め
に

　

序
詞
と
は
、
和
歌
に
お
い
て
本
旨
を
導
き
出
す
た
め
に
前
に
置
く
語
句
の
こ
と
を
さ
す
。
序
詞
と
本
旨
と
の
関
係
に
は
、
音
の
関
係
と
意
味

の
関
係
の
両
面
が
あ
り
、
そ
の
両
面
の
顕
在
化
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
ま
た
序
詞
に
は
無
意
の
序
詞
と
有
意
の
序
詞
と

あ
る
。『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（

１
）に

よ
っ
て
、
基
本
的
な
概
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

元
来
、
序
詞
は
、
集
団
的
・
社
交
的
な
場
に
お
い
て
、「
場
所
＋
景
物
」
と
い
う
形
式
に
従
っ
て
景
物
を
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
主
想
部
に
転

換
す
る
発
想
形
式
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
連
接
部
に
「
の
」
を
介
し
て
、
序
詞
と
本
旨
へ
の
意
味
的
な
関
係
を
緊
密
に
し
、
序
詞

に
本
旨
の
象
徴
的
な
意
味
を
も
担
わ
せ
て
い
る
の
が
『
万
葉
集
』
の
歌
で
あ
り
、
修
辞
と
し
て
確
立
に
至
っ
た
。
な
お
、
平
安
朝
以
降
は
、

掛
詞
の
技
巧
を
さ
ら
に
取
り
込
む
か
た
ち
で
、
序
詞
か
ら
本
旨
へ
の
転
換
を
は
か
る
新
た
な
展
開
を
示
し
た
。

　
『
百
人
一
首
』
中
に
序
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
歌
は
一
六
首（

２
）あ

る
。
16
「
た
ち
わ
か
れ
い
な
ば
の
山
の
み
ね
に
お
ふ
る
ま
つ
と
し
き
か
ば
い
ま
か

へ
り
こ
ん
」
は
羇
旅
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
す
べ
て
恋
歌
に
分
類
さ
れ
る
。『
百
人
一
首
』
の
序
詞
に
関
す
る
先
行
研
究
は
少
な
い（

３
）。

し
か
し

島
田
良
二
氏（

４
）は

、
序
詞
か
ら
定
家
の
古
今
集
尊
重
の
気
持
ち
が
『
百
人
一
首
』
に
も
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
序
詞
を
技
巧
的
な
面
か
ら
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⑴
「
同
音
を
導
き
出
す
た
め
の
序
詞
」
⑵
「
比
喩
的
な
序
詞
」
⑶
「
掛
詞
で
下
句
に
か
か
る
序
詞
」
に
分
類
し
た
。
さ
ら
に
ど
の
歌
に
も
序
詞

に
描
か
れ
て
い
る
も
の
や
景
物
か
ら
心
象
へ
の
展
開
が
み
ら
れ
る
と
し
、
ま
た
序
詞
の
歌
を
時
代
的
に
も
技
巧
的
に
も
全
体
を
見
渡
し
て
バ
ラ

ン
ス
よ
く
と
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
『
百
人
一
首
』
の
序
詞
は
す
べ
て
有
心
の
序
詞
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
序
詞
が
歌
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、『
百
人
一
首
』
に
み
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
序
詞
に
注
目
し
、ど
の
よ
う
に
心
情
部
分
と
関
連
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

島
田
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
細
か
く
分
析
し
て
、
そ
の
機
能
と
効
果
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
一
六
首
の
序
詞
が
果
た
し
て
い
る

役
割
、『
百
人
一
首
』
に
こ
れ
ら
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
い
。

　

論
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
島
田
氏
の
分
類
と
は
別
の
観
点
か
ら
、『
百
人
一
首
』
中
の
序
詞
を
三
つ
に
分
類
し
た
。

①
有
形
物
の
比
喩
・
植
物
や
模
様
を
用
い
た
も
の

②
有
形
物
の
比
喩
・
景
物

③
心
情
風
景
・
主
題
と
の
深
い
関
連

す
な
わ
ち
、そ
れ
ぞ
れ
の
序
詞
と
心
象
部
分
と
の
関
連
の
さ
せ
方
の
違
い
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
歌
の
表
現
技
法
と
内
容
、

そ
の
関
連
の
さ
せ
方
を
入
念
に
分
析
し
つ
つ
、
論
じ
て
い
き
た
い
。

一
、
有
形
物
の
比
喩
・
植
物
や
模
様
を
用
い
た
も
の

　

ま
ず
初
め
に
、
植
物
や
模
様
を
用
い
た
有
形
物
の
比
喩
に
よ
る
序
詞
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
該
当
歌
は
次
の
二

首
で
あ
る
。
な
お
便
宜
上
『
百
人
一
首
』
所
収
歌
の
配
列
順
に
付
さ
れ
た
番
号
で
そ
の
歌
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

３
（
柿
本
人
麿
）　

14
（
河
原
左
大
臣
）
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３
あ
し
曳
の
山
ど
り
の
を
の
し
だ
り
を
の
な
が
な
が
し
よ
を
ひ
と
り
か
も
ね
ん（

５
）

　

定
家
は
『
近
代
秀
歌
』『
二
四
代
集
』『
秀
歌
体
大
略
』『
秀
歌
大
体
』『
八
代
集
秀
逸
』
と
多
く
の
秀
歌
撰
に
こ
の
歌
を
入
れ
て
い
る
。
こ
の

歌
に
は
「
な
が
な
が
し
」
を
導
く
「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
」
の
序
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
応
永
抄
』（

６
）は

、

た
ゞ
足
引
の
山
と
う
ち
出
た
る
よ
り
、
山
ど
り
の
を
の
し
だ
り
を
と
い
ひ
て
、
な
が
〳
〵
し
夜
と
い
へ
る
さ
ま
、
い
か
程
も
か
ぎ
り
な
き

夜
の
長
さ
な
り

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
序
詞
は
夜
の
長
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
し
ひ
き
の
」
歌
は
『
百
人
一
首
』
で
は
柿
本
人
麿
作
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
一
一

2802
の
左
注
の
「
或
本
歌
曰
」
と
し
て
み
え
る
の
が
原
歌
で
あ
る
。
本
来
は
作
者
未
詳
歌
で
あ
る
が
、

人
麿
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
間
に
、『
拾
遺
集
』
に
選
歌
さ
れ
人
麿
作
と
し
て
定
着
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

人
麿
は
『
万
葉
集
』
の
代
表
歌
人
で
、
後
世
に
歌
聖
・
歌
仙
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
人
物
の
代
表
歌
と
し
て
定
家
が
選
ん

だ
の
は
、
本
来
は
作
者
未
詳
歌
で
あ
っ
た
こ
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
定
家
の
撰
歌
意
識
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
を
定
家
が
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、
こ
の
序
詞
を
長
い
夜
を
導
く
も
の
だ
け
で
な
く
、
山
鳥
の
習
性
を
踏
ま
え
て
解
釈
し
た
た
め
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
山
鳥
の
習
性
に
つ
い
て
『
俊
頼
髄
脳
』（

７
）が

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、
山
鳥
の
尾
を
し
も
な
ど
、
長
き
た
め
し
に
は
詠
め
る
に
か
と
、
思
ひ
て
た
づ
ぬ
れ
ば
、
山
鳥
と
い
ふ
鳥
の
、
雌
、
雄
は
あ
れ
ど
、

夜
に
な
れ
ば
、
山
の
尾
を
へ
だ
て
て
、
ひ
と
つ
所
に
は
臥
さ
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
夜
の
長
く
、
た
へ
が
た
く
思
ふ
ら
む
と
お
し
は
か
り
て
、

こ
と
は
さ
ら
む
も
の
を
こ
そ
は
、
た
づ
ね
て
よ
す
る
う
へ
に
、
か
れ
が
尾
は
、
鳥
の
ほ
ど
よ
り
は
長
け
れ
ば
、
詠
め
る
な
り
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
序
詞
は
山
鳥
の
長
さ
に
よ
る
も
の
と
い
う
説
に
対
し
て
、
山
鳥
は
夜
に
な
る
と
雌
雄
が
別
れ
て
寝
る
習
性

が
あ
り
、
そ
の
習
性
に
仮
託
し
た
う
え
に
、
山
鳥
の
尾
の
長
さ
と
夜
の
長
さ
を
合
わ
せ
て
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
い
る
。
有
吉
氏（

８
）は

次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

山
鳥
は
夜
に
な
る
と
雌
雄
が
谷
を
隔
て
て
別
れ
別
れ
に
寝
る
習
性
を
も
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
山
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が
恋
し
い
人
と
離
れ
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て
独
り
寝
す
る
気
分
の
哀
れ
さ
を
深
め
、
ま
た
、
尾
を
長
く
引
い
た
山
鳥
の
姿
の
具
象
的
イ
メ
ー
ジ
が
秋
の
夜
長
と
い
う
時
間
的
観
念
に

も
響
い
て
い
る
。

　

つ
ま
り
山
鳥
の
習
性
か
ら
中
々
相
手
に
逢
え
な
い
こ
の
恋
の
哀
れ
さ
や
辛
さ
を
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
直
接
こ
の
恋
に
つ

い
て
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
序
詞
を
用
い
る
こ
と
で
受
け
手
に
山
鳥
を
思
い
浮
か
ば
せ
、
そ
の
連
想
よ
り
そ
の
恋
が
ど
う
い
う
も
の
か
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
。
小
町
谷
氏（

９
）は

「
山
鳥
は
、
夜
は
雌
雄
谷
を
隔
て
て
寝
る
と
言
わ
れ
、
独
り
寝
の
表
象
と
な
る
」
と
し
、
ま
た
石
田
氏）

（1
（

は
『
万
葉
集
』

巻
八
に
「
足
ひ
き
の
山
鳥
こ
そ
は
峯
向
ひ
に
嬬
ど
ひ
す
と
い
へ
」
と
い
う
歌
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、「
山
鳥
は
、
夜
は
雌
雄
が
谷
を
へ
だ
て
て
ひ

と
り
寝
る
と
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
な
ど
、現
代
の
諸
注
で
は
「
雌
雄
離
れ
て
寝
る
」
と
い
う
山
鳥
の
習
性
を
踏
ま
え
て
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
古
注
の
中
で
は
、
こ
の
習
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
は
実
際
山
鳥
に
は
そ
の
よ
う
な
習
性
が
み
ら
れ
な
い
こ

と）
（1
（

か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
山
鳥
の
習
性
を
踏
ま
え
た
ほ
う
が
こ
の
歌
の
妖
艶
さ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
山
鳥
の
習

性
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
歌
が
『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
あ
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
諸
注
で

採
用
さ
れ
て
い
る）

（1
（

と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
山
鳥
に
つ
い
て
詠
み
込
ん
だ
序
詞
が
あ
る
こ
と
で
、
定
家
の
好
み
で
あ
る
「
余
情
妖
艶
」
が
表
現

で
き
て
い
る
。

14
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に

　
「
陸
奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
が
「
乱
れ
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
こ
の
序
詞
に
つ
い
て
久
保
田
氏）

（1
（

は
、

恋
に
思
い
乱
れ
る
心
模
様
を
具
象
化
す
る
と
と
も
に
、
遠
く
は
る
か
な
陸
奥
の
情
緒
を
も
歌
の
中
に
持
ち
こ
ん
で
い
る

と
し
て
お
り
こ
の
序
詞
の
特
徴
を
捉
え
て
い
る
。
具
象
化
さ
れ
る
と
想
像
し
や
す
く
、
そ
の
具
象
化
に
よ
っ
て
隠
そ
う
と
し
て
も
隠
し
切
れ
な

い
恋
心
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
直
接
「
し
の
ぶ
（
忍
）」
と
言
わ
ず
、
序
詞
と
し
て
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
と
模
様
の
中
に
織
り
込
む
こ

と
で
、
こ
の
恋
が
忍
ぶ
恋
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
序
詞
は
生
物
や
模
様
な
ど
実
在
す
る
も
の
の
特
徴
を
上
手
に
利
用
し
て
歌
の
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。
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二
、
有
形
物
の
比
喩
・
景
物

　

次
に
景
物
を
用
い
た
序
詞
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

16
（
中
納
言
行
平
）
18
（
藤
原
敏
行
朝
臣
）
19
（
伊
勢
）
27
（
中
納
言
兼
輔
）
39
（
参
議
等
）
58
（
大
弐
三
位
）
88
（
皇
嘉
門
院
別
当
）

92
（
二
条
院
讃
岐
）

19
難
波
が
た
み
じ
か
き
あ
し
の
ふ
し
の
ま
も
あ
は
で
こ
の
世
を
す
ぐ
し
て
よ
と
や

「
難
波
潟
短
き
蘆
の
」
は
「
ふ
し
の
間
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
有
吉
氏（

８
）は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
難
波
潟
」
と
ゆ
っ
た
り
と
お
だ
や
か
な
調
子
で
詠
み
起
こ
し
て
大
き
な
景
を
と
ら
え
、
続
い
て
海
辺
の
蘆
、
さ
ら
に
、
そ
の
短
い
節
と
節

と
の
間
へ
と
、
焦
点
を
小
さ
く
絞
る
よ
う
に
構
成
し
、
こ
こ
で
転
じ
て
、「
過
ぐ
し
て
よ
と
や
」
と
激
し
い
語
気
で
結
ん
で
い
る
。

最
初
の
「
難
波
潟
」
で
、
大
き
な
自
然
を
あ
ら
わ
し
、
続
い
て
「
み
じ
か
き
蘆
」「
ふ
し
の
間
」
と
段
々
焦
点
が
絞
ら
れ
て
お
り
、
映
像
を
み
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
相
手
に
逢
え
な
い
時
間
を
難
波
潟
に
あ
る
蘆
の
短
い
節
と
節
の
間
に
例
え
、
こ
れ
ほ
ど
ほ
ん
の
短
い
間
で
さ

え
も
、恋
慕
っ
て
い
る
あ
な
た
に
逢
え
ず
こ
の
世
を
過
ご
せ
と
い
う
の
か
と
相
手
に
強
く
問
い
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
序
詞「
難

波
潟
短
き
蘆
」
と
あ
る
こ
と
で
ど
の
く
ら
い
短
い
か
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
こ
と
で
、
短
い
間
で
も
逢
え
な
い
切

な
さ
や
悲
し
さ
が
こ
の
序
詞
に
に
じ
み
出
て
い
る
。

　

同
じ
歌
枕
が
使
用
さ
れ
て
い
る
88
「
難
波
江
の
」
歌
や
離
別
歌
で
あ
る
16
「
た
ち
わ
か
れ
」
歌
も
こ
の
「
難
波
が
た
」
歌
の
序
詞
と
同
様
の

働
き
を
し
て
い
る
。
88
「
難
波
江
の
」
歌
は
、「
難
波
江
の
あ
し
の
」
が
「
か
り
ね
の
ひ
と
よ
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
一
夜
と
生
涯

の
対
比
が
面
白
い
歌
で
あ
る
。「
難
波
江
の
蘆
の
刈
り
根
の
ひ
と
よ
」
ほ
ど
短
い
一
夜
で
あ
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
「
み
を
つ
く
し
て
や
恋
ひ

わ
た
る
べ
き
」と
生
涯
恋
慕
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
夜
が
ど
れ
ほ
ど
短
い
も
の
で
あ
る
の
か
序
詞
に
よ
っ
て
伝
わ
る
。
ま
た
16「
た

ち
わ
か
れ
」
歌
は
「
い
な
ば
の
山
の
峰
に
生
ふ
る
」
が
「
ま
つ
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。「
因
幡
」
と
は
、
こ
の
歌
の
作
者
在
原
行
平
の
赴
任
先
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で
あ
る
。
こ
の
歌
が
歌
わ
れ
た
の
が
、
離
別
時
か
赴
任
時
か
で
解
釈
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
解
釈
に
し
て
も
、「
因
幡
」
へ
行
く
（
又

は
帰
る
）
こ
と
で
起
き
る
別
れ
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
有
吉
氏（

８
）は

、

「
稲
羽
の
山
の
峰
に
生
ふ
る
松
」
は
、
た
ん
に
行
き
先
の
地
名
を
示
し
た
の
で
は
な
く
、
辺
地
で
あ
る
因
幡
国
の
稲
羽
山
に
立
つ
松
の
寂
し

い
風
景
を
具
象
的
に
思
い
描
か
せ
、
寂
し
さ
や
不
安
感
を
深
め
て
お
り
、
一
首
は
観
念
的
な
あ
い
さ
つ
の
歌
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
辺
地
で
あ
る
因
幡
国
の
稲
羽
山
に
立
つ
松
の
寂
し
い
風
景
を
具
体
的
に
描
く
こ
と
で
、
こ
の
「
待
つ
」
は
、
決
し
て
楽
し
い
も
の

で
な
く
、辺
地
の
稲
羽
山
に
立
つ
松
の
よ
う
に
悲
し
み
に
暮
れ
な
が
ら
「
待
つ
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、私
も
「
今

帰
り
来
む
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
16
「
た
ち
わ
か
れ
」
歌
の
序
詞
に
は
、
相
手
が
寂
し
そ
う
に
悲
し
く
「
待
つ
」
様
子
が
想
像
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
序
詞
は
、
導
き
出
す
語
に
関
す
る
背
景
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。

27
み
か
の
は
ら
わ
き
て
な
が
る
る
い
づ
み
川
い
つ
み
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら
ん

　
「
み
か
の
は
ら
」歌
は「
み
か
の
原
わ
き
て
流
る
る
泉
川
」が「
い
つ
見
」を
導
く
序
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
序
詞
に
つ
い
て
久
保
田
氏）

（1
（

は「
ま

だ
逢
っ
て
い
な
い
恋
人
に
対
し
て
し
き
り
に
つ
の
る
恋
心
を
、
滾
々
と
湧
き
出
る
泉
の
よ
う
に
豊
か
な
水
を
湛
え
る
泉
川
の
叙
景
を
序
に
用
い

て
歌
う
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
有
吉
氏（

８
）は

「
そ
の
「
い
づ
み
川
」
が
「
み
か
の
原
」
を
「
分
き
て
流
る
る
」
光
景
は
恋
し
い
人
と
の
隔
絶
感
を

暗
示
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
序
詞
に
は
歌
の
主
題
に
関
連
す
る
叙
景
を
用
い
て
そ
の
歌
と
関
連
す
る
情
景
を
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
、
そ
の
歌
の
主
題
を
暗
示
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。

　

18
「
す
み
の
え
の
」
歌
は
、「
す
み
の
え
の
き
し
に
よ
る
浪
」
が
「
よ
る
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
波
と
い
う
の
は
予
測
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
先
の
読
め
な
い
波
の
様
子
を
序
詞
で
描
く
こ
と
で
、
恋
の
不
安
定
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
39
「
あ
さ
ぢ
ふ
の
」
歌
は
、「
あ
さ
ぢ
ふ
の
小

野
の
篠
原
」
が
「
し
の
ぶ
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
こ
の
序
詞
は
「
し
の
ぶ
」
を
導
く
だ
け
で
な
い
。
視
覚
的
に
も
こ
の
篠
原
で
忍
ん
で
い
る

こ
と
が
伝
わ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
恋
は
忍
ぶ
恋
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
92
「
わ
が
袖
は
」
歌
は
、「
わ
が
袖
は
潮
干
に
見
え
ぬ
沖
の
石
の
」

が
「
人
こ
そ
知
ら
ね
」
を
起
こ
す
序
詞
で
あ
る
。
こ
の
序
詞
が
あ
る
こ
と
で
、
し
き
り
な
い
ほ
ど
大
量
に
涙
を
流
し
て
い
る
、
ま
た
涙
を
流
す
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ほ
ど
相
手
を
想
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。

58
あ
り
ま
山
ゐ
な
の
さ
さ
原
か
ぜ
ふ
け
ば
い
で
そ
よ
人
を
わ
す
れ
や
は
す
る

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
『
応
永
抄
』（

６
）は

、

同
序
哥
な
れ
ど
、
上
の
心
も
そ
の
哥
に
用
に
立
も
侍
也
。
是
は
た
ゞ
そ
よ
と
い
は
ん
た
め
ば
か
り
の
序
也
。
古
哥
に
大
り
や
く
如
此
。
昔

の
哥
の
た
け
あ
り
て
き
こ
ゆ
る
は
序
哥
の
故
也
。
そ
の
さ
か
ひ
に
い
ら
ず
し
て
は
か
や
う
の
心
弁
が
た
き
事
な
る
べ
し
。

と
同
音
反
復
に
よ
る
無
心
の
序
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
通
説
で
、
近
世
の
『
う
ひ
ま
な
び
』）

（1
（

は
「
歌
の
本
は
序
に
て
、
そ
よ
と
い
は
ん
料
の
み
」

と
述
べ
、
ま
た
『
異
見
』）

（1
（

は
「
上
句
ハ
只
そ
よ
と
い
は
ん
序
の
ミ
」
と
あ
る
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
改
観
抄
』）

（1
（

が
「
有

馬
山
を
男
に
よ
せ
猪
名
野
の
篠
原
を
わ
か
身
に
な
す
ら
へ
て
男
の
物
い
ひ
お
こ
せ
た
る
を
有
馬
山
よ
り
風
の
吹
お
ろ
す
に
た
と
へ
」
と
述
べ
、

比
喩
に
よ
る
有
心
の
序
と
し
て
い
る
。
有
吉
氏（

８
）は

こ
の
序
詞
に
つ
い
て
「
直
接
的
に
恋
の
主
想
に
か
か
わ
る
と
考
え
な
く
て
よ
い
」
と
し
て
い

る
が
、
27
「
み
か
の
原
」
歌
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
序
詞
は
主
題
を
暗
示
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
。
風
が
吹
き
、
笹
原
が
そ
よ
そ
よ
と
音

を
立
て
て
い
る
様
子
が
恋
の
揺
ら
ぎ
を
表
現
し
、
恋
の
不
安
定
さ
や
気
持
ち
の
不
確
定
さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ

れ
ら
の
序
詞
は
、
自
然
描
写
を
序
詞
に
用
い
て
そ
の
情
景
よ
り
世
界
観
を
作
り
出
す
と
共
に
そ
の
歌
の
主
題
を
暗
示
さ
せ
る
役
割
が
あ
る
。

　

景
物
を
用
い
た
比
喩
の
序
詞
の
中
で
も
、
導
き
出
す
語
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
も
の
と
歌
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る

も
の
の
二
つ
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
歌
意
を
表
現
す
る
た
め
の
情
景
や
心
情
の
共
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
誰
も
が
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
直
接
言
及
せ
ず
と
も
、
こ
れ
ら
の
序
詞
が
あ
る
こ
と
で
歌
の
世
界
観
を
共
通
認
識
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
共
通
認
識
の
上
で
心
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
「
妖
艶
さ
」
を
醸
し
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
そ

の
中
で
も
導
き
出
す
語
そ
の
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
序
詞
は
、
導
き
出
す
語
「
ふ
し
の
間
」
や
「
か
り
ね
」、「
ま
つ
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
か
が
想
像
で
き
る
。
対
し
て
歌
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
す
る
序
詞
は
、
導
き
出
す
詞
だ
け
で
な
く
、
そ
の
歌
の
主
題
を
暗
示
さ

せ
る
働
き
が
あ
る
。
忍
ぶ
恋
や
恋
の
不
安
定
さ
な
ど
が
序
詞
の
描
か
れ
る
情
景
か
ら
伝
わ
る
。
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三
、
心
情
風
景
・
主
題
と
の
深
い
関
連

　

島
田
氏（

４
）は

、
八
代
集
で
は
序
詞
の
多
い
集
は
『
古
今
集
』
と
『
拾
遺
集
』
で
あ
る
と
し
、
定
家
は
「
古
今
集
の
歌
風
を
尊
重
し
、
古
典
に
帰

る
精
神
が
百
人
一
首
を
撰
ぶ
上
に
大
き
く
作
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
序
詞
を
分
類
し
、「
序
詞
の
歌

は
序
詞
の
物
象
か
ら
心
象
へ
の
展
開
」
が
み
ら
れ
る
と
し
た
。
本
稿
一
・
二
で
取
り
上
げ
た
歌
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
の
指
摘
通
り
で
あ
る
こ

と
が
、
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
し
実
は
、『
百
人
一
首
』
内
の
歌
に
は
、さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
序
詞
の
技
法
が
存
在
し
て
い
る
。
単
な
る
物
象
か
ら
心
象
の
展
開
で
は
な
く
、

物
象
と
心
象
を
リ
ン
ク
さ
せ
、
景
情
融
合
の
風
景
を
形
成
さ
せ
る
働
き
を
持
つ
序
詞
が
幾
つ
か
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
こ
そ
、

古
今
的
序
詞
を
越
え
た
発
展
的
技
法
を
示
す
新
し
い
詠
方
を
示
す
歌
で
あ
り
、
必
ず
し
も
作
者
が
新
し
さ
を
意
識
し
、
意
図
的
に
生
み
出
し
て

い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
定
家
が
そ
れ
ら
に
注
目
し
て
撰
歌
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
百
人
一
首
』
の
序
詞
群
に
、
古
今
風
を
超
越
し
た
歌

風
群
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
、
重
要
な
歌
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
該
当
す
る
歌
は
次
の
六
首
で
あ
る
。
そ
の
六
首
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
序
詞
に
景
情
融

合
の
風
景
を
詠
み
込
む
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
効
果
を
出
し
て
い
る
の
か
考
え
て
い
く
。

46
（
會
禰
好
忠
）
48
（
源
重
之
）
49
（
大
中
臣
能
宣
朝
臣
）
51
（
藤
原
実
方
朝
臣
）
77
（
崇
徳
院
御
製
）
97
（
権
中
納
言
定
家
）

46
ゆ
ら
の
と
を
わ
た
る
ふ
な
人
か
ぢ
を
た
え
行
へ
も
し
ら
ぬ
恋
の
み
ち
か
な

「
ゆ
ら
の
と
を
」
歌
は
「
由
良
の
門
を
渡
る
舟
人
か
ぢ
を
絶
え
」
が
「
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
」
を
導
く
序
詞
に
な
っ
て
い
る
。
峯
村
氏）

（1
（

は
「
激
し
い

恋
の
ゆ
く
え
の
不
安
を
序
詞
で
高
め
て
、新
鮮
・
優
雅
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。「
由
良
」
が
、ゆ
ら
ぎ
の
音
感
に
通
じ
る
効
果
も
見
の
が
せ
な
い
。」

と
述
べ
、
ま
た
有
吉
氏（

８
）は

、「
こ
の
歌
は
、
こ
れ
か
ら
先
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
か
わ
か
ら
な
い
恋
の
不
安
を
、
由
良
の
門
に
漂
い
流
さ
れ
て
行
く

舟
に
象
徴
さ
せ
、
序
詞
の
情
景
と
恋
の
叙
情
と
が
一
体
化
し
て
い
る
点
が
優
れ
て
い
る
が
、
定
家
も
そ
れ
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
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述
べ
て
い
る
。
ま
た
古
注
で
も
『
経
厚
抄
』）

11
（

は
、「
上
三
句
を
序
と
し
て
我
恋
の
行
衛
も
は
て
も
な
き
を
是
に
縦
へ
た
る
よ
し
也
」
と
し
、ま
た
『
頼

孝
本
』）

1（
（

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ゆ
ら
の
と
は
、
な
み
あ
れ
て
あ
ら
う
み
な
り　

そ
れ
お
き
を
わ
た
る
舟
人
か
ち
を
た
え
と
い
ふ
心
は
、
舟
は
か
ち
ひ
と
つ
を
も
つ
て
か
す

千
万
里
の
海
上
を
こ
き
わ
た
る
物
な
る
に
、
そ
の
か
ち
を
な
き
舟
の
こ
と
く
な
る
、
た
よ
り
も
、
つ
て
も
な
き
に
、
う
か
ひ
た
る
舟
の
や

う
な
る
我
こ
ひ
の
み
ち
か
な
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ

こ
れ
ら
の
古
注
よ
り
有
吉
氏（

８
）は

、
歌
枕
「
由
良
の
門
」
は
航
行
に
難
儀
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
こ
れ
か
ら
先
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
か
わ

か
ら
な
い
自
分
の
恋
路
の
不
安
を
、
梶
を
失
っ
て
漂
い
流
さ
れ
て
行
く
舟
に
譬
え
て
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
特
色
と
し
て
、
こ
の
序
詞
は
た
だ
恋
の
道
が
険
し
い
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
舟

人
が
梶
を
失
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
様
子
と
、
恋
の
行
方
が
分
か
ら
ず
茫
然
と
さ
ま
よ
っ
て
い
る
男
の
様
子
が
重
な
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
舟
人
と
自
身
の
心
情
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
リ
ン
ク
さ
せ
て
読
み
取
る
と
、
こ
れ
か
ら
先
こ
の
男
は

梶
を
失
っ
た
舟
人
の
よ
う
に
男
は
な
す
す
べ
も
な
く
途
方
に
暮
れ
て
い
く
運
命
な
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

48
風
を
い
た
み
い
は
う
つ
な
み
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
も
の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

　

有
吉
氏（

８
）は

こ
の
歌
に
つ
い
て

初
・
二
句
は
「
く
だ
け
て
」
を
導
き
出
す
序
詞
で
、
初
句
か
ら
こ
こ
ま
で
読
む
と
、
激
し
い
風
に
荒
れ
狂
う
波
が
岩
に
打
ち
あ
た
っ
て
砕

け
散
る
の
に
、
岩
は
ま
っ
た
く
動
じ
な
い
と
い
う
風
景
が
視
覚
的
映
像
と
し
て
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
「
物
を
思
ふ
こ

ろ
か
な
」
へ
と
続
く
と
、
一
転
し
て
恋
情
の
叙
述
と
な
り
、
上
の
風
景
そ
の
も
の
が
自
分
の
恋
の
視
覚
化
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
序
詞
で
「
波
」
と
「
岩
」
の
様
子
が
視
覚
的
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
「
波
」
と
「
岩
」
に
つ
い
て
古
注
で
は
様
々
に
言
わ

れ
て
い
る
。「
岩
」
に
つ
い
て
『
応
永
抄
』（

６
）は

「
心
は
う
ご
か
ぬ
い
は
ほ
に
人
の
心
に
よ
そ
へ
」、『
頼
孝
本
』）

1（
（

は
「
我
お
も
ふ
人
は
い
は
な
り
」、

ま
た
『
宗

抄
』）

11
（

に
お
い
て
も
「
う
ご
か
ぬ
岩
ほ
を
人
の
心
に
よ
そ
へ
」
と
こ
の
「
岩
」
は
つ
れ
な
い
想
い
人
を
譬
え
て
い
る
と
複
数
の
古
注
は
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説
明
し
て
い
る
。
ま
た
「
波
」
に
つ
い
て
は
、『
応
永
抄
』（

６
）は

「
く
だ
け
や
す
き
や
す
き
波
を
我
身
に
な
ず
ら
へ
て
い
へ
る
」、『
色
紙
和
歌
』）

11
（

は
「
な

み
の
く
た
け
て
と
い
ふ
こ
と
は
を
わ
か
こ
ひ
の
あ
り
さ
ま
に
よ
せ
た
る
也
」
と
「
波
」
は
思
い
乱
れ
る
自
己
の
恋
心
を
譬
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。

近
世
に
お
い
て
も
『
う
い
ま
な
び
』）

11
（

は
「
恋
し
た
へ
ど
も
、
人
は
つ
れ
な
き
に
我
の
み
心
の
わ
れ
く
だ
け
つ
ゝ
物
思
ふ
事
を
風
の
疾
ふ
く
時
に
岩

う
つ
波
の
岩
は
つ
れ
な
く
て
波
の
己
く
だ
け
ち
る
に
た
と
へ
た
り
」
と
こ
の
考
え
方
は
変
化
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
島
津
氏）

11
（

は
、

譬
喩
的
な
序
を
用
い
て
、
片
思
い
の
や
る
せ
な
い
嘆
き
を
巧
み
に
歌
っ
て
い
る
。

と
述
べ
、
有
吉
氏（

８
）も

こ
の
「
波
」
と
「
岩
」
と
の
関
係
に
は
絶
望
的
な
片
恋
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
。

と
し
、
こ
の
序
詞
か
ら
男
の
絶
望
的
な
恋
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
岩
」
に
打
ち
当
る
「
波
」
に
、
つ
れ
な
い
冷
淡
な

相
手
に
一
人
砕
け
散
る
様
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
詠
む
必
要
が
あ
る
。
46
「
ゆ
ら
の
と
を
」
歌
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
歌
も
、
序
詞
が
男
の
心
象
風

景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
男
の
絶
望
感
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
恋
路
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

49
み
か
き
も
り
衛
士
の
た
く
火
の
よ
る
は
も
え
ひ
る
は
き
え
つ
つ
物
を
こ
そ
お
も
へ

　

久
保
田
氏）

（1
（

は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、

か
が
り
火
が
夜
に
な
る
と
た
か
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
恋
の
思
い
も
夜
毎
に
燃
え
さ
か
る
。
昼
に
は
か
が
り
火
は
消
さ
れ
て
い
る
が
、
自

分
も
そ
の
よ
う
に
悄
然
と
し
て
消
え
入
る
ば
か
り
に
物
を
思
っ
て
過
ご
し
て
い
る
。
夜
と
昼
、
燃
え
と
消
え
、
と
い
う
対
を
用
い
て
、
間

断
な
く
つ
づ
く
恋
の
物
思
い
を
詠
じ
る
歌
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
有
吉
氏（

８
）は

、

一
首
の
表
現
構
造
は
前
歌
48
「
風
を
い
た
み
」
の
歌
に
き
わ
め
て
近
く
、
衛
士
の
た
く
火
が
夜
の
闇
に
赤
々
と
燃
え
、
夜
明
け
と
と
も
に

消
さ
れ
る
と
い
う
情
景
は
、
恋
す
る
自
己
の
心
象
風
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
衛
士
の
た
く
火
」
は
「
自
己
の
恋
心
」
を
重
ね
合
わ
せ
て
詠
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
火
の
様
子
か
ら
一
日
中
止
む
こ
と
な
い
恋
の
物
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思
い
の
様
子
が
わ
か
る
。

51
か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
さ
し
も
し
ら
じ
な
も
ゆ
る
お
も
ひ
を

　

こ
の
歌
は
序
詞
を
始
め
、
掛
詞
や
縁
語
と
多
く
の
技
巧
を
用
い
て
い
る
。
有
吉
氏（

８
）は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
技
巧
は
す
べ
て
、
胸
に
燃
え
る
思
い
に
我
が
身
を
焦
が
し
て
い
る
と
い
う
恋
の
状
況
に
具
象
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
感
覚
的
に

訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
恋
の
主
想
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
さ
し
も
草
」
が
燃
え
上
が
る
様
子
は
、
激
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
さ
し
も
草
」
が
激
し
く
燃
え
る
様
子
と
あ
な
た
を
強
く
想
う
恋
心
を

重
ね
て
詠
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ほ
ど
あ
な
た
を
想
っ
て
い
る
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
私
が
あ
な
た
を
想
っ
て
い
る
の
か
き
っ
と
あ
な
た
は
知
ら

な
い
で
し
ょ
う
ね
、
と
ぼ
や
く
し
か
な
い
自
身
の
も
ど
か
し
い
気
持
ち
が
伝
わ
る
。

77
せ
を
は
や
み
い
は
に
せ
か
る
る
滝
川
の
わ
れ
て
も
す
ゑ
に
あ
は
む
と
ぞ
思
ふ

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
島
津
氏）

11
（

は
、

恋
の
心
の
は
げ
し
さ
が
、
急
流
の
岩
を
嚙
ん
で
割
れ
砕
け
る
力
強
さ
に
印
象
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
鋭
く
迫
っ
て
く
る
歌

と
評
し
て
い
る
。
こ
の
「
恋
心
の
は
げ
し
さ
」
を
印
象
付
け
て
い
る
の
が
序
詞
で
あ
ろ
う
。「
せ
を
は
や
み
い
は
に
せ
か
る
る
滝
川
の
」
が
「
わ

れ
て
も
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
こ
の
序
詞
に
つ
い
て
久
保
田
氏）

（1
（

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

滝
つ
瀬
を
な
し
て
流
れ
る
山
川
の
風
景
を
恋
の
心
象
風
景
へ
と
転
じ
た
。
ほ
と
ば
し
る
山
川
の
流
れ
の
激
し
さ
、
末
句
の
「
逢
は
む
と
ぞ

思
ふ
」
と
い
う
語
調
の
力
強
さ
が
相
侯
っ
て
、
障
害
に
決
し
て
く
じ
け
る
こ
と
の
な
い
強
固
な
決
意
を
感
じ
さ
せ
る
恋
歌
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
序
詞
も
自
身
の
恋
心
と
情
景
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
。
川
瀬
の
流
れ
の
早
さ
、
そ
し
て
そ
の
流
れ
が
岩
に
せ
き
止
め
ら
れ

る
様
子
は
、
ま
さ
に
障
害
の
あ
る
恋
を
し
て
い
る
二
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
急
流
も
や
が
て
は
一
つ
に
戻
る
。
そ
の
急
流
の
よ
う
に
、

現
在
は
恋
の
障
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
ま
た
逢
う
こ
と
が
で
き
る
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
滝
川
の
様
子
は
ま
さ
に

二
人
の
恋
の
未
来
へ
の
希
望
、
ま
た
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
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97
こ
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
う
ら
の
夕
な
ぎ
に
や
く
や
も
し
ほ
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ

　

定
家
の
自
撰
歌
「
こ
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
う
ら
の
夕
な
ぎ
に
や
く
や
も
し
ほ
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ
」
は
「
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に
焼
く
や
藻

塩
の
」
が
「
こ
が
れ
」
を
導
く
序
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
身
も
こ
が
れ
な
が
ら
来
ぬ
人
を
待
っ
て
い
る
様
子
が
序
詞
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
待
ち

焦
が
れ
る
も
ど
か
し
さ
、
切
な
さ
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
島
津
氏）

11
（

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

待
て
ど
も
来
ぬ
人
を
待
っ
て
い
る
女
心
の
も
ど
か
し
さ
こ
そ
恋
歌
の
本
意
で
あ
り
、
夕
な
ぎ
の
海
の
や
る
せ
な
い
藻
塩
や
く
浦
の
景
色
を

象
徴
と
し
て
見
事
に
作
り
あ
げ
た
優
艶
な
る
物
語
の
世
界
、
定
家
晩
年
の
好
み
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
歌
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
定
家
も
46
「
ゆ
ら
の
と
を
」
歌
ら
と
同
じ
よ
う
に
心
象
風
景
を
用
い
た
序
詞
を
詠
ん
で
お
り
、
そ
の
歌
を
自
身
の
代
表
歌
と
し

て
選
ん
で
い
る
。
ま
た
定
家
は
た
だ
そ
の
他
の
歌
の
よ
う
に
序
詞
を
詠
み
込
ん
だ
わ
け
で
な
い
。
序
詞
に
お
い
て『
万
葉
集
』巻
六
935
の
長
歌「
名

寸
隅
の　

船
瀬
ゆ
見
ゆ
る　

淡
路
島　

松
帆
の
浦
に　

朝
な
ぎ
に　

玉
藻
刈
り
つ
つ　

夕
な
ぎ
に　

藻
塩
焼
き
つ
つ　

海
人
娘
子
…
」）

11
（

を
本
歌

と
し
て
い
た
。
こ
の
歌
を
本
歌
取
り
し
た
効
果
に
つ
い
て
久
保
田
氏）

（1
（

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

男
が
松
帆
の
浦
に
住
む
「
海
少
女
」
に
恋
い
焦
が
れ
る
と
い
う
本
歌
を
、
定
家
は
逆
に
、「
海
少
女
」
の
立
場
を
仮
構
し
、
訪
れ
て
来
な
い

つ
れ
な
い
恋
人
を
待
っ
て
、
待
っ
て
身
を
焦
が
し
て
い
る
女
心
を
詠
ん
だ
。

序
詞
で
こ
の
本
歌
を
用
い
る
こ
と
で
、
心
象
風
景
を
表
現
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
り
、
こ
の
本
歌
を
踏
ま
え
た
よ
り
妖
艶
な
歌
を
誕
生
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
。
本
歌
取
り
は
、『
新
古
今
集
』
の
頃
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
序
詞
に
本
歌
取
り
を
加
え
る
こ
と
は
定
家

独
自
の
工
夫
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
定
家
は
、
序
詞
の
和
歌
の
主
題
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
、
ま
た
世
界
観
を
作
り
出
す

働
き
を
評
価
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
序
詞
は
心
象
風
景
を
あ
ら
わ
し
、
直
接
的
に
歌
の
主
想
、
す
べ
て
恋
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
恋
す
る
思
い
に
深
く

関
連
し
た
序
詞
で
あ
る
。
序
詞
で
心
象
風
景
を
詠
み
込
み
、
そ
の
序
詞
の
風
景
と
歌
の
主
想
に
関
連
す
る
も
の
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
で
、
景

情
融
合
の
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
景
情
融
合
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
る
優
艶
さ
は
ま
さ
に
定
家
の
好
み
と
言
え
る
。
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自
作
詠
を
撰
歌
す
る
に
当
た
っ
て
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
手
法
を
み
せ
る
序
詞
の
歌
に
決
め
た
と
い
う
と
こ
ろ
を
重
視
し
た
い
。
他

に
ど
の
よ
う
な
歌
が
可
能
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
を
す
る
余
裕
を
今
は
持
た
な
い
が
、
敢
え
て
新
し
い
序
詞
の
歌
を
選
ん
で
い
る
こ

と
は
、
重
視
す
る
べ
き
で
あ
る
。
古
今
風
序
詞
か
ら
の
脱
却
を
、『
百
人
一
首
』
の
撰
歌
の
中
で
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

島
田
氏（

４
）は

定
家
の
古
今
集
尊
重
の
気
持
ち
が
『
百
人
一
首
』
に
も
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
し
て
ど
の
歌
に
も
序
詞
に
描
か
れ
て
い

る
も
の
や
景
物
か
ら
心
象
へ
の
展
開
が
み
ら
れ
る
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
、
物
象
か
ら
心
象
へ
の
展
開
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
序
詞
が
ど
の
よ
う
に
心
象
へ
展
開
し
て
い
る
の
か
、
①
「
有
形
物
の
比
喩
・
植
物
や
模
様
を
用
い
た
も
の
」
②
「
有
形
物
の
比
喩
・

景
物
」
③
「
心
象
風
景
・
主
題
と
の
深
い
関
連
」
に
分
類
し
直
し
、
分
析
し
て
き
た
。

　

序
詞
に
は
「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
や
「
山
鳥
の
蘆
」
な
ど
実
際
に
あ
る
も
の
や
「
有
馬
山
い
な
の
笹
原
」
な
ど
の
情
景
が
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
序
詞
だ
け
を
み
る
と
そ
の
歌
は
何
を
伝
え
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
。
歌
意
は
そ
の
後
、
も
し
く
は
全
体
を
み
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
。
そ

し
て
全
体
を
み
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
序
詞
に
は
歌
意
を
表
現
す
る
た
め
の
効
果
が
あ
る
こ
と
が
初
め
て
わ
か
る
。
序
詞
は
実
在
す
る
も
の
が
使

用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
歌
意
を
表
現
す
る
た
め
の
情
景
や
心
情
の
共
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
誰
も
が
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
共
通

認
識
の
上
で
、心
情
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
余
情
妖
艶
さ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
有
形
物
の
比
喩
の
序
詞
は
、具
体
的
に
景
色
や
も
の
を
描
写
し
、

そ
れ
ら
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
主
題
を
暗
示
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
対
し
て
心
情
風
景
を
詠
み
込
ん
だ
序
詞
は
、
景
情
融
合
の
世
界
を

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
景
情
融
合
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
る
余
情
妖
艶
さ
は
ま
さ
に
定
家
が
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
『
百
人
一
首
』
内
に
序
詞
を
用
い
た
歌
を
多
く
選
歌
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
単
に
古
今
集
尊
重
の
気
持
ち
か
ら
序
詞

の
あ
る
歌
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
序
詞
が
余
情
妖
艶
な
歌
を
作
り
出
す
の
に
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
し
た
た
め
多
数
選
歌
し
た
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の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
『
百
人
一
首
』
に
選
歌
さ
れ
た
序
詞
は
、
す
べ
て
有
意
な
序
詞
で
あ
り
、
導
き
出
す
も
の
や
語
、
ま
た
主
題
に
深

く
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
直
接
言
及
せ
ず
と
も
序
詞
が
形
成
す
る
世
界
観
に
よ
り
、
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
像
さ
せ
る
。
ま
た
そ
の
想
像
に

よ
り
余
情
さ
を
醸
し
出
す
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
定
家
が
求
め
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
歌
に
お
い
て
も
用
い
る
な
ど
高
く
評
価
し
て
い
た
。

ま
た
序
詞
を
効
果
的
に
詠
み
込
ん
だ
歌
を
多
く
選
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
定
家
は
「
詞
」
を
効
果
的
に
用
い
て
「
心
」
を
表
現
し
た
歌
を
好
ん

で
い
た
と
言
え
る
。『
百
人
一
首
』
内
の
序
詞
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
定
家
の
選
歌
意
識
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
な
序
詞
が
詠
み
込
ま
れ
た
余
情
妖
艶
な
歌
は
、
新
古
今
歌
風
に
近
い
と
考
え
る
。『
百
人
一
首
』
歌
と
し
て
は
46
好
忠
の
「
ゆ

ら
の
と
を
」
歌
が
最
も
早
い
が
、
こ
の
歌
が
勅
撰
集
に
取
ら
れ
た
の
は
『
新
古
今
集
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
他
の
で
は
51
実
方
「
か
く
と

だ
に
」
歌
が
『
後
拾
遺
集
』、
48
重
之
「
風
を
い
た
み
」
歌
、
49
能
宣
「
み
か
き
も
り
」
歌
、
77
崇
徳
院
「
せ
を
は
や
み
」
歌
が
『
詞
花
集
』
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
勅
撰
集
に
お
け
る
序
詞
歌
の
技
法
の
分
析
や
、『
新
古
今
集
』
に
お
け
る
序
詞
の
体
系
的
調
査
、
定
家
と
そ
れ
以
外
の
新
古

今
当
代
歌
人
の
考
え
方
の
共
通
性
と
相
違
点
な
ど
、押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、本
稿
で
は
、『
百

人
一
首
』
に
は
古
今
風
序
詞
の
技
法
を
脱
し
た
新
し
い
序
詞
の
歌
が
多
く
存
在
し
、
定
家
自
撰
歌
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指

摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
ま
た
俊
成
な
ど
が
高
く
評
価
す
る
貫
之
の
代
表
歌
『
古
今
集
』
巻
八
離
別
歌
404
「
む
す
ぶ
て
の
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の

井
の
あ
か
で
も
人
に
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
」
は
序
詞
の
巧
み
な
歌
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
く
敢
え
て
35
「
人
は
い
さ
」
歌
を
撰
歌
し
て
い
る
こ
と

の
意
味
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

【
注
】

（
１
）『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
編
集
委
員
会
編
『
和
歌
文
学
大
辞
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
／
二
〇
一
四
年
）。

（
２
）
有
吉
保
『
百
人
一
首　

全
訳
注
』（
講
談
社
／
一
九
八
三
年
）、
島
津
忠
夫
『
新
版　

百
人
一
首
』（K

A
D

O
K

A
W

A

／
一
九
九
九
年
）、
久
保
田
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淳
『
光
琳
カ
ル
タ
で
読
む
百
人
一
首
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
小
学
館
／
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
序
詞
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
六
首
を
対
象
と
し
た
。

（
３
）「
百
人
一
首　

序
詞
」
と
検
索
し
た
と
こ
ろ
、「
国
文
学
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
は
二
件
、「CiN

ii　

論
文
検
索
」
で
は
四
件
の
論
文
が
ヒ
ッ

ト
し
た
。
し
か
し
『
百
人
一
首
』
の
序
詞
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
の
は
島
田
氏
の
み
で
あ
り
、
他
は
序
詞
を
用
い
た
百
人
一
首
歌
の
翻
訳
や
格
助

詞
の
訳
し
方
な
ど
の
研
究
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

（
４
）
島
田
良
二
「
百
人
一
首
の
序
詞
」（
紫
式
部
学
会
編
『
む
ら
さ
き
』（
26
）
一
九
八
九
年
七
月
）。

（
５
）
使
用
す
る
和
歌
の
表
記
及
び
番
号
は
、
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
場
合
は
、「
新
編
国
歌
大
観
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。
た
だ
し
、
万
葉
歌
に
つ

い
て
は
旧
国
歌
大
観
番
号
を
用
い
る
。
傍
線
は
序
詞
、
太
字
は
そ
の
序
詞
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
も
の
を
記
す
。
な
お
傍
線
・
太
字
は
稿
者
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
６
）
久
曽
神
昇　

樋
口
芳
麻
呂
編
『
御
所
本
百
人
一
首
抄　

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
』（
笠
間
書
院
／
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。

（
７
）
橋
本
不
美
男
他
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
87
〉『
歌
論
集
』（
小
学
館
／
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
。

（
８
）
有
吉
保
『
百
人
一
首　

全
訳
注
』（
講
談
社
／
一
九
八
三
年
）。 

（
９
）
小
町
谷
照
彦
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
7
〉『
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
／
一
九
九
〇
年
）。

（
10
）
石
田
吉
貞
『
百
人
一
首
評
解
』（
有
精
堂
出
版
／
一
九
五
六
年
）。　

（
11
）『
応
永
抄
』
や
『
異
見
』
で
は
、「
雌
雄
は
分
か
れ
て
寝
る
」
と
い
う
習
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
12
）
黒
田
長
久
他
『
学
習
科
学
図
鑑　

鳥
』（
学
習
研
究
社
／
一
九
九
四
年
）
や
真
木
広
造
他
『
決
定
版
日
本
の
野
鳥
６
５
０
』（
平
凡
社
／
二
〇
一
四

年
）
で
山
鳥
の
習
性
に
つ
い
て
調
べ
た
が
、「
雌
雄
が
分
か
れ
て
寝
る
」
と
い
う
習
性
が
あ
る
と
い
う
記
述
は
な
か
っ
た
。

（
13
）
石
田
吉
貞
『
百
人
一
首
評
解
』（
有
精
堂
出
版
／
一
九
五
六
年
）、
有
吉
保
『
百
人
一
首　

全
訳
注
』（
講
談
社
／
一
九
八
三
年
）、
島
津
忠
夫
『
新

版　

百
人
一
首
』（K

A
D

O
K

A
W

A

／
一
九
九
九
年
）、
久
保
田
淳
『
光
琳
カ
ル
タ
で
読
む
百
人
一
首
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
小
学
館
／
二
〇
〇
九
年
）

を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
が
す
べ
て
に
お
い
て
「
山
鳥
が
雌
雄
分
か
れ
て
寝
る
習
性
」
が
あ
る
こ
と
を
言
及
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
や
は
り
現
代
で
は
こ

の
習
性
を
踏
ま
え
て
解
釈
す
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

（
14
）
久
保
田
淳
『
光
琳
カ
ル
タ
で
読
む
百
人
一
首
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
小
学
館
／
二
〇
〇
九
年
）。

（
15
）
久
保
田
淳
〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
三
〇
回
）〉『
新
古
今
和
歌
集
下
』（
新
潮
社
／
一
九
七
九
年
）。
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（
16
）『
宇
以
麻
奈
備
』（
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

京
都
市
歴
史
資
料
館
一
般
43 

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100257994/view
er/117　

二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
閲
覧
）
に
よ
る
。

（
17
）
大
坪
利
絹
〈
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
19
〉『
百
首
異
見　

百
首
要
解
』（
和
泉
書
院
／
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

（
18
）
鈴
木
健
一　

鈴
木
淳
〈
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
10
〉『
百
人
一
首
三
奧
抄　

百
人
一
首
改
観
抄
』（
和
泉
書
院
／
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
19
）
峯
村
文
人
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43
〉『
新
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
／
一
九
九
五
年
）。

（
20
）
島
津
忠
夫　

上
條
彰
次
『
百
人
一
首
古
注
抄
』（
和
泉
書
院
／
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。

（
21
）
有
吉
保　

神
作
光
一
〈
影
印
校
注
古
典
叢
書
〉『
小
倉
山
庄
色
紙
和
歌
（
百
人
一
首
古
注
）』（
新
典
社
／
一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。

（
22
）
島
津
忠
夫　

上
條
彰
次
『
百
人
一
首
古
注
抄
』（
和
泉
書
院
／
一
九
八
二
年
）
所
収
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
文
明
十
年
奥
書
本
」
の
翻
刻
に
よ
る
。

（
23
）
上
條
彰
次
『
百
人
一
首
古
注
釈
『
色
紙
和
歌
』
本
文
と
研
究
』（
新
典
社
／
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
。

（
24
）『
宇
以
麻
奈
備
』（
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

京
都
市
歴
史
資
料
館
一
般
43 

https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100257994/view
er/105　

二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
閲
覧
）
に
よ
る
。

（
25
）
島
津
忠
夫
『
新
版　

百
人
一
首
』（K

A
D

O
K

A
W

A

／
一
九
九
九
年
）。

（
26
）
935
「
名
寸
隅
の　

船
瀬
ゆ
見
ゆ
る　

淡
路
島　

松
帆
の
浦
に　

朝
な
ぎ
に　

玉
藻
刈
り
つ
つ　

夕
な
ぎ
に　

藻
塩
焼
き
つ
つ　

海
人
娘
子　

あ
り

と
は
聞
け
ど　

見
に
行
か
む　

よ
し
の
な
け
れ
ば　

ま
す
ら
を
の　

心
は
な
し
に　

た
わ
や
め
の　

思
ひ
た
わ
み
て　

た
も
と
ほ
り　

我
は
そ
恋

ふ
る　

船
梶
を
な
み
」（『
万
葉
集
』
巻
第
六
・
雑
歌
・
詞
書
「
三
年
丙
寅
の
秋
九
月
十
五
日
、
播
磨
国
の
印
南
郡
に
幸
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
笠
朝

臣
金
村
の
作
り
し
歌
一
首　

短
歌
を
幷
せ
た
り
」
な
お
こ
ち
ら
の
和
歌
表
記
は
、
佐
竹
昭
広
他
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
2
〉『
萬
葉
集
二
』（
岩

波
書
店
／
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

（
国
文
学
科
四
年
生
）


