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下
　
　
房

俊

　
　
凡
　
例

本
稿
に
は
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
四
十
五
番
お
よ
び
第
四
十
六
番
の
注
解
を
収
め
た
。

四
十
五
番
　
鞘
巻
切

鞍
細
工

門
職
人
尽
畠

　
　
門
誹
諸
職
人
尽
邊
鞘
巻
切
　
風
さ
そ
ふ
梅
の
小
だ
ち
に
鞘
も
な
し
〈
益
光
〉
　
永
き
日
は
鞘
っ
き
詰
め
の
刀
か
な
〈
春
可
〉
　
節
餅
や
こ
が
ね
作

　
り
の
鞘
巻
師
〈
志
友
〉
　
恋
口
の
あ
ふ
夜
も
更
く
る
師
走
か
な
〈
蓼
和
〉
　
／
　
く
ら
細
工
　
秋
山
や
物
も
揺
る
が
ぬ
鞍
の
上
〈
キ
角
〉
　
荷
鞍

　
踏
む
春
の
雀
や
縁
の
先
〈
土
芳
〉
　
桜
山
目
に
付
け
て
居
ん
鞍
細
工
〈
葉
五
〉
　
春
の
日
や
伊
勢
の
馳
走
の
く
ら
皆
具
〈
雪
麿
〉
　
饗
応
の
鞍
馬

　
は
国
々
の
諸
士
よ
り
結
構
を
尽
く
さ
る
　
高
麗
人
に
も
て
な
し
ぐ
ら
や
金
銀
花
く
蓼
和
V
　
門
職
人
尽
発
句
合
ご
二
十
一
番
右
鞍
作
　
こ
う
ろ

　
ぎ
を
取
っ
て
伏
せ
た
り
鞍
の
上
　
取
っ
て
伏
せ
た
り
と
ゆ
ゆ
し
く
続
け
た
る
は
、
長
井
の
別
当
が
昔
の
面
影
も
添
ひ
て
、
天
晴
手
が
ら
と
い
ふ
べ

　
け
れ
ど
、
鞠
の
は
づ
み
（
鞠
く
く
り
の
歌
）
も
亦
お
も
し
ろ
し
。
　
　
門
略
画
職
人
尽
】
雲
雀
毛
の
三
春
の
駒
や
ひ
き
ぬ
ら
ん
霞
色
そ
ふ
紫
手
綱

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
一
）
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三
八

門
本
文
蟹

四
十
五
番

う
き
雲
の
は
れ
も
や
ら
ね
は
さ
や
ま
き
の

ひ
き
こ
み
か
ち
に
見
ゆ
る
つ
き
哉

夕
ま
く
れ
や
ま
か
た
ち
か
き
二
日
月
の

ま
か
り
な
か
ら
に
い
り
ぬ
へ
き
か
な

　
左
は
、
い
さ
㌧
か
さ
れ
寄
に
似
た
り
。
右
は
、
こ
と
は

　
つ
㌧
き
や
さ
し
。
可
為
勝
。

我
こ
ひ
は
ま
ち
さ
や
ま
き
の
や
れ
す
の
こ

ぬ
る
ひ
と
の
こ
ぬ
身
を
い
か
に
せ
む

い
か
に
し
て
ま
つ
人
く
ち
に
の
り
ぬ
ら
む

し
ら
ほ
ね
く
ら
の
ぬ
る
夜
な
き
身
に

　
左
右
、
た
く
み
に
て
、
可
可
さ
ま
猶
狂
可
可
也
。
と
も
に
、

　
う
る
し
ほ
し
気
な
り
。
可
為
持
歎
。

　
　
　
　
◇

　
さ
や
ま
き
㌧
り

当
時
は
や
ら
て
、

得
分
も
な
き

細
工
か
な
。

う
き
雲
の
は
れ
も
1
〔
類
〕
浮
雲
の
晴
も
　
さ
や
ま
き
1
〔
類
〕
さ
や
巻

ひ
き
こ
み
か
ち
に
見
ゆ
る
1
〔
類
〕
引
こ
み
か
ち
に
み
ゆ
る
　
っ
き
1
〔
明
」

〔
類
〕
月

や
ま
か
た
ち
か
き
－
〔
類
〕
山
か
た
近
き

い
り
ぬ
へ
き
か
な
ー
〔
類
〕
入
ぬ
へ
き
か
な

さ
れ
寄
1
〔
類
〕
さ
れ
歌

我
こ
ひ
－
〔
類
〕
我
恋
　
ま
ち
さ
や
ま
き
ー
〔
類
〕
ま
ち
さ
や
巻

ひ
と
－
〔
明
〕
〔
類
〕
人
　
い
か
に
せ
む
ー
〔
明
〕
〔
類
〕
い
か
に
せ
ん

ま
つ
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
先
　
の
り
ぬ
ら
む
ー
〔
類
〕
乗
ぬ
ら
ん

し
ら
ほ
ね
く
ら
ー
〔
類
〕
し
ら
ほ
ね
鞍
　
夜
1
〔
類
〕
よ

寄
さ
ま
ー
〔
白
〕
寄
き
ま
　
狂
寄
也
－
〔
類
〕
狂
歌
な
り

さ
や
ま
き
㌧
り
ー
〔
白
〕
〔
類
〕
鞘
巻
き
り
〔
忠
〕
四
十
五
番
鞘
巻
き
り

か
な
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
哉

fig.05.03.01.pdf


　
く
ら
さ
い
く

あ
ら
、
ほ
ね

お
れ
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
さ
い
く

く
ら
さ
い
く
－
〔
白
〕
〔
類
〕
鞍
細
工
〔
忠
〕
鞍
細
工

ほ
ね
お
れ
や
ー
〔
白
〕
ほ
ね
お
れ
〔
明
〕
ほ
ね
お
り

門
語
注
畠

◎
鞘
巻
は
、
腰
刀
の
一
種
で
、
鍔
の
な
い
短
刀
。
古
く
は
、
鞘
に
葛
藤
の
蔓
な
ど
を
巻
き
っ
げ
た
が
、
中
世
に
は
、
蔓
を
巻
い
た
形
に
、

鞘
に
斜
め
の
刻
み
目
を
っ
け
て
漆
を
塗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鞘
巻
切
は
、
鞘
に
刻
み
目
を
っ
け
て
鞘
巻
を
作
る
職
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
ぼ
ね

　
鞍
は
、
狭
義
で
は
、
鞍
橋
〔
骨
〕
（
人
が
乗
る
た
め
に
馬
の
背
に
固
定
す
る
装
置
）
の
こ
と
。
広
義
で
は
、
馬
具
の
総
称
。
鞍
細
工

は
、
狭
義
の
鞍
を
作
る
職
人
で
あ
ろ
う
。

◎
う
き
雲
の
は
れ
も
や
ら
ね
は
　
月
を
覆
っ
て
い
る
浮
雲
が
晴
れ
き
ら
な
い
の
で
。

◎
ひ
き
こ
み
か
ち
に
見
ゆ
る
つ
き
哉
　
　
「
ひ
き
こ
み
」
は
鞘
巻
の
縁
語
か
。
未
考
。
新
大
系
は
、
「
刀
の
鞘
σ
上
覆
い
」
と
す
る
。

「
（
鞘
巻
の
？
）
引
き
込
み
」
か
ら
、
「
引
き
込
み
が
ち
に
」
と
続
く
。
月
が
雲
に
隠
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
月
が

「
引
き
込
む
」
と
い
う
言
い
方
は
、
歌
に
用
い
な
い
ば
か
り
か
、
散
文
で
も
異
例
。

◎
や
ま
か
た
ち
か
き
三
目
月
　
「
や
ま
か
た
」
は
、
「
山
方
」
で
、
山
の
端
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、

歌
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
言
葉
。
こ
こ
は
、
「
鞍
」
の
縁
語
「
山
形
」
に
言
い
掛
け
る
た
め
、
あ
え
て
無
理
を
し
た
の
で
あ
る
。
「
山

　
　
　
　
　
　
　
ま
え
わ
　
　
し
ず
わ

形
」
は
、
鞍
橋
の
前
輪
と
後
輪
の
上
縁
部
。
中
央
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
「
三
日
月
」
も
「
鞍
」
の
縁
語
か
。
『
新
大
系
』
は
、
山
形
の

一
種
に
「
三
日
月
形
」
が
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
が
り

◎
ま
か
り
な
か
ら
に
い
り
ぬ
へ
き
か
な
　
　
「
曲
が
り
」
に
、
馬
の
手
綱
の
中
ほ
ど
の
「
曲
」
を
掛
け
る
か
。
「
曲
が
る
」
は
、
「
直
き
木

に
曲
が
れ
る
枝
も
あ
る
も
の
を
毛
を
吹
き
疵
を
い
ふ
が
わ
り
な
さ
く
高
津
内
親
王
V
」
（
後
撰
集
十
六
、
雑
二
）
の
よ
う
に
、
木
や
枝

に
っ
い
て
い
う
以
外
、
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
言
葉
。
今
に
も
三
日
月
が
山
の
端
に
、
曲
が
っ
た
ま
ま
の
形
で
入
っ
て
し
ま
う
に

違
い
な
い
、
と
戯
れ
た
の
で
あ
る
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
一
）
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四
〇

◎
左
は
、
い
さ
㌔
か
さ
れ
苛
に
似
た
り
。
右
は
冷
こ
と
は
つ
、
き
や
さ
し
　
「
ざ
れ
歌
」
は
、
ふ
ざ
け
た
歌
。
数
は
少
な
い
が
、
「
左

は
、
花
に
向
か
ひ
て
い
ざ
さ
ら
ば
と
い
ひ
、
右
は
、
山
風
を
な
に
と
こ
の
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
、
と
も
に
ざ
れ
歌
の
心
な
る
べ
し
」
（
千

五
百
番
歌
合
、
百
七
十
四
番
判
詞
）
の
よ
う
に
、
判
詞
に
用
い
た
例
が
あ
る
。
「
こ
と
ば
続
き
」
は
、
言
葉
の
続
き
具
合
。
「
上
旬
、
詞

続
き
は
あ
し
く
も
見
え
侍
ら
ず
」
（
六
百
番
歌
合
、
恋
二
、
二
十
七
番
判
詞
）
、
「
心
は
あ
り
て
、
こ
と
ば
続
き
よ
ろ
し
か
ら
ず
聞
こ
え

侍
り
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
六
十
一
番
判
詞
）
、
「
右
歌
、
こ
と
ば
続
き
や
さ
し
く
侍
り
」
（
院
四
十
五
番
歌
合
、
二
十
三
番
判
詞
）
な
ど
、

判
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
「
や
さ
し
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
女
性
的
な
優
美
、
繊
細
な
感
情
や
情
趣
に
っ
い
て
い
う
（
和
歌
大

辞
典
「
や
さ
し
」
の
項
）
。
左
歌
が
ざ
れ
歌
だ
と
い
う
の
は
、
「
鞘
巻
の
引
き
込
み
が
ち
に
」
あ
た
り
の
表
現
に
っ
い
て
言
う
の
で
あ
ろ

う
が
、
右
歌
の
「
三
日
月
の
曲
が
り
な
が
ら
に
」
も
、
そ
れ
に
類
す
る
破
格
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
右
歌
を
、
こ
と
さ
ら
「
こ
と
ば
続

き
や
さ
し
」
と
い
う
理
由
は
な
い
。
勿
論
冗
談
で
あ
る
。

◎
我
こ
ひ
は
…
－
　
「
我
が
恋
は
…
…
」
と
い
う
形
式
は
、
恋
の
歌
の
典
型
の
一
。
五
番
語
注
「
わ
が
恋
は
」
の
項
参
照
。

◎
ま
ち
さ
や
ま
き
　
「
待
ち
鞘
巻
」
で
、
銚
え
物
に
対
し
て
、
出
来
合
い
の
鞘
巻
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
番
語
注
「
町
か
ふ
と
」

の
項
参
照
。

◎
や
れ
す
の
こ
　
「
破
れ
賓
子
」
か
。
未
考
。
『
新
大
系
」
は
、
「
鞘
に
っ
け
た
刻
み
目
が
賓
子
状
に
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

◎
ぬ
る
ひ
と
の
こ
ぬ
身
を
い
か
に
せ
む
　
待
ち
鞘
巻
だ
か
ら
、
買
い
手
が
っ
い
て
か
ら
漆
を
塗
る
の
か
。
未
考
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
塗
る
」
に
「
寝
る
」
を
掛
け
る
。
漆
を
「
塗
る
」
と
「
寝
る
」
と
の
掛
詞
は
、
伝
統
的
な
歌
で
は
異
例
だ
が
、
本
職
人
歌
合
で
は
、

三
番
右
、
塗
師
の
月
の
歌
「
な
が
む
と
て
ぬ
る
夜
も
な
き
に
あ
ら
漆
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。
鞍
細
工
の
恋
の
歌
「
白
橋
鞍
の
ぬ
る
夜
な

き
身
に
」
も
同
様
（
二
番
語
注
「
ぬ
る
夜
な
く
て
そ
」
、
三
番
語
注
「
ぬ
る
夜
も
な
き
に
」
の
項
参
照
）
。
「
身
」
は
刀
身
の
意
の
「
身
」

に
通
じ
、
鞘
巻
の
縁
語
。
共
寝
す
る
人
の
来
な
い
我
が
身
を
ど
う
し
よ
う
。

◎
い
か
に
し
て
ま
つ
人
く
ち
に
の
り
ぬ
ら
む
　
「
人
口
に
乗
る
」
は
、
人
の
噂
に
な
る
こ
と
。
「
め
で
た
き
歌
と
て
、
世
の
人
口
に
乗

り
て
申
す
め
る
は
」
（
宇
治
拾
遺
物
語
一
憲
一
〇
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
勿
論
、
雅
語
で
は
な
い
が
、
「
鞍
」
の
縁
語
「
一
口
」
（
鞍
⑱

轡
な
ど
を
数
え
る
の
に
用
い
る
）
を
掛
け
、
「
乗
る
」
を
言
う
た
め
、
あ
え
て
用
い
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
（
共
寝
も
し
て
い
な
い
）



先
に
、
人
の
噂
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

◎
し
ら
ほ
ね
く
ら
　
「
い
か
に
し
て
…
…
乗
り
ぬ
ら
む
知
ら
（
ず
）
」
か
ら
「
白
橋
〔
骨
〕
鞍
」
と
続
く
。
「
白
橋
〔
骨
〕
鞍
」
は
、
白

木
の
ま
ま
で
、
漆
を
塗
っ
て
い
な
い
鞍
。
『
岡
本
記
』
に
、
「
鞍
の
し
ら
ほ
ね
も
、
そ
う
じ
て
乗
る
ま
じ
き
事
也
。
す
べ
て
、
あ
か
う
る

し
さ
へ
も
、
略
儀
に
て
わ
ろ
し
。
た
だ
黒
く
ぬ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
略
儀
に
用
い
る
鞍
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

◎
ぬ
る
夜
な
き
身
に
　
「
ぬ
る
」
に
、
「
塗
る
」
と
「
寝
る
」
と
を
掛
け
る
。
漆
を
「
塗
る
」
こ
と
の
な
い
白
骨
鞍
の
よ
う
に
、
恋
し

い
人
と
「
寝
る
」
夜
の
な
い
我
が
身
な
の
に
。

◎
嵜
さ
ま
猶
狂
嵜
也
　
　
「
可
可
さ
ま
」
は
、
白
石
本
は
「
寄
き
ま
」
と
読
め
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
狂
歌
」
は
、
月
の
歌
の
判
詞
の

「
ざ
れ
歌
」
と
同
じ
く
、
ふ
ざ
け
た
歌
。
た
だ
し
、
歌
合
判
詞
で
は
、
「
左
歌
、
く
ぢ
ら
と
る
ら
ん
こ
そ
、
万
葉
集
に
ぞ
あ
る
や
う
に
覚

え
侍
れ
ど
、
さ
や
う
の
狂
歌
体
の
歌
共
多
く
侍
る
中
に
侍
る
に
や
」
（
六
百
番
歌
合
、
恋
七
、
七
番
判
詞
）
と
あ
る
他
、
例
を
見
な
い
。

◎
と
も
に
、
う
る
し
ほ
し
気
な
り
　
左
右
の
歌
と
も
に
、
「
寝
る
」
と
漆
を
「
塗
る
」
と
を
掛
詞
に
用
い
て
い
る
の
で
、
い
か
に
も
漆

が
欲
し
そ
う
だ
、
と
茶
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
に
ち

◎
当
時
は
や
ら
て
、
得
分
も
な
き
細
工
か
な
　
　
「
当
時
」
は
、
今
現
在
。
今
日
。
「
得
分
」
は
、
利
益
。
も
う
け
。
鞘
巻
の
流
行
の
頂

点
は
鎌
倉
時
代
で
、
室
町
時
代
に
は
衰
え
た
、
と
い
う
（
『
日
本
職
人
辞
典
』
「
「
鞘
巻
師
」
の
項
）
。

◎
あ
ら
、
ほ
ね
お
れ
や
　
　
「
ほ
ね
お
れ
や
」
は
、
白
石
本
「
ほ
ね
お
れ
」
、
明
暦
板
本
「
ほ
ね
お
り
」
。
い
ず
れ
も
、
意
味
は
通
じ
ぬ
こ

と
は
な
い
が
、
や
や
不
自
然
な
表
現
。
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
鞍
橋
〔
骨
〕
の
「
橋
〔
骨
〕
」
に
掛
け
た
酒
落
か
。

門
絵
蟹

　
鞘
巻
切
は
、
烏
帽
子
を
着
、
諸
肌
脱
ぎ
で
袴
を
履
き
、
鞘
巻
の
鞘
を
持
っ
て
、
出
来
具
合
を
改
め
て
い
る
様
子
。
前
に
、
弓
鋸
、
小

刀
、
刻
み
目
を
入
れ
た
鞘
⑧
柄
、
ま
だ
刻
み
目
を
入
れ
て
い
な
い
鞘
。
棒
状
の
物
は
未
考
。
明
暦
板
本
の
烏
帽
子
は
萎
烏
帽
子
の
よ
う

に
見
え
る
。
尊
経
閣
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
、
木
の
削
り
津
を
描
く
。
白
石
本
、
明
暦
板
本
は
、
前
の
鞘
巻
な
ど
の
描

き
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
小
異
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
一
）
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四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ぎ

　
鞍
細
工
は
、
剃
髪
し
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
右
手
に
手
斧
、
左
手
に
前
輸
か
後
輪
か
を
持
っ
。
前
に
、
前
輸
ま
た
は
後
輸
二
つ
、
居
木

（
鞍
橋
の
中
心
で
尻
を
乗
せ
る
部
分
）
用
の
板
二
枚
。
尊
経
閣
本
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
、
木
の
削
り
津
を
描

く
。
明
暦
板
本
は
、
有
髪
で
烏
帽
子
を
着
る
他
、
絵
全
体
に
小
異
。

門
参
考
蜴

○
畠
山
六
郎
殿
の
さ
い
た
る
太
刀
に
こ
そ
な
、
千
両
斗
り
の
金
は
か
か
り
た
り
、
刀
に
は
二
お
う
三
郎
、
太
刀
に
わ
備
前
兼
光
、
六
郎

　
　
さ
す
が

殿
の
剃
刀
は
ゑ
そ
の
っ
き
お
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
植
草
紙
）

○
わ
れ
ら
の
鞍
の
鞍
骨
は
、
前
方
が
す
べ
て
塞
が
っ
て
い
る
。
日
本
の
は
、
そ
れ
に
し
が
み
っ
け
る
よ
う
穴
が
あ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
覚
書
、
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ル
シ

○
わ
れ
ら
の
〔
鞍
？
〕
は
、
革
や
毛
織
物
製
で
あ
る
。
彼
ら
の
は
、
木
と
漆
製
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

門
職
人
尽
】

　
　
丙
誹
諸
職
人
尽
】
暮
露
　
通
事
　
か
げ
ろ
ふ
や
虚
無
僧
通
る
窓
の
前
く
広
療
斎
　
寸
龍
V
　
こ
も
僧
の
若
き
姿
や
竹
の
春
く
尺
子
V
　
虚
無
僧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た

　
浮
世
は
風
の
柳
哉
く
芦
雪
V
　
巣
籠
も
り
や
訴
ふ
が
ご
と
く
山
桜
く
和
圭
V
　
紫
陽
花
や
白
も
浅
黄
も
暮
路
の
伊
達
く
女
　
可
代
V
　
寺
を
出
て

　
こ
も
僧
二
人
山
桜
く
蓼
和
V
　
唐
歌
に
花
咲
か
せ
け
り
倭
反
名
く
桃
兆
V
　
鶯
の
歌
に
昔
の
通
事
哉
く
文
尺
V
　
紅
毛
に
口
動
か
す
や
江
戸
鑑
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
だ
ち

　
白
抄
V
　
夏
旅
や
象
に
通
事
の
呵
り
事
く
蓼
和
V
　
　
R
職
人
尽
発
句
合
』
六
十
二
番
右
　
梵
論
　
ほ
ろ
ほ
ろ
と
吹
く
や
タ
立
の
雲
の
脚
　
名
取
山

　
の
夏
木
立
（
角
力
の
旬
）
に
、
丈
高
く
、
ほ
ろ
ほ
ろ
降
り
か
か
る
雨
の
脚
に
題
を
結
び
と
め
し
自
在
は
、
俳
諸
の
天
耳
天
眼
の
通
力
に
し
て
、
滑



稽
の
詞
、
不
窮
蜴
妙
義
な
る
べ
し
。
猶
、
名
取
山
、
力
ま
さ
り
て
勝
つ
べ
く
や
。
　
門
職
人
尽
狂
歌
合
】
左
　
暮
露
　
降
り
積
も
る
色
を
し
見
れ
ば

白
梵
字
暮
露
も
文
読
む
雪
の
つ
れ
づ
れ
　
左
、
昔
、
色
を
し
、
し
ら
梵
字
と
い
へ
る
ぼ
ろ
の
、
さ
し
た
る
か
た
き
に
て
、
宿
河
原
と
い
へ
る
所
に

て
、
貫
き
合
ひ
て
死
に
け
る
事
、
つ
れ
づ
れ
草
に
記
し
て
あ
り
。
そ
れ
取
り
出
で
て
あ
や
な
さ
れ
し
。
お
も
し
ろ
く
聞
こ
え
て
侍
り
。
…
…
こ
れ

も
左
勝
ち
て
侍
り
な
ん
。
　
／
　
右
　
梵
論
　
雪
折
れ
の
竹
の
音
す
る
梵
論
が
家
も
御
無
用
と
い
ふ
庭
の
足
跡
　
右
、
雪
折
れ
の
竹
の
音
お
か
し

き
う
へ
、
跡
つ
く
る
を
無
用
と
申
さ
れ
し
作
意
な
べ
て
な
ら
ざ
れ
ば
、
ま
た
き
勝
と
申
す
べ
し
。
　
／
　
左
　
暮
露
　
か
か
る
時
恋
慕
流
し
を
ふ

け
禅
師
女
と
も
な
る
雪
に
見
と
れ
て
　
左
、
ぼ
ろ
も
僧
形
な
れ
ば
、
戒
を
た
も
つ
心
な
る
べ
し
。
右
、
…
…
勝
つ
べ
く
や
。
　
／
　
右
　
暮
露

向
か
ひ
路
の
高
根
の
雪
に
こ
も
僧
の
お
の
が
軒
端
に
手
を
吹
き
て
見
る
　
右
、
初
旬
も
ぼ
ろ
に
縁
あ
り
。
結
旬
も
め
づ
ら
し
け
れ
ば
、
勝
と
す
。

　
門
職
人
尽
狂
歌
合
】
通
事
⑧
同
　
唐
倭
通
事
が
門
に
降
る
雪
を
か
い
て
教
ふ
る
道
の
案
内
　
ふ
み
見
つ
る
鳥
の
跡
さ
へ
絶
え
は
て
て
更
に
通
事

も
困
る
大
雪
　
左
右
と
も
に
、
け
し
う
は
侍
ら
ず
。
い
み
じ
く
た
く
ま
れ
た
り
。
但
し
、
右
、
ふ
み
見
つ
る
鳥
と
は
、
い
さ
さ
か
続
き
が
ら
い
か

が
に
侍
れ
ば
、
左
勝
っ
べ
く
や
と
覚
へ
て
侍
れ
ど
、
か
い
て
教
ふ
る
な
ど
申
さ
れ
し
、
雪
を
め
づ
る
心
う
す
き
や
う
に
聞
こ
え
て
侍
れ
ば
、
ひ
と

し
く
持
と
な
し
て
、
勝
負
を
分
か
た
ず
侍
り
。
　
／
　
左
　
通
事
　
唐
言
を
人
に
通
じ
も
我
が
門
の
口
を
閉
ぢ
む
る
け
ふ
の
大
雪
　
左
、
口
を
閉

ぢ
め
た
る
、
お
か
し
。
…
…
持
と
申
す
べ
か
ら
ん
。

門
本
文
】

四
十
六
番

法
の
月
ひ
ろ
く
す
ま
し
て
む
さ
し
野
に

お
き
ゐ
る
暮
露
の
草
の
床
か
な

す
み
よ
し
の
い
り
江
の
月
や
ふ
る
さ
と
の

姑
燕
城
外
の
あ
き
の
お
も
影

　
暮
露
の
心
月
、
い
か
は
か
り
の
法
の
光
を
か

　
ひ
ろ
め
侍
へ
き
。
信
仰
も
な
く
覚
ゆ
。
右
、
住
の

ひ
ろ
く
ー
〔
類
〕
広
く
　
む
さ
し
野
－
〔
類
〕
武
蔵
の

お
き
ゐ
る
－
〔
類
〕
起
ゐ
る
　
か
な
－
〔
類
〕
哉

す
み
よ
し
の
い
り
江
－
〔
類
〕
住
吉
の
入
江
　
ふ
る
さ
と
ー
〔
類
〕
故
郷

お
も
影
1
〔
類
〕
お
も
か
け

い
か
は
か
り
－
〔
類
〕
い
か
許

ひ
ろ
め
－
〔
類
〕
広
め

注
解
『
七
十
一
番
職
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稿
（
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四
四

　
江
の
月
に
対
し
て
、
名
た
か
き
楓
橋
の
わ
た

　
り
を
も
、
わ
か
故
郷
と
い
ひ
出
た
る
所
、
他
人
の

　
を
よ
は
さ
る
風
躰
、
彼
中
麿
か
三
笠
の
山
の

　
月
に
も
す
み
ま
さ
り
て
こ
そ
侍
ら
め
。

い
と
ふ
な
よ
か
よ
ふ
こ
㌧
ろ
の
む
ま
ひ
し
り

人
の
き
く
へ
き
あ
の
を
と
も
な
し

か
ら
や
ま
と
し
る
へ
す
る
身
の
か
ひ
そ
な
き

お
も
ふ
中
に
は
こ
と
か
よ
は
さ
て

　
右
は
、
た
㌧
よ
の
っ
ね
の
こ
と
は
り
き
こ
え
た
る

　
の
み
也
。
左
の
馬
ひ
し
り
は
、
あ
の
を
と
せ
す

　
ゆ
か
む
駒
も
か
、
と
い
へ
る
万
葉
の
古
風
も
よ

　
り
き
た
り
て
、
神
妙
に
侍
り
。
尤
可
為
勝
。

　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

暮
露

通
事

名
た
か
き
ー
〔
類
〕
名
高
き

わ
か
1
〔
類
〕
我
　
い
ひ
出
た
る
－
〔
白
〕
い
ひ
出
た
り
〔
類
〕
云
出
た
る

彼
1
〔
明
〕
〔
類
〕
か
の

す
み
ま
さ
り
て
ー
〔
類
〕
澄
増
り
て

こ
㌧
ろ
－
〔
類
〕
心

き
く
へ
き
一
〔
類
〕
聞
へ
き
　
を
と
－
〔
類
〕
音

か
ら
や
ま
と
1
〔
類
〕
唐
大
和
　
身
－
〔
類
〕
み

お
も
ふ
ー
〔
類
〕
思
ふ
　
こ
と
1
〔
類
〕
言

た
㌧
1
〔
類
〕
只
　
つ
ね
1
〔
類
〕
常
　
き
こ
え
た
る
1
〔
類
〕
聞
え
た
る

馬
ひ
し
り
1
〔
類
〕
馬
聖
　
を
と
ー
〔
類
〕
音

ゆ
か
む
－
〔
類
〕
ゆ
か
ん

暮
露
1
〔
白
〕
暴
露
〔
忠
〕
四
士
ハ
番
轟
露

fig.05.03.02.pdf


門
語
注
邊

◎
暮
露
は
、
「
梵
論
」
な
ど
の
字
も
宛
て
、
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
、
「
ぼ
ろ
ん
じ
」
と
も
い
う
。
そ
の
語
源
は
、
『
新
大
系
』
付
録
に
よ
れ
ば
、

彼
ら
が
一
字
金
輸
呪
「
ボ
ロ
ン
」
を
連
続
し
て
諦
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
鎌
倉
末
ご
ろ
に
現
れ
た
乞
食
僧
で
、
近

世
に
は
虚
無
僧
と
同
一
視
さ
れ
た
。
実
態
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
徒
然
草
」
百
十
五
段
に
、
宿
河
原
と
い
う
と
こ
ろ
に
暮
露
が
多

く
集
ま
っ
て
、
九
晶
の
念
仏
を
し
た
こ
と
、
そ
の
と
き
、
二
人
の
暮
露
が
決
闘
し
て
刺
し
違
え
た
こ
と
を
述
べ
、
「
世
を
捨
て
た
る
に

似
て
我
執
深
く
、
仏
道
を
願
ふ
に
似
て
闘
譲
を
こ
と
と
す
。
放
逸
無
暫
の
有
様
な
れ
ど
も
、
死
を
軽
く
し
て
少
し
も
な
づ
ま
ざ
る
方
の

い
さ
ぎ
よ
く
」
と
評
し
て
い
る
。
寛
永
⑧
正
保
こ
ろ
の
刊
本
『
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
さ
う
し
』
（
仮
題
）
に
見
え
る
暮
露
は
、
髪
は
空
さ
ま
に

生
い
上
が
り
、
絵
描
き
紙
衣
、
黒
袴
を
着
、
一
尺
五
寸
の
高
足
駄
を
履
い
て
、
一
尺
八
寸
の
打
刀
を
差
し
、
蛭
巻
の
八
角
棒
を
持
ち
、

三
十
人
の
暮
露
を
引
き
具
し
て
、
女
を
伴
っ
て
、
諸
国
行
脚
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
逆
十
悪
、
三
宝
誹
誇
の
者
を
見
て
は
、
我
が
敵
な

り
と
思
い
て
、
打
ち
殺
し
、
捨
て
た
と
い
う
。
踊
り
念
仏
の
徒
と
は
、
こ
と
に
対
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
原
田
正
俊
氏
は
、

『
天
狗
草
紙
』
伝
三
井
寺
巻
に
描
か
れ
る
自
然
居
士
の
党
類
の
一
人
電
光
は
、
蛭
巻
棒
を
か
っ
ぎ
、
紙
衣
を
着
、
高
足
駄
を
履
い
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　
ろ

り
、
こ
の
電
光
こ
そ
暮
露
な
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
「
放
下
僧
⑧
暮
露
に
み
る
中
世
禅
宗
と
民
衆
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
一
二
九
号
）
。

　
通
事
は
、
「
通
詞
」
、
「
通
辞
」
な
ど
の
字
も
宛
て
る
。
通
訳
の
こ
と
。
本
職
人
歌
合
の
月
の
歌
で
は
、
中
国
人
と
い
う
設
定
。

　
暮
露
と
通
事
は
、
前
者
が
墓
言
を
唱
え
た
と
す
れ
ば
、
後
者
も
外
国
語
を
話
す
関
係
で
番
わ
れ
た
か
。

◎
法
の
月
ひ
ろ
く
す
ま
し
て
　
「
法
の
月
」
は
、
煩
悩
を
照
ら
す
仏
法
を
、
夜
を
照
ら
す
月
に
警
え
た
言
葉
。
多
く
は
な
い
が
、
「
法

の
月
久
し
く
も
が
な
と
思
へ
ど
も
さ
夜
ふ
け
に
け
り
光
隠
し
っ
く
行
基
V
」
（
新
勅
撰
集
十
、
釈
教
歌
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
本
職

人
歌
合
六
十
五
番
、
法
花
宗
の
月
の
歌
に
も
、
「
我
法
の
月
ぞ
照
ら
さ
む
」
云
々
と
あ
る
。
「
広
く
」
は
、
次
の
「
武
蔵
野
」
の
縁
語
。

法
の
月
の
清
ら
か
な
光
を
広
く
世
間
に
行
き
渡
ら
せ
て
。

◎
む
さ
し
野
に
お
き
ゐ
る
暮
露
　
「
武
蔵
野
」
は
歌
枕
で
あ
る
が
、
諸
国
を
行
脚
し
て
い
た
ら
し
い
暮
露
が
、
京
都
か
ら
遠
い
武
蔵
野

で
野
宿
す
る
こ
と
は
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
徒
然
草
』
百
十
五
段
に
見
え
る
「
宿
河
原
」
に
つ
い
て
、

武
蔵
国
橘
樹
郡
稲
田
村
の
宿
河
原
（
現
川
崎
市
多
摩
区
宿
河
原
）
を
宛
て
る
説
が
あ
る
。
「
起
き
ゐ
る
」
は
、
夜
寝
な
い
で
起
き
て
い

注
解
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七
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人
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』
稿
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四
六

る
こ
と
。
「
な
よ
竹
の
よ
長
き
う
へ
に
初
霜
の
お
き
ゐ
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
く
忠
房
V
」
（
古
今
集
十
八
、
雑
歌
下
）
、
「
露
な
ら
ぬ
我

が
身
と
思
へ
ど
秋
の
夜
を
か
く
こ
そ
あ
か
せ
お
き
ゐ
な
が
ら
に
く
師
輔
V
」
（
後
撰
集
六
、
秋
中
）
な
ど
の
よ
う
に
、
露
な
ど
が
「
置

き
ゐ
る
」
意
と
掛
け
、
秋
の
長
夜
を
寝
ず
に
過
ご
す
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
も
、
「
暮
露
」
の
「
露
」
字
か
ら
、
草
葉

に
置
く
露
を
連
想
し
、
そ
れ
と
同
じ
く
、
秋
の
武
蔵
野
に
起
き
い
る
暮
露
、
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

◎
草
の
床
草
を
床
と
す
る
、
っ
ま
り
、
野
宿
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
鹿
の
寝
床
を
詠
ん
だ
「
契
り
し
は
さ
山
が
月
に
鹿

ぞ
鳴
く
妻
な
き
草
の
床
の
あ
ら
し
に
」
（
草
根
集
）
以
外
、
前
例
を
見
な
い
言
葉
。

◎
す
み
よ
し
の
い
り
江
　
　
「
住
吉
」
は
、
も
と
「
す
み
の
え
」
と
称
し
た
が
、
平
安
初
期
以
降
、
「
す
み
よ
し
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
判
詞
に
は
「
住
の
江
」
と
あ
る
。
現
大
阪
市
住
吉
区
一
帯
。
古
く
は
、
住
吉
神
社
の
す
ぐ
近
く
ま
で
海
で
あ
っ
た
。
「
住

吉
」
は
古
来
の
歌
枕
で
あ
る
と
と
も
に
、
応
仁
乱
後
、
遣
明
船
の
発
着
地
と
な
っ
て
い
た
堺
に
近
く
、
通
事
の
歌
に
詠
み
込
む
の
に
ふ

さ
わ
し
い
地
で
あ
る
。

◎
ふ
る
さ
と
の
姑
藻
城
外
の
あ
き
の
お
も
影
　
『
三
体
詩
』
所
収
、
張
継
「
楓
橋
夜
泊
」
詩
、
「
月
落
烏
蹄
霜
満
レ
天
、
江
楓
漁
火
対
二

愁
眠
一
、
姑
蘇
城
外
寒
山
寺
、
夜
半
鐘
声
到
蓉
船
一
」
に
よ
る
。
「
姑
燕
域
」
は
、
今
の
蘇
州
。
春
秋
時
代
、
呉
王
夫
差
の
宮
殿
、
姑
蘇

台
が
あ
っ
た
。
「
故
郷
」
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
の
意
に
取
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
通
事
は
中
国
人
と
い
う
設
定

で
、
住
吉
の
入
江
の
月
が
、
姑
籟
城
外
の
秋
の
風
情
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
暮
露
の
心
月
、
い
か
は
か
り
の
法
の
光
を
か
ひ
ろ
め
侍
へ
き
　
「
心
月
」
は
、
仏
教
語
で
、
月
の
よ
う
に
澄
み
き
っ
た
心
。
歌
に

「
法
の
月
」
と
言
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
。
「
法
の
光
」
は
、
仏
法
を
光
に
警
え
た
言
葉
。
暮
露
風
情
の
心
月
な
ど
、
ど
れ
ほ
ど
の
法
の

光
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
暮
露
が
ま
っ
と
う
な
宗
教
者
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
う
言
う

の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
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ガ
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シ
ン
ガ
ウ

◎
信
仰
も
な
く
覚
ゆ
　
　
「
信
仰
」
は
、
元
和
三
年
板
『
下
学
集
』
に
「
信
仰
」
、
明
応
五
年
本
節
用
集
に
「
信
仰
」
と
あ
る
な
ど
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
カ
ゥ

世
辞
書
は
多
く
「
し
ん
が
う
」
と
す
る
が
、
静
嘉
堂
文
庫
本
『
運
歩
色
葉
集
』
に
は
「
信
仰
」
と
し
、
日
葡
辞
書
は
、
「
曽
温
α
」
、

「
曽
9
0
く
」
両
形
を
挙
げ
る
。
「
信
仰
な
し
」
は
あ
り
が
た
味
が
な
い
こ
と
か
。



◎
住
の
江
の
月
に
対
し
て
冷
名
た
か
き
楓
橋
の
わ
た
り
を
も
玲
わ
か
故
郷
と
い
ひ
出
た
る
所
　
　
「
対
し
て
」
は
、
向
か
っ
て
。
「
い
ひ

出
た
る
」
は
、
白
石
本
は
「
い
ひ
出
た
り
」
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
楓
橋
」
は
、
前
掲
張
継
の
詩
で
有
名
な
、
蘇
州
の
西
の

は
ず
れ
に
あ
る
橋
。

◎
風
躰
　
　
「
ふ
う
て
い
」
ま
た
は
「
ふ
う
た
い
」
と
読
む
。
歌
論
用
語
で
、
一
首
の
形
態
あ
る
い
は
様
式
、
ま
た
一
首
の
総
体
的
な
印

象
（
有
吉
保
『
和
歌
文
学
辞
典
』
「
風
体
」
の
項
）
。

◎
彼
中
麿
か
三
笠
の
山
の
月
に
も
す
み
ま
さ
り
て
こ
そ
侍
ら
め
　
　
「
仲
麿
か
三
笠
の
山
の
月
」
は
、
遣
唐
使
阿
倍
仲
麿
が
、
帰
国
に
際

し
て
、
「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
故
事
（
古
今
集
、
九
、
轟

旅
歌
）
に
よ
る
。
同
様
の
説
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
四
な
ど
に
も
見
え
る
。
「
澄
み
ま
さ
り
」
は
、
月
が
澄
み
増
さ
る
こ
と
に
掛

け
て
、
通
事
の
歌
が
仲
麿
の
歌
よ
り
勝
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

◎
か
よ
ふ
こ
㌔
ろ
の
む
ま
ひ
し
り
　
「
通
ふ
心
」
か
ら
「
心
の
馬
」
、
「
馬
聖
」
と
続
く
。
「
心
の
馬
」
は
、
仏
語
「
意
馬
」
の
訓
読
。

煩
悩
⑧
欲
情
の
抑
え
が
た
い
こ
と
を
、
馬
が
暴
れ
る
さ
ま
に
警
え
て
い
う
。
た
だ
し
、
「
と
ど
め
え
ぬ
心
の
馬
の
綱
引
き
に
立
っ
名
は

早
き
恋
の
道
か
な
く
忠
定
V
」
（
宝
治
百
首
、
恋
）
な
ど
の
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
言
葉
。
「
馬
聖
」
は

暮
露
の
蔑
称
か
。
未
考
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
づ
し
か

◎
人
の
き
く
へ
き
あ
の
を
と
も
な
し
　
判
詞
に
い
う
と
お
り
、
万
葉
集
の
「
足
の
音
せ
ず
行
か
む
駒
も
が
葛
飾
の
真
間
の
継
ぎ
橋
止
ま

ず
通
は
む
」
（
万
葉
集
十
四
、
東
歌
）
を
引
く
。
「
足
の
音
」
は
足
音
。
万
葉
集
で
は
、
女
の
許
に
忍
ん
で
通
う
た
め
に
、
足
音
を
さ
せ

ず
に
行
く
駒
が
欲
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
馬
な
ら
ぬ
馬
聖
み
ず
か
ら
が
、
足
音
を
さ
せ
ず
に
歩
い
て
通
う
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
本
物
の
馬
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
派
手
な
足
音
の
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
（
私
は
馬
聖
な
ん
て
妙
な
名
前
で
呼
ば
れ

て
い
る
け
れ
ど
、
）
人
の
聞
き
答
め
る
よ
う
な
派
手
な
音
は
立
て
な
い
（
か
ら
、
厭
う
て
く
れ
る
な
）
。

◎
か
ら
や
ま
と
し
る
へ
す
る
身
の
か
ひ
そ
な
き
　
唐
と
大
和
、
っ
ま
り
、
中
国
と
日
本
と
の
手
引
き
を
す
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

甲
斐
の
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
お
も
ふ
中
に
は
こ
と
か
よ
は
さ
て
　
「
言
（
を
）
通
は
す
」
は
、
言
葉
を
通
わ
す
こ
と
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
を

注
解
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四
八

通
じ
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
「
言
⑱
通
ふ
（
自
動
詞
）
」
は
、
「
心
ぐ
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
春
霞
た
な
び
く
と
き
に
言
の
通
へ
ば
く
家
持
V
」

（
万
葉
集
四
、
相
聞
）
な
ど
、
万
葉
集
に
見
え
、
平
安
朝
以
降
の
歌
に
も
ま
ま
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
言
（
を
）
⑧
通
は
す
（
他

動
詞
）
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
散
文
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
「
言
通
は
す
」
を
用
い
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、

通
事
と
い
う
職
能
に
強
引
に
言
い
寄
せ
る
た
め
で
あ
る
。
（
唐
大
和
の
間
さ
え
言
葉
を
通
じ
さ
せ
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
）
恋
人
と
の
間

で
は
話
す
機
会
も
な
い
、
ま
た
は
、
話
し
て
も
心
が
通
じ
な
い
で
。

◎
た
、
よ
の
つ
ね
の
こ
と
は
り
き
こ
え
た
る
の
み
也
　
　
「
世
の
常
」
は
、
世
に
あ
り
ふ
れ
た
平
凡
な
こ
と
。
「
左
歌
、
よ
の
っ
ね
の
こ

と
な
り
と
て
、
右
勝
っ
べ
し
と
定
ま
り
侍
り
ぬ
」
（
文
治
二
年
歌
合
、
恋
八
番
判
詞
）
、
「
左
は
わ
り
な
き
風
情
を
も
と
め
、
右
は
世
の

っ
ね
の
霧
の
音
を
詠
ま
れ
て
侍
れ
ど
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
八
百
七
十
七
番
判
詞
）
な
ど
、
判
詞
に
ま
ま
用
い
ら
れ
る
。
通
り
一
遍
の

理
屈
に
合
っ
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
万
葉
の
古
風
　
「
古
風
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
表
現
や
素
材
が
古
風
な
こ
と
。
い
い
意
味
で
使
う
こ
と
が
多
い
。
「
右
、
柿
本
古
風

を
思
へ
り
」
（
建
仁
元
年
撰
歌
合
、
四
十
二
番
判
詞
）
、
「
万
葉
集
古
風
を
存
ぜ
ら
れ
た
り
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
千
五
十
六
番
判
詞
）
な

ど
、
歌
合
判
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

◎
神
妙
に
侍
り
　
「
神
妙
」
は
、
「
し
ん
べ
う
」
ま
た
は
「
し
ん
め
う
」
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
さ
ま
で
、
「
右
の
忘
水
、
此
の
心
い
ま

ま
で
よ
も
読
み
残
し
侍
ら
じ
か
し
。
さ
れ
ど
、
老
老
毛
の
あ
ひ
だ
、
さ
し
て
え
覚
え
侍
ら
ず
。
か
か
る
古
事
な
く
は
神
妙
に
侍
る
べ
し
」

（
六
百
番
歌
合
、
蛮
二
、
十
一
番
判
詞
）
、
「
右
歌
、
始
め
終
は
り
あ
ひ
か
な
ひ
て
、
こ
と
に
神
妙
に
見
た
ま
ふ
れ
ば
」
（
千
五
百
番
歌
合
、

千
二
百
八
十
六
番
判
詞
）
の
よ
う
に
、
歌
合
判
詞
に
ま
ま
用
い
ら
れ
る
。
な
お
、
「
忠
苓
十
体
」
や
「
和
歌
十
体
」
の
一
っ
に
「
神
妙

体
」
が
あ
り
、
超
自
然
的
な
霊
妙
な
こ
と
に
か
か
わ
る
優
れ
た
歌
体
を
言
う
ら
し
い
（
和
歌
大
辞
典
「
神
妙
体
」
の
項
）
が
、
こ
こ
は

一
般
的
な
意
味
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
統
的
な
歌
合
判
詞
を
ま
ね
た
表
現
。

◎
暮
露
　
白
石
本
は
「
暴
露
」
と
誤
り
、
忠
寄
本
は
、
「
暴
露
」
の
「
暴
」
の
右
に
、
「
暮
」
と
校
合
す
る
。

門
絵
】



暮
露
は
、

通
事
は
、

無
帽
で
髪
を
束
ね
、
鉢
巻
を
し
、

中
国
風
の
帽
子
と
服
。

白
い
小
柚
に
黒
い
袴
を
履
き
、
腰
刀
を
差
す
。
横
に
、

長
柄
の
傘
と
足
駄
。

門
参
考
〕

○
し
“
、
し
や
あ
ふ
う
を
云
テ
、
つ
う
じ
を
呼
ぷ
　
ふ
う
じ
出
て
、
し
や
あ
ふ
う
ト
答
ゆ
る
也
　
へ
『
本
人
出
て
、
お
暇
を
下
さ

れ
い
ト
云
事
ヲ
つ
う
じ
に
云
　
ぶ
得
タ
ト
云
テ
、
王
に
云
也
。
い
づ
れ
も
唐
言
也
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
猛
言
「
唐
相
撲
」
）

○
こ
れ
は
こ
の
辺
り
で
人
の
御
存
じ
の
者
で
ご
ざ
る
。
某
さ
る
仔
細
あ
っ
て
唐
土
の
通
詞
を
一
人
抱
へ
て
ご
ざ
る
が
、
当
所
で
は
何
も

致
さ
せ
う
業
が
ご
ざ
ら
ぬ
に
よ
つ
て
、
某
牛
馬
を
数
多
持
つ
て
ご
ざ
る
故
、
秣
を
申
し
つ
け
て
刈
ら
せ
ま
す
る
が
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷺
賢
通
本
狸
言
「
唐
人
子
宝
」
）

○
か
の
虚
空
坊
が
丈
は
七
尺
八
寸
、
力
は
六
十
五
人
が
力
、
絵
描
き
紙
衣
に
黒
袴
着
て
、
一
尺
八
寸
の
打
刀
を
差
し
、
蛭
巻
の
八
角
棒

を
横
た
へ
、
一
尺
五
寸
の
高
足
駄
を
履
き
け
り
。
同
じ
や
う
な
る
ぼ
ろ
ぼ
ろ
皿
川
人
引
き
具
し
て
諸
国
を
行
脚
す
る
に
、
見
聞
く
人
恐
れ

て
、
か
り
そ
め
に
も
行
き
合
は
ん
と
い
ふ
者
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
反
題
『
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
さ
う
し
』
）

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
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