
人
見
ず
は
わ
が
袖
も
ち
て
隠
さ
む
を

ー
　
万
葉
集
巻
三
の
二
六
九
番
歌
の
解
釈
　
－

万
葉
集
巻
三
の
二
六
九
番
歌
、

阿
倍
女
郎
足
部
坂
歌
一
首

人
不
見
著
我
袖
用
事
将
隠
乎
所
焼
乍
可
将
有
不
服
而
来
来

の
解
釈
に
つ
い
て
、
沢
潟
久
孝
博
士
「
人
見
ね
ば
あ
が
袖
も
ち
て
」
（
『
万
葉
古

径
　
三
』
（
昭
和
二
十
八
年
）
所
収
）
に
先
行
の
諸
説
を
詳
し
く
御
紹
介
の
上
、

人
見
ね
ば
我
袖
も
ち
て
か
く
さ
む
を
も
え
つ
つ
か
あ
ら
む
着
ず
て
釆
に
け

h
ソ

と
訓
み
、
「
も
ゆ
」
の
主
語
を
「
み
づ
か
ら
」
と
し
、
「
第
二
、
三
旬
は
そ
の

み
づ
か
ら
の
思
ひ
を
袖
に
つ
つ
む
事
に
な
ら
う
。
さ
う
な
る
と
『
着
ず
て
』
が

ま
た
み
づ
か
ら
の
『
袖
』
で
あ
る
事
が
わ
か
ら
う
。
…
…
袖
を
胸
に
着
た
の
で

あ
る
」
、
両
腕
を
あ
て
て
胸
を
包
ん
だ
の
で
あ
る
と
い
い
、

「
さ
て
か
う
し
て
『
着
ず
』
を
袖
に
つ
つ
ま
ぬ
事
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど

ぅ
い
ふ
事
に
な
る
か
。
人
目
は
ば
か
ら
ず
欺
く
事
で
あ
る
。
思
ふ
人
の
名

を
ロ
は
し
る
事
で
あ
る
」

と
、
す
る
と
初
旬
は
お
の
ず
か
ら
「
ヒ
ト
ミ
ネ
バ
」
と
訓
む
こ
と
に
決
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
と
い
い
、

「
人
目
の
な
い
坂
で
あ
る
か
ら
悍
ら
ず
色
に
出
て
欺
く
の
で
あ
る
」
　
（
三

七
～
八
頁
）

河
　
　
野
　
　
頼
　
　
人

と
説
き
、
ロ
訳
に
、

「
人
が
見
な
い
の
で
　
－
　
自
分
の
袖
で
か
く
L
も
し
よ
う
も
の
を
ー
ー
も

ゆ
る
ま
ま
に
ま
か
せ
も
し
よ
う
か
。
　
－
　
袖
に
つ
つ
む
事
も
し
な
い
で
来

た
こ
と
だ
」
　
（
四
〇
頁
）

と
あ
る
。
し
か
し
、
「
人
が
見
な
い
の
で
…
…
か
く
L
も
し
よ
う
も
の
を
」
と

い
い
な
が
ら
「
み
づ
か
ら
」
の
こ
と
で
あ
る
の
に
「
袖
に
つ
つ
む
事
も
し
な
い

で
来
た
」
で
は
一
首
の
構
成
に
論
理
的
に
調
和
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

点
を
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
『
万
葉
集
注
釈
』
巻
三
（
昭
和
三
十
三
年
）

に
お
い
て
は
、

人
見
ず
は
我
が
袖
も
ち
て
隠
さ
む
を
や
け
つ
つ
か
あ
る
ら
む
着
せ
ず
て
栗

に
け
り

と
、
第
一
句
、
第
四
、
五
句
の
訓
を
改
め
、
第
一
句
を
、

0

「
第
二
三
句
に
つ
づ
け
『
か
く
さ
む
』
で
う
け
る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ト
、
、
、
ズ

ハ
と
訓
む
事
が
最
も
自
然
で
あ
る
」

そ
し
て
、
「
我
が
袖
も
ち
て
隠
さ
む
を
」
に
つ
い
て
、

「
私
は
前
に
作
者
の
思
ひ
と
見
た
の
で
あ
る
が
、
み
づ
か
ら
の
思
ひ
を
袖

に
隠
さ
う
と
い
ふ
の
に
『
我
が
袖
』
と
い
ふ
の
は
こ
と
ご
と
し
く
、
『
我

が
』
は
相
手
を
予
想
し
て
の
言
葉
で
、
隠
す
の
は
み
づ
か
ら
の
思
ひ
で
な



く
て
、
山
と
見
る
方
が
穏
か
で
あ
る
。
従
っ
て
上
も
人
見
ず
は
、
で
よ
い

事
に
な
る
」

と
「
隠
さ
む
」
の
対
象
は
「
山
」
で
あ
る
と
い
い
、
療
四
旬
に
つ
い
て
、

「
山
の
串
と
な
れ
ば
ヤ
ケ
と
訓
ん
だ
方
が
よ
い
…
…
山
の
焼
け
る
の
に
対

し
て
同
情
し
、
人
目
が
な
か
っ
た
ら
か
う
か
う
い
ふ
事
も
し
て
や
り
た
い
、

と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
『
人
見
ず
は
』
で
よ
い
事
に
な
る
。
然
る
に
さ
う
し

て
山
の
事
に
す
る
と
な
る
と
ア
ラ
ム
で
は
不
都
合
で
あ
る
」

か
ら
字
余
り
の
異
例
に
は
な
る
け
れ
ど
、
「
前
後
の
首
尾
を
生
か
す
為
に
ア
ル

ラ
ム
と
訓
む
事
は
や
む
を
得
な
い
」
、
そ
し
て
、
第
五
句
も
亦
字
余
り
に
な
る

が
、

「
単
な
る
事
実
の
叙
述
と
見
る
よ
り
も
作
者
の
詠
款
が
こ
め
ら
れ
た
も
の

と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
第
四
旬
の
字
余
り
に
対
し
て
結
句
も
わ
ざ
と
字
余

り
に
し
た
と
も
考
へ
ら
れ
…
…
」

と
い
い
、
そ
し
て
つ
づ
い
て
そ
の
「
考
」
に
、

「
山
の
炊
け
る
を
、
人
間
の
然
ゆ
る
思
ひ
に
見
立
て
て
、
人
が
見
な
か
つ

た
ら
自
分
の
袖
に
も
包
ん
で
や
ら
う
も
の
を
、
よ
そ
に
見
て
通
っ
た
の
で
、

ま
だ
焼
け
つ
づ
け
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
袖
を
着
せ
ず
に
来
た
事
だ
っ
た
。

と
い
ふ
夙
に
云
つ
た
の
で
…
…
」

と
あ
る
。
「
山
の
焼
け
る
を
、
人
間
の
燃
ゆ
る
思
ひ
に
見
立
て
て
」
と
あ
る
に

注
意
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、

「
人
が
見
な
い
な
ら
、
苦
し
さ
う
に
然
え
る
火
を
自
分
の
袖
で
か
く
さ
う

も
の
を
、
袖
に
包
み
も
し
な
い
で
来
た
こ
と
だ
。
ま
だ
焼
け
つ
づ
け
て
ゐ

る
こ
と
で
あ
ら
う
か
」
　
（
一
一
一
～
四
頁
）

と
ロ
訳
さ
れ
て
い
る
。

私
は
、
大
略
『
万
葉
集
注
釈
』
に
よ
っ
て
こ
の
一
首
を
理
解
し
た
い
と
思
う

の
で
あ
る
が
（
た
だ
し
、
第
四
旬
は
「
燃
え
つ
つ
か
あ
る
ら
む
」
と
訓
み
た
い
）
、

「
ま
だ
焼
け
つ
づ
け
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
」
と
の
入
あ
る
ロ
訳
で
は
そ
れ

が
山
で
あ
る
の
か
人
間
で
あ
る
の
か
今
一
つ
明
確
で
な
い
点
が
も
ど
か
し
く
、

私
は
、
以
下
、
「
見
立
て
」
を
も
っ
と
表
に
出
し
て
読
ん
で
み
た
い
の
で
あ
る
。

小
島
窟
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広
氏
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
来
葉
』

（
昭
和
四
十
六
年
）
に
、
初
句
「
人
見
ず
は
」
に
つ
い
て
「
ズ
ハ
ほ
事
実
に
反

す
る
こ
と
を
仮
定
す
る
用
法
」
と
い
い
、
第
四
、
五
句
は
「
焼
け
つ
つ
か
あ
ら

む
」
「
着
ず
て
乗
に
け
り
」
と
訓
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
注
し
て
、

「
ア
ル
ラ
ム
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
音
数
の
関
係
で
ア
ラ
ム
と
い
っ
た

も
の
。
山
を
焼
く
火
を
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
」

「
着
せ
か
け
て
や
る
よ
う
な
も
の
を
自
分
は
着
な
い
で
き
た
、
の
意
か
。

敬
意
に
不
明
な
点
が
あ
り
、
後
考
を
待
つ
」

と
あ
り
、
ロ
訳
に
、

「
人
が
見
て
い
な
か
っ
た
ら
　
わ
た
し
の
袖
で
　
山
焼
き
の
火
を
隠
し
て

や
る
の
だ
が
　
炊
け
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
　
あ
い
に
く
着
せ

か
け
て
や
る
よ
う
な
も
の
も
着
な
い
で
き
た
」
　
（
二
二
～
二
頁
）

と
、
「
着
せ
ず
て
」
を
「
着
ず
て
」
と
訓
む
違
い
の
み
で
ほ
ぼ
『
万
葉
集
注
釈
』

の
説
を
製
い
、
青
木
生
子
・
井
手
至
・
伊
藤
博
・
清
水
克
彦
・
橋
本
四
郎
氏
、

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
集
』
　
（
昭
和
五
十
一
年
）
に
は
右
の
『
万
葉
集
』

と
同
訓
で
第
四
、
五
句
に
つ
い
て
は
、

「
…
…
私
の
こ
の
袖
で
隠
し
て
あ
げ
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
昆
部
の
坂

は
、
こ
れ
か
ら
も
赤
茶
け
た
色
を
見
せ
続
け
る
の
で
し
よ
う
か
。
今
ま
で

も
ず
っ
と
地
肌
を
む
き
出
し
に
し
た
ま
ま
で
い
た
の
ね
。
…
…
」
　
（
一
の

一
七
四
頁
）

と
、
「
焼
け
つ
つ
か
あ
ら
む
」
を
「
赤
茶
け
た
地
肌
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の



で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
も
新
し
い
注
釈
で
あ
る
西
宮
一
民
氏
『
万
葉
集
全
注
　
巻
≡
』

や
ぺ

（
昭
和
五
十
九
年
）
は
、
後
者
の
解
釈
に
従
い
、
「
考
」
に
、
足
部
の
坂
は
、

『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
三
月
、
桓
武
天
白
曽
朋
御
の
条
の
童
謡
及
び
『
日
本
霊

異
記
』
下
巻
、
第
三
十
八
に
あ
る
、

大
富
に
直
に
向
か
へ
る
野
倍
能
佐
賀
い
た
く
な
踏
み
そ
土
に
は
あ
り
と
も

の
「
ヤ
ベ
ノ
サ
カ
が
大
宮
に
直
接
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
」

こ
と
を
松
組
に
、
諸
説
は
あ
る
が
『
万
葉
集
講
義
』
に
説
く
奈
良
県
高
市
郡
明

日
香
村
の
、
大
官
寺
址
の
小
山
あ
た
り
と
す
る
説
に
従
い
、

「
こ
の
歌
は
藤
原
京
時
代
す
な
わ
ち
持
統
・
文
武
天
皇
時
代
か
ら
ま
だ
藤

原
官
に
い
ま
し
た
元
明
天
皇
の
時
代
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思

ぅ
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
ヤ
ベ
の
坂
は
そ
の
利
用
度
の
多
さ
の
ゆ
え

に
踏
み
荒
さ
れ
て
道
の
両
側
の
壁
は
赤
茶
け
た
地
肌
を
毘
出
す
る
よ
う
な

い
た
い
た

痛
々
し
さ
を
塁
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
、
民
謡
で
『
い

た
く
な
踏
み
そ
』
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
い
、
日
本
古
典
文
学
全
集
及
び
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
集
』
に
同
じ

ノ
＼

わ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

　

　

き

人
見
ず
は
我
が
袖
も
ち
て
隠
さ
む
を
焼
け
つ
つ
か
あ
ら
む
着
ず
て
栗
に
け

h
ソ

と
訓
み
、「

人
が
も
し
見
て
い
な
か
っ
た
ら
、
て
い
ね
い
に
私
の
こ
の
袖
で
隠
し
て

あ
げ
よ
う
も
の
を
。
そ
れ
も
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
足
部
の
坂
は
赤
茶
け

た
地
肌
を
む
き
出
し
に
し
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
本

当
に
今
ま
で
地
肌
を
露
出
し
た
ま
ま
で
来
た
の
で
す
ね
」
　
（
八
九
～
九
〇

頁
）

と
ロ
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
後
者
二
例
に
「
焼
け
つ
つ
か
あ
ら
む
」

を
「
赤
茶
け
た
色
を
見
せ
続
け
る
の
で
し
ょ
う
か
」
　
「
赤
茶
け
た
地
肌
を
む
き

出
し
に
し
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
こ
と
に
は
賛
成
出
来
な
い
の
で

あ
る
。
些
か
揚
げ
足
取
り
め
い
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
右
の
西
宮
氏
の
「
考
」
に

素
朴
な
疑
問
を
皇
し
て
み
れ
ば
、
「
踏
み
荒
さ
れ
て
」
を
承
け
る
「
道
の
両
側

の
壁
は
赤
茶
け
た
地
肌
を
露
出
す
る
」
の
「
璧
」
で
あ
る
が
、
「
両
側
の
璧
」

が
踏
み
荒
さ
れ
る
こ
と
は
理
屈
か
ら
い
っ
て
も
あ
り
え
な
い
筈
で
あ
っ
て
、
こ

の
坂
は
よ
く
用
い
ら
れ
踏
み
荒
さ
れ
て
赤
茶
け
て
い
る
が
こ
の
坂
の
両
側
の
壁

も
亦
荒
れ
、
赤
茶
け
た
地
肌
を
露
出
し
て
い
る
の
謂
い
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

口
訳
に
は
「
壁
」
は
な
く
、
「
足
部
の
坂
は
赤
茶
け
た
地
肌
を
む
き
出
し
に
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
て
い
ね
い
に
私
の
こ
の
袖
で
隠
し
て
あ
げ
よ

う
も
の
を
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
坂
の
あ
る
道
に
限
ら
な
い

が
、
普
通
道
に
は
、
「
道
の
長
手
を
操
り
畳
ね
」
　
（
狭
野
弟
上
娘
子
、
巻
十
五

の
三
七
二
四
）
と
あ
る
よ
う
に
恰
も
長
い
布
地
で
で
も
あ
る
か
の
ご
と
き
も
の

が
連
想
さ
れ
、
縦
し
そ
の
坂
が
さ
し
て
長
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
坂
の
道
を
袖
で
も
っ
て
覆
い
隠
す
と
い
う
こ
と
に
は
感
覚
的
に
無
理
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
「
足
部
坂
」
を
直
接
「
我
が
袖
も
ち
て
隠
さ
む
」
の
対
象
で
あ
る

と
み
る
必
要
は
な
く
、
そ
し
て
、
又
、
『
万
乗
集
注
釈
』
に
「
山
の
焼
け
る
を
、

人
間
の
然
ゆ
る
思
ひ
に
見
立
て
て
」
と
あ
っ
た
が
、
現
に
焼
け
て
い
る
山
は
こ

こ
に
は
想
定
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
一
首
の
上
に
「
山
」
は
具
体
的

に
は
表
わ
れ
て
は
い
な
い
。
作
者
は
「
足
部
坂
」
を
越
え
て
行
く
時
に
「
焼
け
」

を
連
想
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
坂
」
．
は
作
歌

の
場
所
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
私
注
』
（
昭
和
二
十
四
年
）
に
、

後
述
も
す
る
よ
う
に
こ
の
坂
は
「
平
群
郡
屋
部
郷
か
ら
、
河
内
高
安
郡
の
八
部



に
越
え
る
、
所
謂
志
比
坂
と
見
る
べ
き
」
と
い
い
、

「
邑
部
は
ヤ
ベ
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
本
来
は
ヤ
カ
ベ
で
あ
っ
た
ら
う
か
ら
、

比
の
歌
は
坂
の
名
の
ヤ
カ
ベ
を
『
焼
け
』
に
連
想
し
て
、
興
じ
作
っ
た
歌

と
見
る
べ
き
で
あ
る
」

と
い
い
（
た
だ
し
、
「
ヤ
カ
ベ
」
に
つ
い
て
後
に
引
用
の
論
文
「
昆
部
坂
」
に

一
応
の
根
拠
は
示
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
盗
意
的
で
従
い
難
い
）
、
つ
づ
い

て
、

「
『
坂
と
は
言
ひ
な
が
ら
胸
の
内
が
焼
け
て
居
て
は
か
は
い
さ
う
だ
。
そ

の
焼
け
る
思
ひ
を
私
の
袖
で
か
く
し
て
も
や
り
た
か
っ
た
が
、
坂
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
衣
も
服
せ
る
こ
と
が
か
な
は
ず
来
て
し
ま
っ
た
の
で
、
相

か
は
ら
ず
焼
け
て
居
る
こ
と
で
あ
ら
う
』
と
い
ふ
意
味
と
思
は
れ
る
。
作

者
自
身
の
類
似
の
経
験
が
内
部
に
存
し
た
が
た
め
に
、
坂
の
名
も
作
歌
動

扱
と
な
り
得
た
こ
と
は
勿
論
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
」
　
（
第
三

巻
の
六
三
頁
）

と
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
集
』
・
『
万
葉
集
全
注
　
巻
三
』
の
先
殿
を

な
す
考
え
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
「
作

者
自
身
の
類
似
の
経
験
が
内
部
に
存
し
た
」
と
あ
る
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
更
に
西
宮
氏
が
前
引
の
「
考
」
の
終
に
、

「
寓
帝
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
具
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
。
第
三
句

・
第
四
旬
切
れ
で
、
屈
折
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
何
か

寓
意
が
あ
り
そ
う
だ
と
の
配
慮
も
あ
っ
て
か
、
二
六
七
～
二
六
九
番
歌
の

三
首
で
一
組
み
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
　
（
九
一
頁
）

と
、
「
寓
意
」
と
あ
る
こ
と
に
左
担
し
た
い
と
思
う
。
西
宮
氏
は
二
六
七
・
二

六
八
番
歌
を
、

志
貴
皇
子
の
御
歌
一
首

こ
ぬ
れ

む
さ
さ
び
は
木
末
求
む
と
あ
し
ひ
き
の
山
の
さ
つ
男
に
あ
ひ
に
け
る
か
も

長
足
王
が
故
郷
の
歌
一
首

▲
も
へ

攻
が
背
子
が
古
家
の
鼠
の
明
日
香
に
は
千
鳥
鳴
く
な
り
葵
待
ち
か
ね
て

と
訓
み
、
二
六
七
番
歌
の
「
考
」
に
、

「
近
江
の
歌
の
後
に
並
び
、
異
常
な
題
材
の
歌
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
は
、

略
解
の
寓
意
説
が
も
っ
と
も
ら
し
く
響
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
大
津
皇
子

な
ど
、
高
い
地
位
を
望
み
身
を
減
ぼ
し
た
者
に
対
す
る
寓
帝
仙
と
で
も
み
な

い
限
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
歌
を
こ
こ
に
載
せ
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
思

う
。
な
お
、
二
六
九
番
歌
の
〔
考
〕
参
照
」
　
（
八
七
頁
）

と
、
歌
の
排
列
に
つ
い
て
も
考
慮
し
、
二
六
八
番
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
言
及

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
何
か
寓
意
が
あ
る
ら
し
く
も
あ
る
」
（
八
八
頁
）

と
あ
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
二
六
九
番
歌
は
琶
喩
歌
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
解

に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
く
み
る
時
、
岸
本
由
豆

流
『
万
葉
集
致
証
』
に
、

「
一
首
の
意
は
、
心
に
物
を
ふ
か
く
思
ひ
て
、
や
る
方
な
き
を
、
思
ひ

に
も
ゆ
と
い
ふ
よ
り
、
火
も
見
え
、
け
ぶ
り
も
立
る
も
の
の
如
く
、
い
ひ

な
し
て
、
見
る
人
の
な
か
り
せ
ば
、
わ
が
袖
を
以
て
、
も
ゆ
る
思
ひ
の
け

ぶ
り
を
か
く
し
て
ん
も
の
を
、
今
は
、
人
も
し
り
に
た
れ
ば
、
も
ゆ
る
ま

ま
に
て
か
あ
ら
ん
、
し
か
も
、
そ
の
袖
も
て
か
く
す
べ
き
服
を
さ
へ
、
多

く
き
ず
し
て
き
に
け
れ
ば
、
い
か
に
と
も
せ
ん
か
た
な
し
と
也
。
こ
の
歌

ほ
、
さ
る
ペ
き
よ
し
あ
り
て
、
も
の
へ
ゆ
く
と
て
、
足
部
坂
を
越
し
に
、

故
郷
に
思
ふ
事
あ
り
て
、
そ
れ
を
思
ふ
思
ひ
に
、
む
ね
も
こ
が
る
る
な
り
。

さ
て
、
よ
く
〈
考
ふ
れ
ば
、
か
く
の
如
く
、
事
も
な
く
き
こ
ゆ
る
を
、

代
匠
記
よ
り
は
じ
め
て
、
考
に
も
、
久
老
が
考
に
も
、
こ
の
歌
心
得
が
た



L
と
て
、
あ
る
は
訓
誤
り
、
あ
る
は
文
字
を
改
め
な
ど
せ
ら
れ
L
は
、
い

か
な
る
革
ぞ
や
。
略
解
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
し
」
　
（
万
葉
集
螢
書
第
五
韓

の
七
四
頁
）

と
あ
る
解
釈
が
よ
く
真
を
掴
ん
で
い
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
も
一
つ
明
確
を
欠

く
が
、
「
も
ゆ
る
思
ひ
の
け
ぶ
り
を
か
く
し
て
ん
」
の
「
思
ひ
」
を
「
わ
が
も

ゆ
る
思
ひ
」
と
「
わ
が
」
の
意
に
と
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
点
に
つ
い
て
は

従
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

以
下
、
皆
喩
歌
と
し
て
解
釈
し
て
み
た
い
。

先
ず
、
題
詞
の
「
昆
部
坂
」
に
つ
い
て
、
『
万
葉
集
の
旅
』
　
（
昭
和
三
十
九

年
）
に
は
「
奈
良
県
の
中
で
あ
ろ
う
が
所
在
未
詳
」
　
（
上
の
三
〇
六
頁
）
と
あ

り
、
語
注
は
前
に
引
用
の
『
万
葉
集
講
義
』
の
大
官
寺
址
の
小
山
あ
た
り
と
す

る
説
に
従
う
の
で
あ
る
が
、
土
屋
文
明
氏
は
一
旦
は
こ
れ
に
よ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
（
「
昆
部
坂
」
、
『
統
万
葉
紀
行
』
　
昭
和
二
十
一
年
）
、
「
天
平
十
九
年

の
法
隆
寺
資
材
帳
に
見
え
る
平
群
郡
足
部
郷
」
に
注
目
、

「
平
群
郡
の
足
部
郷
は
法
隆
寺
、
法
輪
寺
の
西
方
、
平
群
川
両
岸
の
地
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
志
比
坂
を
越
え
る
と
、
河
内
の
八
部
に

出
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
考
へ
れ
ば
、
そ
の
志
比
坂
こ
そ
、
足
部

坂
で
あ
る
と
い
は
ね
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
今
の
信
貴
山
越

の
道
で
あ
ら
う
。
峠
が
八
部
紋
な
る
た
め
、
東
西
の
坂
本
に
昆
部
八
部
を

名
と
す
る
部
落
が
存
す
る
の
で
あ
ら
う
」

と
、
そ
し
て
、
「
坂
と
し
て
も
亦
、
万
葉
時
代
の
主
要
交
道
路
線
と
し
て
も
申

し
分
な
い
」
　
（
「
足
部
坂
補
正
」
、
同
右
一
七
一
～
四
頁
）
と
い
わ
れ
、
『
万
葉

集
私
注
』
の
記
述
は
こ
れ
に
よ
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
信
貴
山
越
の
道
に

従
い
た
い
と
思
う
。

猶
、
『
万
葉
集
私
注
』
の
「
ヤ
カ
ベ
」
か
ら
「
焼
け
」
を
連
想
す
る
こ
と
は
、

ヤ

ペ

　

ヘ

　

　

ケ

『
万
乗
考
槻
落
葉
』
に
、
「
足
部
の
部
は
、
柏
の
誤
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
」
（
「
紀

ヤ

キ

ヤ

マ

サ

カ

の
国
の
、
八
鬼
山
坂
」
と
す
る
）
と
い
い
、

「
拾
遺
集
に
、
ち
は
や
ぶ
る
碑
も
お
も
ひ
の
、
あ
れ
ば
こ
そ
、
年
経
て
富

ヤ

ケ

ヤ

マ

士
の
、
山
も
も
ゆ
ら
め
、
と
よ
め
る
意
に
ひ
と
し
く
、
昆
細
山
に
も
ゆ
る

火
を
、
お
も
ひ
の
火
に
と
り
な
し
、
人
し
見
ず
ば
、
わ
が
袖
も
ち
て
か
く

し
て
ん
も
の
を
、
い
か
な
る
お
も
ひ
の
あ
れ
ば
に
や
、
か
く
あ
ら
は
に
、

も
え
つ
つ
か
あ
ら
む
…
…
」

と
あ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』

の
補
注
に
、
「
昆
細
坂
」
の
「
拍
」
は
ケ
甲
類
。
「
焼
け
」
の
「
け
」
は
ケ
乙

類
の
仮
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
題
詞
と
歌
と
を
直
接
関
係
づ
け
る
こ
と
は

出
来
な
い
」
　
（
一
の
三
四
七
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
万
葉
考
槻

キ

ズ

テ

マ

シ

ケ

リ

落
葉
』
、
結
句
は
「
魚
彦
の
本
」
に
よ
っ
て
改
め
、
「
不
服
而
座
乗
」
1
「
こ

コ

タ

チ

　

オ

ヒ

の
山
の
木
立
も
生
ず
…
…
は
だ
か
山
に
て
あ
る
を
い
へ
る
な
る
べ
し
」
　
（
万
葉

集
茫
容
第
四
輪
の
二
八
～
九
頁
）
。
更
に
二
言
こ
と
あ
っ
て
お
け
ば
、
眼
前
に
山

が
炊
け
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
『
増
訂
万
葉
集
全
註
釈
』
の
外
は
殆
ん
ど
取
っ

て
い
な
い
。

し
か
し
、
縦
し
「
巨
細
坂
」
を
認
め
、
か
つ
、
坂
の
名
に
近
似
音
の
「
焼
け
」

を
連
想
し
て
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
敢
え
て
焼
山
と
取
ら
な
い
で

も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
寧
ろ
、
私
は
、
「
昆
部
坂
に
し
て
よ
め
る
歌
と
意
待

へ
し
」
と
の
み
い
い
、
「
焼
け
」
を
眼
前
の
京
と
取
っ
て
い
な
い
『
万
来
代
匠

シ
ノ
ヒ
ニ
ハ

記
』
初
稿
本
が
、
「
人
不
見
老
ワ
ガ
ソ
デ
モ
チ
テ
カ
ク
サ
ム
ヲ
ヤ
ケ
ツ
ツ
カ
ア

キ
　
ス
　
テ
　
キ
一
l
ケ
リ

ラ
ム
不
服
而
来
来
」
と
訓
み
、

「
…
…
遠
き
旅
な
と
に
出
と
て
、
足
部
坂
に
い
た
り
て
こ
ゆ
る
時
、
此
坂

を
こ
え
は
て
て
か
な
た
に
下
ら
は
、
ふ
る
さ
と
さ
へ
見
え
し
と
お
も
ひ
て

か
へ
り
み
る
時
、
さ
ら
ぬ
た
に
は
か
な
き
女
の
心
に
、
こ
こ
を
か
き
り
と



な
か
め
や
れ
は
、
お
も
ひ
に
こ
ひ
に
胸
も
や
く
る
は
か
り
か
な
し
け
れ

は
、
さ
す
か
に
そ
れ
も
人
め
を
は
ち
ら
ひ
て
、
衣
た
に
あ
ま
た
も
て
こ
ま

し
か
は
、
あ
つ
く
と
り
き
て
む
ね
の
火
の
も
え
出
と
も
、
つ
つ
み
か
く
し

て
行
へ
き
に
、
衣
も
あ
ま
た
は
き
て
こ
ね
は
、
や
く
と
も
や
け
な
か
ら
待

か
く
さ
て
や
ゆ
か
ん
と
、
わ
か
れ
き
て
ふ
る
さ
と
さ
へ
見
え
す
な
る
へ
き

お
も
ひ
の
、
や
る
か
た
な
さ
を
よ
め
る
な
る
へ
L
L
（
『
契
沖
全
集
』
第
一

巻
の
六
〇
八
～
九
頁
）

と
、
右
に
「
坂
」
を
越
え
る
こ
と
に
一
首
の
発
想
の
中
心
を
置
き
、
「
お
も
ひ

に
こ
ひ
に
胸
も
や
く
る
は
か
り
か
な
し
け
れ
は
」
と
あ
る
こ
と
が
詳
し
く
参
考

に
な
る
の
で
あ
る
。
精
撰
本
は
右
よ
り
簡
潔
な
が
ら
は
ぽ
同
文
。
そ
し
て
、
右

に
加
え
る
に
結
句
の
「
着
ず
て
釆
に
け
り
」
を
暫
喩
と
解
釈
し
て
こ
そ
歌
の
趣

意
に
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
お
も
ひ
の
、

や
る
か
た
な
さ
」
を
わ
が
「
お
も
ひ
の
…
…
」
と
は
取
ら
な
い
こ
と
、
『
万
葉

集
致
証
』
に
い
っ
た
こ
と
に
同
断
で
あ
る
。

先
ず
、
「
足
部
坂
」
の
「
坂
」
に
つ
い
て
、
所
謂
、
伊
藤
博
博
士
の
説
か
れ

る
「
見
納
め
山
」
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
博
士

が
、
柿
本
人
麻
呂
の
「
従
二
石
見
国
一
別
レ
奏
上
来
時
歌
」
（
巻
二
の
一
三
一
～
一
一
〇

の
「
高
角
山
」
の
表
現
性
は
「
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」
の
存
在
と
不
可
分
に
関
わ
り
、

「
『
高
角
山
』
は
妹
の
里
の
果
て
に
あ
る
山
、
い
い
か
え
れ
ば
、
人
麻
呂
が

本
格
的
に
帰
京
の
人
と
な
ら
ね
ほ
な
ら
ぬ
異
郷
の
妹
の
里
と
の
境
の
山
、

も
っ
と
い
え
ば
、
人
麻
呂
が
妹
（
妹
の
里
）
　
へ
の
決
定
的
な
別
れ
を
告
げ

ね
ほ
な
ら
ぬ
見
納
め
の
山
と
い
う
意
味
を
内
封
す
る
詩
句
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
」
（
「
石
見
相
聞
歌
の
構
造
と
形
成
」
、
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
晶

上
』
二
八
】
頁
）

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
し
た
い
。
こ
の
塀
尾
に
こ
付
し
て
い
え
ば
、
巻

六
の
九
六
五
～
八
番
歌
の
遊
行
女
婦
児
島
と
大
伴
旅
人
の
唱
和
四
首
の
九
六
六

番
歌
の
左
注
、

み
ち
た
ち

「
大
事
帥
大
伴
卿
、
大
納
言
に
兼
任
し
て
、
京
に
向
ひ
て
上
道
す
。
此
の

と
ど

日
馬
を
水
城
に
駐
め
て
、
府
家
を
顧
み
望
む
。
時
に
卿
を
送
る
府
更
の
中

に
、
遊
行
女
婦
あ
り
。
其
の
字
を
児
島
と
日
ふ
。
こ
こ
に
娘
子
、
此
の
別

る
る
こ
と
の
易
き
こ
と
を
傷
み
、
彼
の
会
ふ
こ
と
の
難
き
こ
と
を
嘆
き
、

よ
ノ
た

涙
を
拭
ひ
て
、
み
づ
か
ら
袖
を
振
る
歌
を
吟
ふ
」

と
あ
る
こ
れ
を
承
け
て
旅
人
が
、

大
夫
と
思
へ
る
わ
れ
や
水
茎
の
水
城
の
上
に
涙
拭
は
む
（
九
六
八
）

と
う
た
う
「
水
城
」
は
、
僅
か
十
メ
ー
ト
ル
に
足
ら
ぬ
高
さ
の
土
手
な
が
ら
こ

の
上
に
立
っ
て
取
み
児
島
と
の
別
れ
を
惜
し
む
男
の
振
舞
が
疏
著
で
あ
り
、
「
見

納
め
山
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
右
の
「
高
角
山
」
と
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

右
の
意
味
で
「
坂
」
を
み
る
場
合
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
「
さ
か
〔
境
・

界
〕
」
を
注
し
て
、
「
サ
ヵ
（
坂
）
と
同
税
」
‥
と
い
い
そ
の
補
足
的
説
明
に
「
古
く

は
、
坂
が
区
域
の
は
ず
れ
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
自
然
の
境
と
な
っ
て
い
た
」

と
あ
る
こ
と
な
ど
参
考
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
例
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、

息
の
緒
に
あ
が
思
ふ
君
は
鶏
が
鳴
く
あ
づ
ま
の
坂
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む

（
巻
十
二
の
三
一
九
四
）

は
、

当
麻
真
人
暦
の
妻
の
作
る
歌

わ
が
背
子
は
何
処
行
く
ら
む
奥
つ
も
の
隠
の
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む
（
巻

一
の
四
三
）

と
同
趣
の
歌
で
あ
る
が
、
前
者
の
「
あ
づ
ま
の
坂
」
に
つ
い
て
、

「
ア
ゾ
マ
は
第
一
に
逢
坂
の
関
以
東
、
第
二
に
遠
江
国
以
東
、
第
三
に
箱



根
山
以
東
の
三
段
階
が
あ
る
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
三
の

三
二
四
頁
）

と
あ
る
が
、
そ
の
坂
が
「
う
す
ひ
の
坂
」
（
『
万
薬
代
匠
記
』
初
稿
本
、
『
契
沖

全
集
』
第
三
巻
の
五
八
一
貫
）
、
「
足
柄
御
坂
」
　
（
同
精
撰
本
、
同
右
）
そ
の
他

何
れ
で
あ
る
に
し
ろ
、
否
、
寧
ろ
抽
象
的
な
坂
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の

境
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
坂
」
の
概
念
は
い
ち
じ
る
し
い
と
思
う
し
、
後
者
、

「
坂
」
の
字
こ
そ
無
け
れ
名
張
の
山
を
越
え
れ
ば
大
和
の
国
か
ら
伊
賀
の
国
で

あ
る
と
、
も
し
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
わ
が
背
子
」
の
立
場
で
い
う
な
ら

ば
、
愈
々
他
国
に
入
る
の
だ
と
、
こ
こ
で
改
め
て
振
り
返
ら
れ
る
も
の
は
自
分

の
過
ご
し
て
来
た
世
界
で
あ
り
、
そ
の
世
界
を
共
有
し
て
来
た
わ
が
妻
の
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

日
の
碁
に
碓
氷
の
山
を
越
ゆ
る
日
は
背
な
の
が
袖
も
さ
や
に
振
ら
し
つ

（
巻
十
四
の
三
四
〇
二
）

は
、
結
句
、
「
は
っ
き
り
と
お
振
り
に
な
っ
た
。
（
私
は
そ
れ
が
見
え
て
嬉
し

か
っ
た
）
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
柴
』
三
の
四
二
〇
頁
）
と
解
釈
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
日
の
若
に
」
を
実
景
と
み
ず
枕
詞
で

あ
る
と
考
え
る
に
し
ろ
も
と
よ
り
「
背
な
の
が
袖
」
が
現
実
に
妾
の
目
に
見
え

る
管
の
も
の
で
は
な
く
、
「
わ
が
振
る
袖
を
妓
見
つ
ら
む
か
」
　
（
巻
二
の
〓
こ

こ
）
に
そ
の
ま
ま
通
う
詩
の
目
が
捉
え
た
「
さ
や
に
振
」
る
袖
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
男
は
、

た

足
柄
の
み
坂
に
立
し
て
袖
ふ
ら
ば
家
な
る
扶
は
さ
や
に
兄
も
か
も
（
藤
原

部
等
母
暦
、
巻
二
十
の
四
四
二
三
）

と
い
い
、
又
、
三
四
〇
二
番
歌
の
「
碓
氷
の
山
」
を
「
坂
」
と
み
て
よ
い
こ
と
、

ひ
な
く
も
り
碓
氷
の
坂
を
越
え
し
だ
に
妹
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ
か
も
（
他

田
部
子
磐
前
、
同
の
四
四
〇
七
）

東
路
の
手
児
の
呼
坂
越
え
て
去
な
は
我
は
恋
ひ
む
な
後
は
あ
ひ
ね
と
も

（
巻
十
四
の
三
四
七
七
）

の
第
一
首
に
み
る
こ
と
が
出
来
、
三
四
〇
二
番
歌
も
含
め
て
右
に
あ
げ
た
四
例

は
「
坂
」
を
越
え
る
時
の
歌
、
取
り
分
け
四
四
〇
七
番
歌
は
「
越
え
し
だ
に
」

－
　
越
え
る
時
に
（
春
日
和
男
氏
「
碓
氷
の
坂
を
越
え
し
だ
に
」
五
八
頁
、
「
万

葉
」
第
十
七
号
・
昭
和
三
十
年
十
月
）
　
「
妹
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ
」
と
い
い
、

三
四
七
七
番
歌
は
「
越
え
て
去
な
は
」
　
「
我
は
恋
ひ
む
な
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
改

め
て
後
に
残
し
て
来
た
妹
の
こ
と
を
恋
し
く
思
い
描
き
、
正
に
二
六
九
番
歌
の

発
想
に
通
う
世
界
そ
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
足
部
坂
を
河
内
の
国
へ
越
え
ん
と
す
る
阿
倍
女
郎
の
胸
中

に
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
き
溢
れ
て
来
る
も
の
、
そ
れ
は
四
四
〇
七
番
歌
の
「
妹
が
恋

し
く
忘
ら
え
ぬ
も
」
そ
の
ま
ま
に
「
我
袖
用
手
将
隠
乎
所
焼
可
将
有
不
規
而
光

来
」
の
未
辣
で
は
な
か
っ
た
か
。

如
上
、
題
詞
の
「
足
部
坂
」
を
手
が
か
り
に
考
え
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
題

詞
を
歌
の
解
釈
に
及
ぼ
し
て
よ
い
こ
と
今
更
こ
と
わ
る
必
要
も
な
い
と
は
思

う
が
、
二
六
九
番
歌
の
す
ぐ
後
に
あ
る
二
九
一
番
歌
、
た
だ
し
、
こ
れ
に
は

歌
詞
の
中
に
も
「
勢
の
山
」
と
あ
り
は
す
る
が
、

小
田
事
の
勢
の
山
の
歌
一
首

し
の

真
木
の
莫
の
し
な
ふ
努
の
山
質
は
ず
て
わ
が
越
え
ぬ
る
は
木
の
葉
知
り
け

む

に
つ
い
て
、
小
田
事
は
伝
未
詳
で
あ
る
が
、
『
万
葉
集
講
義
』
に
、
「
こ
の
勢

能
山
を
わ
が
今
超
え
む
と
て
通
れ
ば
、
こ
の
山
に
は
其
木
の
葉
が
勢
盛
ん
に
、

若
々
し
く
し
な
や
か
な
る
姿
に
て
茂
り
あ
へ
る
を
見
る
。
わ
れ
は
こ
の
若
々
し

く
し
な
や
か
な
る
姿
を
見
て
、
わ
が
思
ふ
人
の
姿
を
聯
想
し
忍
び
か
ね
て
、
こ



こ
を
通
る
が
」
（
巻
三
の
二
四
七
頁
）
七
あ
る
こ
と
を
数
行
し
て
い
え
ば
、
愈

々
「
勢
の
山
」
も
越
え
ん
と
し
て
切
な
く
．
郷
愁
を
覚
え
初
め
る
こ
ろ
、
こ
の

「
勢
」
に
「
背
」
を
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
妹
」
を
連
想
、
か
つ
、
紀
の
川
を

は
さ
む
対
岸
に
は
鉄
山
も
あ
っ
て
洛
々
と
国
に
残
し
て
来
た
妻
を
偲
ぶ
作
者
で

あ
る
の
で
あ
り
私
た
ち
も
共
感
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二
六
九
番
歌
も
亦
、
こ
れ
と
同
じ
心
境
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
。
以
下
述
べ
て
い
き
た
い
が
、
先
ず
、
第
五
旬
か
ら
。

「
不
服
而
未
来
」
に
誤
字
説
の
あ
る
こ
と
は
必
要
に
応
じ
て
ふ
れ
て
来
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
本
文
で
解
釈
出
来
る
と
思
う
。
沢
潟
博
士
が
「
着

ず
て
来
に
け
り
」
を
「
着
せ
ず
て
乗
に
け
り
」
と
改
訓
し
て
お
ら
れ
そ
れ
に
従

う
こ
と
、
又
、
「
山
の
焼
け
る
を
、
人
間
の
然
ゆ
る
思
ひ
に
見
立
て
て
、
人
が

見
な
か
つ
た
ら
自
分
の
袖
に
も
包
ん
で
や
ら
う
も
の
を
、
…
…
」
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
既
に
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
見
立
て
」
に
関
わ
る
「
若
す
」

に
つ
い
て
。
「
着
せ
る
。
よ
そ
わ
せ
る
。
身
に
つ
け
て
や
る
」
　
（
『
時
代
別
国
語

大
辞
典
　
上
代
編
』
）
の
意
で
あ
る
こ
と
は
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
る

が
、
尊
喩
歌
の
こ
の
歌
は
、
「
自
分
の
袖
に
も
包
ん
で
や
ら
う
も
の
を
」
を
、

私
は
、
更
に
共
寝
も
さ
せ
ず
、
共
寝
を
許
す
こ
と
も
し
な
い
で
と
解
釈
し
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
第
五
句
の
誤
字
説
の
一
つ
で
あ
る
が
、
折
口
信
夫
博
士
は
、

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

ナ

マ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ネ

人
語
か
ば
、
吾
が
袖
も
ち
て
隠
ら
む
を
。
燃
え
つ
つ
か
あ
ら
む
。
眠
ず
て

朱
に
け
り

と
「
眠
ず
て
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ロ
訳
に
は
、

「
わ
た
し
は
、
此
頃
は
一
向
寝
な
い
で
ゐ
ま
す
。
か
う
し
て
焦
れ
て
ゐ
ね

ば
な
り
ま
す
ま
い
か
。
人
が
わ
た
し
に
恋
ひ
を
い
ひ
入
れ
た
ら
、
恥
し

さ
に
、
袖
で
隠
れ
て
ゐ
る
だ
ら
う
に
。
其
く
せ
に
焦
れ
て
ゐ
る
。
（
足
部

坂
で
作
っ
た
歌
と
い
ふ
序
は
、
昆
部
王
に
贈
っ
た
歌
の
誤
り
で
あ
ら
う
）
」

（
『
ロ
訳
万
某
集
彗
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
四
巻
の
九
五
頁
）

と
あ
っ
て
、
私
の
い
わ
ん
と
す
る
趣
旨
で
「
眠
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。

さ
て
、
右
に
関
わ
る
「
着
る
」
「
着
す
」
の
例
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、

託
馬
野
に
生
ふ
る
紫
衣
に
染
め
い
ま
だ
着
ず
し
て
色
に
出
で
に
け
り

（
「
尊
喩
歌
」
、
笠
郎
女
贈
二
大
伴
宿
禰
家
持
一
歌
、
巻
三
の
三
九
五
）

し

紅
に
衣
染
め
ま
く
欲
し
け
ど
も
着
て
に
は
は
ば
か
人
の
知
る
べ
き
（
「
哲

喩
歌
」
、
寄
衣
、
巻
七
の
二
一
九
七
）

と
、
こ
の
二
例
は
同
想
の
歌
で
あ
り
、
前
者
の
「
着
る
」
が
、
い
ま
だ
恋
の
思

い
を
遂
げ
な
い
う
ち
に
、
共
寝
も
し
て
は
い
な
い
の
に
と
あ
る
と
同
様
に
後
者

も
亦
共
寝
と
解
釈
し
て
よ
い
と
思
う
し
、

カ

表
し
も
多
く
あ
ら
な
む
取
り
易
へ
て
着
な
は
や
君
が
両
忘
れ
て
あ
ら
む

（
「
昏
喩
」
、
寄
衣
喩
思
、
巻
十
一
の
二
八
二
九
）

と
、
二
六
九
番
歌
と
同
じ
く
こ
れ
も
亦
作
者
が
女
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
衣
L
も
多

く
あ
ら
な
む
」
と
「
衣
」
を
鱈
喩
と
し
、
そ
し
て
そ
の
「
衣
」
を
取
り
易
え
て

着
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
な
ら
ば
片
時
も
わ
が
念
頭
を
去
る
こ
と
の
な
い
恋
し

い
あ
な
た
を
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
、
「
着
る
」
に
男
女
の
交

情
－
共
寝
の
意
を
汲
み
取
っ
て
こ
そ
一
首
の
其
意
に
近
づ
け
る
と
思
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、

ね

杜
若
咲
く
沼
の
菅
を
笠
に
縫
ひ
着
む
日
を
待
つ
に
年
そ
経
に
け
る
（
「
問

答
」
、
巻
十
一
の
二
八
】
八
）

は
、
必
ず
し
も
共
寝
と
は
断
定
出
来
な
い
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
日
本
古
典
文

学
大
系
『
万
薬
集
』
の
頭
注
に
、
「
結
婚
で
き
な
い
う
ち
に
、
年
が
た
っ
た
こ

と
の
比
喩
」
　
（
三
の
二
四
入
貢
）
と
あ
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
し
、
又
、



秋
の
夜
は
暁
寒
し
自
梓
の
妹
が
衣
手
着
む
緑
も
が
も
（
大
伴
宿
禰
池
主
、

巻
十
七
の
三
九
四
五
）

は
、
越
中
守
大
伴
宿
禰
家
持
の
館
に
負
う
て
宴
し
た
時
の
歌
の
一
首
で
あ
る

が
、
こ
の
「
衣
手
着
む
」
は
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
に
あ
る
男
の
歌
で
あ
り
、

妹
が
袖
別
れ
し
日
よ
り
自
拷
の
衣
片
敷
き
恋
ひ
っ
つ
そ
寝
る
（
「
正
述
心

緒
」
、
巻
十
一
の
二
六
〇
八
）

と
、
「
妹
が
袖
」
に
「
別
れ
し
日
よ
り
」
男
は
「
衣
片
敷
き
」
一
人
寝
を
す
る

と
あ
る
と
並
べ
て
み
て
も
共
寝
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
い
ち
じ
る
し
い
。

以
上
、
あ
ら
あ
ら
と
で
は
あ
る
が
、
「
着
ず
て
」
　
－
共
寝
し
な
い
で
、
「
着

せ
ず
て
」
　
－
私
と
の
共
寝
を
許
さ
な
い
で
の
意
に
解
し
て
よ
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
輿
　
「
若
す
」
は
後
述
の
「
隠
す
」
に
も
深
く
関
わ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
着
せ
ず
て
」
は
第
四
句
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で

あ
る
が
、
「
所
焼
乍
可
将
有
」
を
沢
鴻
博
士
は
、
『
万
葉
古
径
』
に
「
も
え
っ

っ
か
あ
ら
む
」
と
訓
み
、
『
万
葉
集
注
釈
』
に
「
や
け
つ
つ
か
あ
る
ら
む
」
と

改
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
・
「
も
ゆ
」
と
「
や

く
」
に
つ
い
て
、
『
万
葉
古
径
』
に
、
「
焼
」
の
文
字
は
「
ヤ
ク
」
で
あ
る
が

「
そ
こ
と
訓
ん
だ
例
も
あ
る
と
い
い
、
「
ヤ
ク
」
「
モ
ユ
」
の
自
他
四
種
の
用

例
を
照
合
さ
れ
、

ヤ
ク
シ
ホ
ノ
　
オ
モ
ヒ
ゾ
　
°
　
°
　
　
ワ
が
シ
ク
．
コ
コ
ロ

あ
ま
少
女
ら
が
焼
鑓
乃
　
念
曽
所
焼
　
吾
下
情
（
巻
丁
五
）

°

°

ツ

ツ

夜
昼
と
い
は
ず
か
ぎ
ろ
ひ
の
心
所
焙
管
な
げ
く
わ
か
れ
を
（
巻
九
・
一
八

〇
四
）

の
「
焼
」
「
憬
」
は
「
モ
ユ
」
と
訓
む
べ
き
こ
と
を
説
き
、
「
モ
エ
ツ
ツ
カ
ア
ラ

ム
」
が
妥
当
で
あ
る
と
い
い
、
「
も
ゆ
」
の
主
語
は
「
今
の
場
合
は
『
み
づ
か

ら
』
と
斬
ず
べ
き
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
冒
頭
に
引
用
し
た
。
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
、
右
の
引
用
の
二
例
、
「
吾
下
情
」
「
心
」
を
伴
っ
て
「
も
ゆ
」
と

訓
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
『
万
葉
集
注
釈
』
で
は
、

既
に
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
山
」
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
ヤ
ケ
」
と
訓
み
、

か
つ
、
「
ア
ラ
ム
で
は
不
都
合
で
」
、
字
余
り
の
異
例
に
は
な
る
け
れ
ど
「
ア
ル

ラ
ム
と
訓
む
事
は
や
む
を
得
な
い
」
と
し
て
「
や
け
つ
つ
か
あ
る
ら
む
」
と
改

訓
、
そ
し
て
、
「
ら
む
」
に
つ
い
て
、

ヤ

ー

・

ニ

ヤ

イ

モ

．

が

　

コ

ヒ

ツ

ツ

ア

ル

’

ム

「
『
也
末
雨
也
伊
毛
我
　
古
非
都
迫
安
流
良
牟
』
　
（
十
五
・
三
六
六
九
）
、

ヤ

マ

ノ

サ

ク

’

ハ

　

イ

カ

ニ

カ

7

ル

’

ム

『
山
能
桜
者
　
何
如
有
良
武
』
（
八
・
一
四
四
〇
）
の
如
く
ア
ル
ラ
ム
と
な．

ノ

ら
わ
は
な
ら
ぬ
。
『
将
有
』
は
ア
ラ
ム
と
訓
む
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
『
瓢

レ

　

モ

ナ

ク

　

7

ル

ヲ

ム

ヒ

ト

・

’

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ケ

フ

毛

カ

モ

　

イ

ソ

ノ

ウ

ヲ

ミ

ニ

獲
錘
″
錘
有
人
乎
』
（
四
・
七
石
）
、
『
今
日
毛
鴨
橋
之
滞
廻
爾

乱
而
将
有
』
　
（
七
・
一
一
五
五
）
の
如
く
ア
ル
ラ
ム
と
訓
ま
れ
た
と
思

は
れ
る
例
も
あ
る
か
ら
今
も
ア
ル
ラ
ム
と
訓
む
事
は
許
さ
れ
る
」
　
（
二

三
頁
）

と
。
更
に
例
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、

あ
る
ら
ひ
き
み
そ

秋
田
刈
る
仮
定
を
つ
く
り
威
し
て
有
藍
君
瑚
見
む
よ
し
も
が
も
（
巻
十

の
二
二
四
八
）

あ
る
ら
ひ
こ
ら
は

敷
梓
の
衣
手
離
れ
て
吾
を
待
つ
と
在
濫
子
等
者
面
影
に
見
ゆ
（
巻
十
一
の

二
六
〇
七
）

は

な

l

れ

て

あ

し
ま
し
く
も
独
り
あ
り
得
る
も
の
に
あ
れ
や
島
の
む
ろ
の
木
波
祭
礼
亘
安

る

ら

む

流
良
武
（
遺
新
羅
使
人
、
巻
十
五
の
三
六
〇
〇

あ

る

ら

む

き

み

を

相
思
は
ず
安
流
良
牟
伎
美
乎
あ
や
し
く
も
嘆
き
渡
る
か
人
の
問
ふ
ま
で

（
大
伴
宿
顧
池
主
、
巻
十
八
の
四
〇
七
五
）

等
は
仮
名
吉
例
で
あ
り
、
そ
し
て
、

あ

る

ら

む

こ

ゆ

ゑ

相
思
は
ず
将
有
児
故
玉
の
緒
の
長
き
春
日
を
思
ひ
蓉
さ
く
（
巻
十
の
一

九
三
六
）

ゆ

た

に

あ

る

ら

む

海
原
の
路
に
乗
り
て
や
わ
が
恋
ひ
居
ら
む
大
船
の
由
多
雨
将
有
人
の
児



ゆ
ゑ
に
（
巻
十
一
の
二
三
六
七
）

あ
る
ら
ひ
こ
ゆ
ゑ

橡
の
一
重
の
衣
う
ら
も
な
く
将
有
児
故
恋
ひ
渡
る
か
も
（
巻
十
二
の
二

九
六
八
）

等
の
「
将
有
」
も
四
音
に
「
あ
る
ら
む
」
と
訓
ま
ね
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
「
ら
む
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
現
在
の
事
態
を
整
剋
す
る
…
…
。
旦
別

に
見
え
て
い
な
い
事
樺
を
冒
頃
は
さ
ぞ
か
し
～
の
こ
と
で
あ
ろ
う
』
と
思

い
や
る
気
拝
で
あ
る
」
（
「
基
本
助
動
詞
解
説
し
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
）
、
「
句
や
文

の
末
尾
に
き
て
、
そ
の
旬
ま
た
は
文
の
表
現
す
る
事
臆
そ
の
も
の
の
存
在
を
、

表
現
者
自
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
抹
の
疑
念
を
残
し
て
、
推

量
的
に
言
う
J
　
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
上
代
編
』
）
と
あ
る
こ
と
が
当
て
供

ま
る
の
で
あ
る
。
喝
　
「
ア
ル
ラ
ム
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
音
数
の
関
係

で
ア
ラ
ム
と
い
っ
た
」
は
既
に
引
用
し
て
い
る
。
二
六
九
番
歌
は
、
歌
の
上
に

「
山
」
は
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
敢
え
て
「
山
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
い
い

の
で
は
な
い
か
。
「
昆
部
坂
」
を
越
え
ん
と
し
て
顧
み
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
が

「
所
焼
乍
可
将
有
」
で
あ
り
、
か
つ
、
私
は
皆
喩
歌
と
み
て
い
る
の
で
あ
り
、

従
っ
て
こ
こ
は
「
や
く
」
で
は
な
く
「
も
ゆ
」
と
訓
ま
ね
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
る
。
限
前
の
情
景
で
は
な
く
、
遠
く
離
れ
て
い
る
人
の
胸
の
思
い
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
や
く
」
も
「
も
ゆ
」
も
、
皆
喩
的
に
、
情
熱
の
盛
ん
な
さ
ま
、
思
い
焦
が

れ
る
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
胸
の
思
い
1
－
「
心
」
と
関
わ

る
例
は
「
も
ゆ
」
の
方
が
一
般
的
で
は
な
い
か
。

山
上
憶
良
の
「
老
身
霞
病
経
r
年
辛
苦
、
及
思
二
児
等
】
訝
」
に
、

さ
ま
よ

…
…
年
長
く
　
病
み
し
渡
れ
ば
　
月
累
ね
　
憂
ひ
吟
ひ
　
こ
と
こ
と
は

死
な
な
と
思
ヘ
ビ
　
五
月
蟻
な
す
　
騒
く
児
等
を
　
打
棄
て
て
は
　
死
に

こ
こ
ろ
は
－
。
え
ぬ

は
知
ら
ず
　
見
つ
つ
あ
れ
ば
　
心
波
母
箪
翠
…
：
（
巻
玉
の
八
九
七
）

大
伴
家
持
が
病
の
た
め
に
「
殆
臨
l
泉
路
こ
み
、
都
の
妻
を
恋
い
「
越
中
国

守
之
館
」
で
詠
ん
だ
歌
に
、

…
…
玉
梓
の
　
道
を
た
遠
み
　
問
任
も
遣
る
よ
し
も
な
し
忠
は
し
き

こ

こ

ろ

は

も

一

九

ね

言
伝
て
遣
ら
ず
　
恋
ふ
る
に
し
　
情
波
母
要
奴
…
…
（
巻
十
七
の
三
九
六

二
）

そ
し
て
、
同
じ
く
家
持
が
「
思
一
致
遼
寧
」
い
て
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
に
、

今
更
招
き
寄
せ
る
手
立
て
も
な
く
、

こ
こ
ろ
　
に
　
は
　
　
ひ
　
さ
　
へ
　
も
　
九
　
つ
　
つ

…
…
言
ふ
為
方
の
　
た
ど
き
を
知
ら
に
　
心
南
淡
　
火
佐
倍
毛
要
郡
迫

思
ひ
恋
ひ
　
息
づ
き
あ
ま
り
…
…
（
同
の
四
〇
二
）

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
例
は
、
い
っ
そ
の
事
死
ん
で
し
ま
お
う
か

と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
目
の
前
に
「
騒
い
で
居
る
子
供
を
捨
て
て
は
、
死
ぬ
こ

と
さ
へ
も
出
来
ず
、
其
の
子
供
等
を
見
て
居
れ
ば
心
中
は
焼
か
れ
る
如
く
で
あ
一

る
」
（
『
万
葉
集
私
注
』
第
五
巻
の
二
三
〇
頁
）
と
、
離
れ
て
い
る
著
に
対
し
て
　
1
0

で
は
な
い
が
「
心
は
燃
え
ぬ
」
と
い
い
、
第
三
例
は
異
性
で
は
な
い
に
し
ろ
わ
一

が
許
か
ら
逃
げ
去
っ
た
脛
を
思
え
ば
わ
が
「
心
に
は
火
さ
へ
然
え
っ
つ
思
ひ
恋

ひ
」
と
、
切
な
い
思
い
を
い
う
こ
と
第
一
一
例
の
そ
れ
と
同
断
で
あ
る
。

そ
し
て
、
仮
名
書
き
で
は
な
い
が
、
「
心
」
を
伴
う
例
と
し
て
、

こ
C
ろ
に
l
は
．
P
九
て
h
苧
も
九
山

情
庭
鮫
而
念
抒
う
つ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
妹
に
達
は
ぬ
か
も
（
「
寄

物
陳
思
し
、
巻
十
二
の
二
九
三
二
）

は
「
も
ゆ
」
と
訓
ん
で
い
い
と
思
う
し
、
又
、

も
え
っ
つ
わ
た
れ

妹
が
名
も
わ
が
名
も
立
た
ば
惜
し
み
こ
そ
布
士
の
高
貴
の
蛭
乍
渡
（
「
寄

物
陳
思
」
、
巻
十
一
の
二
六
九
七
）

に
つ
い
て
、
「
或
歌
」
に
は
初
旬
が
「
君
が
名
も
」
、
第
四
、
五
句
が
「
不
尽

も
九
つ
つ
も
を
れ

の
高
嶺
の
燥
乍
毛
居
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
両
首
と
も
「
高
嶺
の
」

ま
で
が
「
標
」
の
序
詞
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
一
字
は
恋
人
を
思
う
己
れ
の
心



を
富
士
の
高
嶺
の
よ
う
に
燃
え
て
い
る
と
「
も
ゆ
」
と
訓
む
べ
く
、
頬
歌
に
、

吾
妹
子
に
逢
ふ
よ
し
を
無
み
駿
河
な
る
不
尽
の
高
嶺
の
焼
管
香
将
有
（
「
寄

物
陳
思
」
、
巻
十
一
の
二
六
九
五
）

が
あ
り
、
こ
の
「
焼
」
も
右
の
例
に
倣
い
「
も
ゆ
」
と
訓
む
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
二
六
九
五
番
歌
、
『
万
葉
集
注
釈
』
に
、
「
も
え
つ
つ
か
あ
ら
む
」
と
訓
み
、

「
い
つ
も
心
が
燃
え
つ
づ
け
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
」
　
（
巻
十
一
の
三
九
一

頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
だ
け
で
は
「
あ
ら
む
」
は
己
れ
で
あ
る
か

相
手
の
こ
と
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
沢
萬
博
士
は
二
六
九
番
歌
の
解
釈

の
中
に
、
二
六
九
五
番
歌
の
「
例
で
も
わ
か
る
や
う
に
、
ア
ラ
ム
と
訓
め
ば
、

作
者
み
づ
か
ら
が
燃
ゆ
る
思
ひ
を
つ
づ
け
る
事
か
、
と
い
ふ
事
で
あ
る
べ
き
」

（
二
三
頁
）
と
い
わ
れ
己
れ
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、

こ
こ
も
亦
『
万
葉
集
注
釈
』
の
二
六
九
番
歌
の
第
四
旬
の
訓
に
倣
い
、
「
逢
ふ

よ
し
を
無
み
」
を
承
け
る
「
燃
え
つ
つ
」
は
「
吾
妹
子
」
で
あ
っ
て
こ
そ
相
応

し
く
、
「
吾
妹
子
」
の
心
を
「
燃
え
つ
つ
か
あ
る
ら
む
」
と
推
畳
し
て
い
る
と

訓
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
K
九
番
歌
に
戻
れ
ば
、
「
準
え
つ
つ
か
あ
る
ら
む
」
は
、
作
者
が
後
に
残

し
て
来
た
人
の
心
を
思
い
遣
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
わ
が
袖
も
ち
て

隠
さ
む
を
」
は
そ
の
燃
え
て
い
る
心
の
火
を
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
「
隠
さ
む
」
の
「
隠
す
」
が
、
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
、
見
ら
れ
な
い

よ
う
に
す
る
の
本
来
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
の
多
い
こ
と
は
当
然
で
あ

る
と
し
て
、
中
で
、
例
え
ば
、

は

つ

せ

　

　

　

　

　

わ

が

か

く

せ

も

つ

ま

長
谷
の
斎
硯
が
下
に
吾
隠
在
妻
あ
か
ね
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
人
見
て
む

か
も
㌫
謂
針
（
巻
十
；
二
三
五
三
）

の
第
三
旬
は
隠
し
て
あ
る
妻
で
あ
る
が
、
大
切
な
も
の
を
人
目
か
ら
隠
し
見
せ

た
く
な
い
と
い
う
気
緒
は
、
わ
が
思
い
を
隠
す
こ
と
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

か
く
さ
▲
な
み
の

沖
つ
藻
を
隠
障
浪
五
百
重
波
千
重
し
く
し
く
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
巻

十
一
の
二
四
三
七
）

は
「
寄
物
陳
思
」
の
一
首
。
「
五
百
重
波
」
ま
で
ほ
序
で
あ
る
が
、
幾
重
に
も

残
盃
に
も
し
き
り
と
恋
い
つ
づ
け
て
い
る
己
が
心
中
の
思
い
を
「
沖
つ
漠
」
に

皆
え
、
そ
れ
を
「
隠
さ
ふ
波
」
、
す
な
わ
ち
、
人
目
に
は
隠
れ
て
見
え
ぬ
あ
が

「
恋
ひ
わ
た
る
」
心
で
あ
る
の
で
あ
る
。
「
隠
す
」
に
は
大
切
に
包
み
隠
す
意

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ま

き

か

く

し

わ
が
袖
に
霞
た
ば
し
る
巻
隈
消
た
ず
て
あ
ら
む
妹
が
見
む
た
め
（
「
冬

雑
歌
」
、
巻
十
の
二
三
一
二
）

は
わ
が
袖
に
大
切
に
巻
き
入
れ
て
隠
し
、
「
妹
が
見
む
た
め
」
解
け
や
す
い
隈

を
「
消
た
ず
」
に
お
き
た
い
と
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
わ
が
袖
に
」
霞

を
「
巻
き
隠
し
」
て
と
、
こ
れ
は
対
象
と
な
る
も
の
を
や
さ
し
く
包
み
隠
さ
ん

と
い
う
こ
と
に
通
じ
、
こ
の
心
情
は
、
二
六
九
番
歌
の
「
わ
が
袖
も
ち
て
隠
さ

む
」
と
正
に
相
重
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
隠
す
」
に
関
わ
る
「
袖
」
を
更
に
敷
宿
し
て
、
二
六
九
番
歌
の

第
二
、
三
句
に
男
女
の
交
情
を
読
み
取
っ
た
と
し
て
も
あ
な
が
ち
牽
強
の
批
難

を
受
け
な
い
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
い
て
は
、

そ
で
を
た
の
み
て

我
妹
子
が
袖
乎
憑
而
真
野
の
浦
の
小
菅
の
笠
を
着
ず
て
采
に
け
り
（
巻

十
一
の
二
七
七
一
）

を
読
ん
で
み
た
い
。
「
春
物
陳
思
」
の
一
首
で
あ
る
が
、
『
万
薬
代
匠
記
』
精

撰
本
に
、「

袖
ヲ
憑
テ
ト
ハ
、
若
雨
ノ
降
コ
ト
ア
ラ
バ
妹
力
衣
ヲ
倍
テ
袖
ヲ
打
被
テ

帰
ラ
ム
ト
思
ヒ
テ
急
ク
余
リ
ニ
空
ノ
オ
ホ
ツ
カ
ナ
キ
こ
そ
菅
笠
ヲ
ク
ニ
取

敢
ス
来
ツ
ル
ソ
ト
ヨ
メ
リ
」
（
『
契
沖
全
集
』
第
三
巻
の
四
〇
八
頁
）

日日表



と
い
い
、
『
万
葉
考
』
は
、

「
乗
に
け
り
と
い
へ
ば
妹
が
家
へ
到
て
そ
の
道
の
程
小
雨
に
ぬ
れ
た
る
を

も
て
戯
に
か
く
い
へ
る
か
し
（
『
増
訂
賀
茂
真
淵
全
集
』
巻
一
の
三
一
五

頁
）

と
、
こ
の
「
戯
」
を
支
持
す
る
説
も
多
く
、
『
万
葉
集
注
釈
』
に
そ
れ
ら
を
ま

と
め
て
、
「
雨
が
零
ら
な
く
と
も
さ
う
し
た
戯
れ
心
で
詠
ま
れ
た
と
も
見
る
事

が
出
来
る
」
　
（
巻
十
一
の
四
五
四
頁
）
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私

は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
頭
注
の
「
大
意
」
に
、

「
吾
妹
子
の
着
物
の
袖
（
で
か
く
し
て
も
ら
う
こ
と
）
を
た
の
み
に
し

て
、
真
野
の
酒
の
小
菅
で
拐
ん
だ
笠
を
か
ぶ
ら
ず
に
来
て
し
ま
っ
た
」

（
三
の
二
三
入
貢
）

と
あ
る
こ
と
に
心
惹
か
れ
る
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
ま
だ
「
肘
笠
」
の

語
は
な
い
。
右
の
解
釈
の
括
弧
に
入
れ
て
あ
る
部
分
は
、
『
万
薬
代
匠
記
』
に
、

も
し
雨
が
降
っ
た
な
ら
ば
そ
の
時
は
妹
の
衣
を
借
り
そ
の
袖
を
打
ち
被
て
帰
ら

む
と
い
う
意
の
延
長
組
上
に
は
な
い
。
と
い
わ
ん
よ
り
は
寧
ろ
こ
こ
は
、
括
弧

の
中
は
更
に
望
喩
と
し
て
、
袖
に
隠
し
て
も
ら
う
、
す
な
わ
ち
、
暖
か
く
包
み

労
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
頼
み
に
し
て
雨
に
濡
れ
る
の
も
厭
わ
ず
吾
妹
子
の
許
ま

で
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
は
、
共
寝
を
薪
み
に
し
て
と
い
い
換
え
て
も
よ
い
と
こ
ろ

と
思
っ
て
い
る
。
更
に
い
え
ば
、
折
か
ら
の
雨
を
契
枚
と
し
て
、
苦
労
し
て
わ

ざ
わ
ざ
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
と
己
れ
の
思
い
を
相
手
の
心
に
訴
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
「
着
せ
ず
て
」
に
述
べ
た
こ
と
に
重
復
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
と

思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
げ
た
二
六
〇
八
番
歌
に
付
け
加
え
て
い
え
ば
、

「
袖
」
そ
の
も
の
も
共
寝
に
関
わ
ら
せ
て
解
釈
す
べ
き
歌
も
多
い
。
「
片
敷
く
」

に
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
例
は
、
丹
比
大
夫
が
亡
妻
を
憬
恰
む
挽
歌
の
一
節

に
、
「
袖
片
敷
き
て
　
独
り
か
も
寝
む
」
　
（
巻
十
五
の
三
六
二
五
）
と
あ
る
l

例
の
み
で
は
あ
る
が
、

紀
伊
国
に
し
て
作
れ
る
歌
二
首

こ
ろ
も
か
た
し
さ

ゎ
が
恋
ふ
る
妹
は
達
は
さ
ず
玉
の
活
に
譲
匪
確
り
か
も
寝
む

玉
く
し
げ
明
け
ま
く
惜
し
き
あ
た
ら
夜
を
袖
可
礼
而
独
り
か
も
寝
む
（
柿

本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
集
所
出
、
巻
九
の
一
六
九
二
～
三
）

の
二
首
を
み
て
も
、
又
、
後
者
、
「
こ
ろ
も
で
」
を
「
袖
」
と
裏
記
し
て
い
る

こ
と
な
ど
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
「
袖
」
に
こ
だ
わ
っ
て
例
を
一
、

二
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、

…
…
妹
と
苦
　
手
た
づ
さ
は
り
て
　
朝
に
は
　
庭
に
出
で
立
ち
　
夕
に
は

そ
で
さ
し
か
へ
て

床
う
ち
払
ひ
　
自
た
へ
の
　
袖
指
代
而
　
さ
寝
し
夜
や
　
常
に
あ
り
け
る

…
…
（
「
秋
相
聞
」
、
巻
八
の
〓
ハ
二
九
）

そ
で
か
へ
し
象
み

し
き
た
へ
の
袖
易
之
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く
亦
も
逢
は
め
や
も
霊
、

豊
蛸
に
（
「
挽
歌
」
、
柿
本
朝
臣
人
麿
、
巻
二
の
一
九
五
）

そ
で
さ
し
か
へ
て

自
た
へ
の
　
袖
指
可
倍
氏
　
靡
き
駐
し
　
わ
が
黒
髪
の
　
ま
白
髪
に
　
成

り
な
む
極
み
…
…
（
「
挽
歌
」
、
高
橋
朝
臣
、
巻
三
の
四
八
一
）

等
に
見
る
「
袖
さ
し
交
ふ
」
は
、
第
一
例
は
大
伴
家
持
が
大
伴
坂
上
大
蟻
に
贈

っ
た
長
歌
の
一
節
、
第
二
例
は
夫
を
失
な
っ
た
妻
の
思
い
を
、
第
三
例
は
「
悲

二
傷
死
妻
こ
す
る
夫
の
挽
歌
で
あ
る
が
、
後
者
の
二
例
、
夫
婦
と
し
て
共
に
過

ご
し
た
日
々
の
典
型
が
正
に
「
袖
さ
し
交
ふ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
袖
を

ま
く
」
も
亦
同
断
。
例
え
ば
、
巻
十
二
の
「
正
述
心
緒
」
に
、

そ
で
を
ま
に
ま
か
ば

う
ら
ぶ
れ
て
離
れ
に
し
袖
叫
又
巻
老
過
ぎ
に
し
恋
い
乱
れ
釆
む
か
も

（
巻
十
二
の
二
九
二
七
）

と
あ
る
は
共
痙
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
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そ

で

に

ム

れ

て

よ

自
た
へ
の
袖
．
蝕
而
夜
わ
が
背
子
に
わ
が
恋
ふ
ら
く
は
止
む
時
も
無
し

（
「
寄
物
陳
思
」
、
巻
十
一
の
二
六
二
一
）

は
、
「
わ
が
背
子
」
の
袖
に
触
れ
て
か
ら
は
と
、
「
袖
」
は
男
女
の
交
情
そ
の

も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
袖
」
で
「
隠
す
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
隠
す
」
は
や
さ
し

く
労
わ
り
包
み
隠
す
こ
と
で
あ
り
、
既
述
の
ご
と
く
「
隠
す
」
の
対
象
は
一
首

の
表
面
に
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
心
燃
ゆ
る
思
い
、
そ
し
て
「
ら

む
」
と
そ
れ
は
想
像
さ
れ
る
相
手
の
燃
ゆ
る
思
い
で
あ
っ
た
答
で
あ
り
、
そ
れ

を
「
わ
が
袖
も
ち
て
」
女
ら
し
く
や
さ
し
く
「
隠
さ
む
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る

が
人
の
日
が
あ
っ
た
の
で
そ
れ
も
か
な
わ
ず
、
つ
い
に
「
袖
」
を
「
着
せ
ず
て

乗
に
け
り
」
と
、
「
隠
す
」
は
「
着
す
」
と
殆
ん
ど
同
義
に
用
い
ら
れ
、
そ
の

繰
り
返
し
に
、
足
部
坂
を
越
え
る
に
あ
た
っ
て
今
更
の
ご
と
く
に
「
人
見
ず

は
」
と
取
り
返
し
の
つ
か
ね
そ
の
時
の
情
景
を
想
起
し
心
を
後
に
残
し
て
い
る

作
者
の
思
い
が
読
む
者
に
迫
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
「
着
せ
ず
て
」
に
は
回
想

す
る
作
者
が
あ
り
、
「
け
り
」
に
込
め
ら
れ
た
詠
嘆
は
そ
の
よ
う
に
み
て
こ
そ

深
い
。以

上
、
私
は
こ
の
一
首
を
皆
喩
歌
と
し
て
み
た
い
と
思
い
些
か
按
述
し
て
来

た
の
で
あ
っ
た
が
、
最
後
に
、
も
し
人
の
日
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
相
手
の
思
い

も
入
れ
て
よ
か
っ
た
も
の
を
、
今
も
こ
の
私
を
思
っ
て
心
に
燃
え
つ
つ
あ
る
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
共
寝
を
許
さ
な
い
で
来
て
し
ま
っ
て
心
残
り

な
こ
と
だ
と
解
釈
し
小
文
の
結
論
と
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

又
、
蛇
足
な
が
ら
、
か
く
み
て
こ
そ
こ
の
二
六
九
番
歌
が
こ
こ
に
排
列
さ
れ

て
い
る
こ
と
の
必
然
性
も
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
政
治
的
背
景
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
ま
で
は
今
は

考
え
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
1
北
九
州
大
学
文
学
部
教
授
　
－

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

和
泉
式
部
研
究

清
水
文
雄
著

内
容
は
四
部
に
分
か
れ
る
。

I
は
、
「
和
泉
式
部
」
の
作
家
論
に
始
ま
り
、
「
伝
西
行
筆
和
泉
式
部
続
集

零
本
に
つ
い
て
」
、
「
伝
行
成
筆
和
泉
式
部
集
切
の
二
三
に
つ
い
て
」
の
伝
本
資

料
研
究
、
「
和
泉
式
部
統
集
に
収
録
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
『
帥
宮
挽
歌
群
』
に
つ

い
て
」
、
「
い
わ
ゆ
る
『
帥
官
挽
歌
群
』
と
千
載
・
新
古
今
・
続
拾
遺
入
集
和
泉

式
部
歌
」
の
内
容
研
究
、
こ
れ
に
「
和
泉
式
部
続
集
の
成
立
」
、
「
和
泉
式
部
日

記
成
立
に
関
す
る
小
考
－
い
わ
ゆ
る
『
原
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て
」
の
成
立
研
究

と
「
和
泉
式
部
研
究
の
問
題
点
」
、
「
私
家
集
概
説
」
の
二
茄
を
加
え
る
。

Ⅱ
は
、
和
泉
式
部
の
文
学
世
界
の
禿
要
な
表
徴
と
見
ら
れ
る
語
の
意
義
考
察

で
、
司
つ
れ
づ
れ
』
の
源
流
」
、
司
あ
と
な
し
』
と
『
は
か
な
し
と
、
司
は
か

な
し
』
に
つ
い
て
」
、
「
を
か
し
考
　
－
　
和
泉
式
部
日
記
と
紫
式
部
日
記
」
の
四

茄
。Ⅲ

は
、
和
泉
式
部
を
直
接
の
対
象
と
は
し
な
い
が
著
者
が
注
目
す
る
王
朝
の

主
翼
な
文
学
史
的
諸
事
実
に
照
明
を
当
て
、
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
、
「
衣
通

姫
の
流
し
　
「
『
世
を
知
る
』
と
い
う
こ
と
」
、
司
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
』
と
い

う
こ
と
」
の
四
方
を
収
め
る
。

Ⅳ
の
、
司
石
叫
ば
む
』
の
位
置
」
は
、
『
垣
内
松
三
著
作
集
』
第
一
巻
に
収

め
ら
れ
た
処
女
出
版
の
解
説
で
あ
る
が
、
そ
の
言
語
形
象
理
論
胎
動
期
以
来
、

常
に
若
者
が
垣
内
理
論
を
文
学
研
究
の
基
礎
理
論
と
し
て
来
た
級
に
つ
な
が
る

一
茄
で
あ
る
。

長
年
、
王
朝
の
文
学
、
特
に
和
泉
式
部
研
究
に
打
ち
こ
ん
で
来
ら
れ
た
著
者

は
、
『
和
泉
式
部
歌
集
の
研
究
』
の
柄
も
ご
完
成
に
な
り
．
補
説
の
筆
を
加
え

て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
（
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
）
。
比
治
山
女
子
短
期

大
学
長
の
要
職
に
お
あ
り
に
な
り
な
が
ら
、
お
ま
と
め
に
な
る
『
和
泉
式
部
歌

集
の
研
究
』
の
公
刊
と
、
御
健
康
と
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
た
い
。

（
A
5
版
、
三
九
六
ペ
ー
ジ
、
昭
和
6
2
年
9
月
、
笠
間
容
院
刊
、
定
価
、
一

一
、
〇
〇
〇
円
）
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