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日
記
的
章
段
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
に
金
子
彦
二
郎
氏
が
、
こ
の
贈
答
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
四
所

収
の
七
言
律
詩
「
南
秦
雪
」
の
一
節
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
（
１
）

さ
れ
て

以
来
、
当
該
章
段
は
こ
の
説
を
ふ
ま
え
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
公
任
か
ら
届
い

た
下
句
（
問
い
）
と
そ
れ
に
返
し
た
清
少
納
言
の
上
句
（
答
え
）
が
、
当
該
漢

詩
の
頷
聯
「
三
時
雲
冷
多
飛
雪
、
二
月
山
寒
少
有
春
」
を
共
通
理
解
と
し
て
い

た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
公
任
が
送
り
つ
け
て
き
た

「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
の
解
釈
に
は
、
諸
説
間
に
対
照
的
な
振
幅
が

存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
ず
か
に
春
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
肯
定
的
に

見
る
説
と
、「
春
ら
し
い
感
じ
は
き
わ
め
て
少
な
い
」
と
否
定
的
に
見
る
説
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、
未
だ
解
決
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

清
少
納
言
が
返
し
た
上
句
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
に
つ
い
て

は
、「
空
が
寒
い
の
で
、
花
が
散
る
と
見
ま
が
う
よ
う
に
雪
が
降
っ
て
き
て
」

と
い
う
解
釈
に
諸
説
変
わ
り
は
な
い
が
、
公
任
か
ら
の
問
い
（
下
句
）
に
対
し

は
じ
め
に

世
に
「
一
条
朝
の
四
納
言
」
の
一
人
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
藤
原
公
任
が

『
枕
草
子
』
に
は
参
議
と
し
て
一
章
段
の
み
登
場
す
る
。
中
宮
に
従
っ
て
上
の

御
局
に
伺
候
し
て
い
た
清
少
納
言
に
対
し
て
、
二
月
末
に
も
か
か
わ
ら
ず
粉
雪

ま
じ
り
の
風
が
強
く
吹
い
て
い
た
時
分
の
こ
と
。「
公
任
の
宰
相
殿
」
が
懐
紙

に
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
和
歌
の
下
句
を
書
き
付
け
た
文
を
寄
越

し
て
き
た
。
折
か
ら
一
条
天
皇
が
訪
れ
て
い
た
た
め
、
中
宮
定
子
に
相
談
す
る

事
も
で
き
な
い
ま
ま
主
殿
司
か
ら
返
事
を
急
か
さ
れ
た
清
少
納
言
は
、「
さ
は

れ
」
と
思
い
切
り
つ
つ
も
恐
れ
に
打
ち
震
え
な
が
ら
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て

散
る
雪
に
」
と
上
句
を
付
け
て
返
し
た
。
そ
の
評
価
は
知
り
た
い
け
れ
ど
も
、

批
判
さ
れ
て
い
た
ら
聞
き
た
く
な
い
な
ど
と
気
に
掛
け
て
い
た
が
、
結
果
的
に

源
俊
賢
が
「
な
ほ
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
」
と
賞
賛
し
て
い
た
と
「
左
兵
衛
督

の
中
将
に
お
は
せ
し
」
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
、
と
い
う
い
き
さ
つ
ま
で
記
し
た

『
枕
草
子
』「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
の
解
釈
と
対
応

︱ 

『
白
氏
文
集
』「
南
秦
雪
」
の
享
受
と
変
容
の
様
相 
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「
誰
々
か
」
と
問
へ
ば
、「
そ
れ
そ
れ
」
と
言
ふ
。
み
な
い
と
は
づ
か
し
き

中
に
、
宰
相
の
御
い
ら
へ
を
、
い
か
で
か
事
な
し
び
に
言
ひ
出
で
む
と
、
心

一
つ
に
苦
し
き
を
、
御お
ま
へ前

に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
す
れ
ど
、
上
の
お
は
し
ま
し

て
御
殿
籠
り
た
り
。
主
殿
司
は
「
と
く
と
く
」
と
言
ふ
。
げ
に
遅
う
さ
へ
あ

ら
む
は
い
と
取
り
所
な
け
れ
ば
、「
さ
は
れ
」
と
て
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ

て
散
る
雪
に
」
と
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
取
ら
せ
て
、
い
か
に
思
ふ

ら
む
と
、
わ
び
し
。
こ
れ
が
事
を
聞
か
ば
や
と
思
ふ
に
、
そ
し
ら
れ
た
ら
ば

聞
か
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
を
、「
俊
賢
の
宰
相
な
ど
、『
な
ほ
内
侍
に
奏
し
て
な
さ

む
』
と
な
む
定
め
給
ひ
し
」
と
ば
か
り
ぞ
、
左
兵
衛
督
の
中
将
に
お
は
せ
し
、

語
り
給
ひ
し
。

当
該
章
段
に
は
一
条
天
皇
（「
上
」）、
中
宮
定
子
（「
御
前
」）
を
は
じ
め
、

内
裏
に
伺
候
し
て
い
た
錚
々
た
る
殿
上
人
た
ち
の
名
が
登
場
す
る
。
清
少
納
言

が
活
躍
し
た
時
期
に
あ
わ
せ
て
確
認
し
て
み
た
い
。

〈
資
料
二
〉
本
文
に
記
さ
れ
た
人
物
た
ち

①
公
任
の
宰
相
殿
（
藤
原
公
任
）
康
保
三
年
（
九
六
六
）
生
。
小
野
宮
流
の

故
関
白
太
政
大
臣
頼
忠
の
長
男
。
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
任
参
議
、
長
徳

二
年
（
九
九
六
）
任
右
衛
門
督
、検
非
違
使
別
当
、長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）

八
月
任
中
納
言
。

②
俊
賢
の
宰
相
（
源
俊
賢
）
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
生
。
故
西
宮
左
大
臣
源

高
明
の
息
。
道
長
室
の
明
子
や
経
房
の
兄
。
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
任
参

議
。
長
保
三
年
八
月
任
右
近
中
将
。
一
条
朝
四
納
言
の
一
人
。

て
清
少
納
言
が
上
句
を
付
け
て
返
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
契
機
と
な
っ
た
公
任

の
問
い
か
け
の
解
釈
に
振
幅
が
あ
る
以
上
、
清
少
納
言
が
こ
の
よ
う
に
上
句
を

付
け
た
対
応
の
論
理
も
連
動
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
解
決
を
図
る
た
め
、

こ
の
や
り
と
り
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
る
『
白
氏
文
集
』「
南

秦
雪
」
の
当
該
句
本
来
の
解
釈
と
『
枕
草
子
』
本
文
に
記
さ
れ
て
い
る
〈
場
〉

の
状
況
か
ら
、
ま
ず
こ
の
表
現
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
比
較
し
、
さ
ら
に
話
の

展
開
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
の
振
幅

当
該
章
段
は
『
枕
草
子
』
第
一
〇
二
段
「
二
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
」
と
し
て

見
え
る
。
二
月
末
日
ご
ろ
、
風
が
強
く
吹
き
、
雲
が
黒
く
立
ち
こ
め
て
、
雪
が

少
し
ち
ら
つ
く
空
模
様
で
あ
っ
た
時
、
黒
戸
に
来
た
主
殿
司
が
、
応
対
に
出
て

来
た
清
少
納
言
に
、
懐
紙
に
記
さ
れ
た
公
任
宰
相
か
ら
の
手
紙
を
渡
す
と
こ
ろ

か
ら
は
じ
ま
る
。

〈
資
料
一
〉『
枕
草
子
』
第
一
〇
二
段
「
二
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
」
（
２
）

二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
空
い
み
じ
う
黒
き
に
、
雪

少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
、
黒
戸
に
主
殿
司
来
て
、「
か
う
て
候
ふ
」
と
言

へ
ば
、
寄
り
た
る
に
、「
こ
れ
、
公
任
の
宰
相
殿
の
」
と
て
あ
る
を
見
れ
ば
、

懐
紙
に
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
あ
る
は
、
げ
に
今
日
の
け
し
き

に
い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
、
こ
れ
が
本も
と

は
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
と
、
思
ひ

わ
づ
ら
ひ
ぬ
。
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③
わ
づ
か
ば
か
り
春
の
あ
る
気
持
が
す
る
。

（
金
子
元
臣
氏
『
枕
草
子
評
釈
』
（
６
）

増
訂
版
）

④
春
二
月
と
は
名
の
み
で
、
春
ら
し
い
趣
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
意
。

（
五
十
嵐
力
氏
・
岡
一
男
氏
『
枕
草
子
精
講
　
研
究
と
評
釈
』
（
７
））

⑤
い
さ
さ
か
春
の
気
配
を
感
ず
る
意
。
　 （
塩
田
良
平
氏
『
枕
草
子
評
釈
』

（
８
））

⑥
わ
ず
か
に
春
の
気
配
が
あ
る
よ
う
だ
。

（
石
田
穰
二
氏
　
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
枕
草
子
』
（
９
））

⑦
ち
ょ
っ
ぴ
り
春
ら
し
い
心
地
が
す
る
。

（
稲
賀
敬
二
先
生
　
鑑
賞
日
本
の
古
典
５
『
枕
草
子
』
（
10
）
）

⑧
ち
ょ
っ
と
春
め
い
た
気
分
が
す
る
じ
ゃ
な
い
か
。

（
萩
谷
朴
氏
『
枕
草
子
解
環
』
（
11
）

二
・
新
潮
集
成
も
同
）

⑨
少
し
ば
か
り
春
が
あ
る
気
持
が
す
る
。

（
川
瀬
一
馬
氏
　
講
談
社
文
庫
『
枕
草
子（

12
）
』）

⑩
風
が
吹
い
て
寒
い
し
、
空
も
黒
い
が
、
雪
が
散
ら
つ
い
て
い
る
今
日
の
情

景
は
「
白
楽
天
」
の
詩
の
「
二
月
山
寒
く
す
こ
し
春
あ
り
」
と
そ
っ
く
り

で
す
ね
。（
田
中
重
太
郎
氏
　
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ
旺
文
社
『
枕
草
子（

13
）
』）

⑪
少
し
春
が
あ
る
よ
う
な
気
持
が
す
る
。

（
松
尾
聰
氏
・
永
井
和
子
氏
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』・

旧
全
集
と
同
）

⑫
少
し
春
ら
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
で
す
。

（
上
坂
信
男
氏
・
神
作
光
一
氏
　
講
談
社
学
術
文
庫
『
枕
草
子（

14
）
』）

③
左
兵
衛
督
の
中
将
に
お
は
せ
し
（
三
巻
本
勘
物
「
実
成
卿
歟
」）

藤
原
実
成
は
内
大
臣
公
季
の
長
男
。
天
延
三
年
（
九
七
五
）
生
。
長
徳
四

年
（
九
九
八
）
十
月
任
右
近
中
将
。
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
二
月
任
蔵

人
頭
。
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
三
月
任
左
兵
衛
督
。

こ
こ
で
③
「
左
兵
衛
督
の
中
将
に
お
は
せ
し
」
と
記
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て

は
、
三
巻
本
勘
物
に
「
実
成
卿
歟
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
疑
義
を
挟
む
説
も
あ

る
が
、
ひ
と
ま
ず
実
成
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
（
３
）

な
お
長
徳
二
年
か
ら
長
保
三
年

ま
で
の
間
の「
左
中
将
」は
、藤
原
正
光
・
藤
原
斉
信
・
藤
原
頼
親
・
源
経
房
・

源
頼
定
が
お
り
、「
右
中
将
」
は
、
藤
原
道
綱
・
源
宣
方
・
源
経
房
・
源
頼
定
・

源
成
信
・
藤
原
実
成
・
藤
原
成
房
・
源
俊
賢
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
「
左
兵
衛

督
」
を
勤
め
た
人
物
と
し
て
、
藤
原
高
遠
（
長
徳
三
年
九
月
〜
寛
弘
元
年
十
二

月
）・
藤
原
懐
平
（
寛
弘
元
年
十
二
月
〜
寛
弘
六
年
三
月
）・
藤
原
実
成
（
寛
弘

六
年
三
月
〜
長
和
六
年
（
一
〇
一
七
）
四
月
）
の
三
名
が
確
認
で
き
る
。

公
任
・
俊
賢
・
実
成
と
も
に
『
枕
草
子
』
に
当
該
章
段
の
み
登
場
す
る
人
物

で
あ
る
。
そ
の
公
任
宰
相
か
ら
届
い
た
懐
紙
に「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」

と
い
う
和
歌
の
下
句
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
こ
の
下
句
の
解
釈
に
つ
い
て
、

従
来
の
説
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

〈
資
料
三
〉
公
任
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
の
解
釈

①
此
歌
、
心
あ
き
ら
か
な
り
。
即
俊（
マ
マ
）賢

よ
り
送
ら
れ
し
歌
の
句
な
り
。
前
の

詞
書
を
と
り
あ
は
せ
み
る
べ
し
。（
加
藤
磐
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』
（
４
））

②
雪
な
ど
降
荒
て
春
色
の
少
き
心
也
。（
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
（
５
））
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だ
、
と
み
る
の
で
あ
る
。

二
、「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
の
解
釈

こ
の
公
任
か
ら
の
問
い
か
け
（
下
句
）
に
対
し
、
清
少
納
言
は
主
殿
司
か
ら

急
か
さ
れ
る
ま
ま
に
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
上
句
を
付
け
て

返
し
た
。
こ
の
上
句
に
つ
い
て
、
先
学
の
解
釈
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

〈
資
料
四
〉
清
少
納
言
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
の
解
釈

①
此
歌
の
心
、
前
の
歌
の
心
に
か
よ
ひ
て
、
聞
へ
や
す
し
。
前
の
歌
の
詞
書

と
よ
く
見
合
せ
味
は
ふ
べ
し
。      （
加
藤
磐
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』）

②
花
に
ま
が
へ
て
ち
る
雪
に
と
い
ふ
に
て
、
少
し
春
あ
る
を
あ
へ
し
ら
へ
る
也

（
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』）

③
空
が
寒
さ
に
、
花
に
似
せ
て
う
ち
散
る
雪
に

（
金
子
元
臣
氏
『
枕
草
子
評
釈
』
増
訂
版
）

④
空
が
寒
い
の
で
、
花
に
似
せ
て
散
る
雪
に
よ
っ
て
、
の
意
。

（
五
十
嵐
力
氏
・
岡
一
男
氏
『
枕
草
子
精
講
　
研
究
と
評
釈
』）

⑤
空
が
寒
い
の
で
、落
花
に
見
ま
が
う
ば
か
り
降
つ
て
く
る
雪
を
眺
め
る
と
。

（
塩
田
良
平
氏
『
枕
草
子
評
釈
』）

⑥
空
の
寒
さ
に
ま
る
で
花
と
も
み
ま
が
う
ば
か
り
に
雪
が
散
り
落
ち
る
の
で

（
石
田
穰
二
氏
　
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

⑦
空
が
寒
い
の
で
花
の
散
る
の
に
見
ま
が
う
よ
う
な
雪
が
散
り
落
ち
て
き
て

（
稲
賀
敬
二
先
生
　
鑑
賞
日
本
の
古
典
５
『
枕
草
子
』）

一
方
、
解
釈
や
現
代
語
訳
を
記
し
て
い
な
い
も
の
に
、
武
藤
元
信
氏
『
枕
草

子
通
釈
』・
関
根
正
直
氏
『
枕
草
子
集
註
』・
池
田
亀
鑑
氏
『
全
講
枕
草
子
』・

田
中
重
太
郎
氏
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
が
あ
る
。

②
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
と
、
④
五
十
嵐
力
氏
・
岡
一
男
氏
『
枕
草

子
精
講
　
研
究
と
評
釈
』
の
解
釈
が
「
春
ら
し
く
な
い
」
と
否
定
的
に
捉
え
て

い
る
の
に
対
し
、そ
れ
以
外
の
多
数
の
説
が
「
少
し
は
春
ら
し
い
感
じ
が
す
る
」

と
肯
定
的
に
解
釈
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
対
照
的
な
振
幅
が
存
在
す
る
。

さ
ら
に
本
文
に
「
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
、
い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
書
き
手
清
少
納
言
は
「
今
日
の
様
子
に
、
よ
く
合
っ
て
い
る
」
と

み
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
解
釈
と
し
て
、③
金
子
元
臣
氏『
枕
草
子
評
釈
』の〔
釋
〕

を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
金
子
元
臣
氏
は
「
す
こ
し
春
あ
る
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
」

に
つ
い
て
「
空
寒
く
雪
さ
へ
降
り
て
、
春
と
も
覚
え
ね
ど
、
と
に
か
く
二
月
も

晦
日
に
て
、春
の
半
な
れ
ば
、か
く
い
へ
り
。こ
ゝ
は
雪
の
花
か
と
見
ゆ
る
を『
す

こ
し
春
あ
る
』
と
い
へ
る
に
あ
ら
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
寒
空
に
雪
さ
え
ち

ら
つ
く
と
い
う
今
日
の
様
子
は
、
ち
っ
と
も
春
ら
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
の
だ

け
れ
ど
、
二
月
も
末
で
春
の
半
ば
で
も
あ
る
の
で
、
公
任
は
「
少
し
春
あ
る
心

地
こ
そ
す
れ
」
と
詠
ん
で
寄
越
し
た
の
だ
と
し
、
さ
ら
に
雪
を
花
と
見
立
て
て

「
少
し
春
あ
る
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

公
任
か
ら
送
ら
れ
た
下
句
の
意
味
は
、
春
ら
し
さ
は
実
感
さ
れ
な
い
が
、
二
月

も
末
に
な
る
の
で
時
期
的
に
「
少
し
は
春
ら
し
い
心
地
が
す
る
」
と
言
っ
た
の
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ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
金
子
元
臣
氏
は
、
公
任
が
寄
越
し
た
下
句

を
「
わ
づ
か
ば
か
り
春
の
あ
る
気
持
が
す
る
」（〈
資
料
三
〉
の
③
）
と
し
て
春

の
気
配
を
肯
定
的
に
み
る
立
場
で
と
ら
え
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
の
論
理

は
「
春
ら
し
い
感
じ
は
き
わ
め
て
少
な
い
」
と
否
定
的
に
み
る
説
で
も
「
春
ら

し
さ
を
発
見
し
た
反
論
」
と
し
て
十
分
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
清
少
納
言
は
「
今

日
の
け
し
き
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
該
章
段
の
本
文
に
記
さ
れ
た
天
候
の
描
写
を
、
金
子
元
臣
氏
は
「
詞
書
」

と
さ
れ
て
い
る
。
公
任
か
ら
の
下
句
と
清
少
納
言
が
返
し
た
上
句
を
あ
わ
せ
て

「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
和

歌
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
の
状
況
を
記
し
た
「
詞
書
」
と
し
て
本
文
の

描
写
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、
も
ち
ろ
ん
首
肯
さ
れ
よ
う
。

そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
検
証
し
て
み
た
い
。「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
／
風

い
た
う
吹
き
て
／
空
い
み
じ
う
黒
き
に
／
雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
」
と
あ

る
本
文
の
描
写
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
状
況
は
、「
二
月
の
末
ご
ろ
、
風
が
強

く
吹
き
、
空
も
雪
雲
に
覆
わ
れ
て
真
っ
暗
で
、
雪
も
少
し
ち
ら
つ
い
て
い
る
」

と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
金
子
元
臣
氏
が
『
枕
草
子
評
釈
』
の
〔
釋
〕
で

指
摘
さ
れ
た
「
春
と
も
覚
え
ね
ど
」
と
い
う
感
覚
と
実
の
と
こ
ろ
合
致
し
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
本
文
の
描
写
か
ら
は
、「
少
し
春
あ
る
心
地
」
と
は
と
て
も

言
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑧
空
が
寒
い
の
で
花
に
見
ま
が
う
ば
か
り
に
散
る
雪
に

（
松
尾
聰
氏
・
永
井
和
子
氏
　
新
編
全
集
・
旧
全
集
同
）

⑨
空
が
寒
く
て
花
に
見
ま
が
う
よ
う
に
散
る
雪
に

（
川
瀬
一
馬
氏
　
講
談
社
文
庫
）

⑩
（
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
そ
し
て
白
楽
天
の
詩
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、

き
ょ
う
は
）
空
が
寒
い
の
で
散
る
雪
は
ま
る
で
桜
の
花
が
散
る
よ
う
で
ご

ざ
い
ま
し
て                （
田
中
重
太
郎
氏
　
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ
旺
文
社
）

⑪
空
が
寒
い
の
で
花
に
見
ま
が
う
ば
か
り
に
散
る
雪
に

（
松
尾
聰
氏
・
永
井
和
子
氏
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
旧
全
集
同
）

⑫
空
が
寒
い
の
で
、
花
に
見
間
違
え
る
よ
う
散
っ
て
く
る
雪
に
。

（
上
坂
信
男
氏
・
神
作
光
一
氏
　
講
談
社
学
術
文
庫
）

諸
説
を
一
覧
し
て
み
て
も
「
空
が
寒
い
の
で
、
花
が
散
る
と
見
ま
が
う
よ
う

に
雪
が
降
っ
て
き
て
」
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
、振
幅
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

③
金
子
元
臣
氏
は『
枕
草
子
評
釈
』の〔
釋
〕に
お
い
て「
空
寒
み
云
々
」を「
空

の
寒
さ
に
、
花
に
似
せ
て
散
る
雪
景
色
に
、
そ
の
花
と
見
紛
へ
ら
る
ゝ
點
が
、

す
こ
し
は
春
の
心
地
す
る
と
也
。『
散
る
』と
い
へ
る
も
春
の
雪
の
趣
な
る
べ
し
」

と
説
か
れ
る
。
公
任
か
ら
届
い
た
下
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
に
対

す
る
書
き
手
清
少
納
言
の
評
言
「
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
、
い
と
よ
う
あ
ひ
た

る
」（
ま
こ
と
に
今
日
の
景
色
に
と
て
も
よ
く
合
致
し
て
い
る
）
か
ら
、「
す
こ

し
は
春
の
心
地
す
る
」
理
由
を
、
空
か
ら
散
り
来
る
雪
を
花
と
見
ま
が
う
と
こ

ろ
に
見
出
し
、「
降
る
」
で
は
な
く
「
散
る
」
と
詠
ん
で
い
る
点
に
「
春
の
雪
」
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解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
竹
鼻
績
氏
は
『
公
任
集
注
釈
』
に
お
い
て
「
ほ
と
ん
ど
春

ら
し
い
感
じ
が
し
ま
せ
ん
ね（

18
）
」
と
ほ
ぼ
否
定
す
る
立
場
で
解
釈
さ
れ
、
さ
ら
に

『
中
古
歌
仙
集
一
』
所
収
の
『
大
納
言
公
任
集
』
に
お
い
て
も
「
ほ
と
ん
ど
春

ら
し
い
気
が
し
な
い
よ（

19
）
」
と
継
承
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
肯
定
的
に
み
る
説
と

否
定
的
に
み
る
説
が
あ
り
、
対
照
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
贈
答
は
詞
書
に
「
春
の
は
じ
め
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
二
月
つ

ご
も
り
こ
ろ
」
と
あ
る
『
枕
草
子
』
の
時
と
は
異
な
り
、
春
ま
だ
浅
い
正
月
の

は
じ
め
こ
ろ
に
や
り
と
り
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
五
七
ｂ
番
歌

で
詠
ま
れ
た
情
景
は
、『
古
今
和
歌
集（

20
）
』
巻
一
春
上
で
第
二
番
歌
と
し
て
所
収

さ
れ
る
紀
貫
之
の
歌
「
袖
ひ
ち
て
結
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風

や
と
く
ら
む
」
の
発
想
を
反
転
さ
せ
て
、
春
風
が
吹
き
は
じ
め
た
と
は
言
え
、

山
里
で
は
ま
だ
風
が
温
か
く
な
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
順
接

で
結
合
し
て
一
首
仕
立
て
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詠
者
は
第
五
七
ａ
番

歌
の
公
任
か
ら
の
問
い
か
け
を
「
春
ら
し
さ
を
ま
だ
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
否
定
的
に
み
る
立
場
で
解
釈
し
て
、
風
が
温
ま
な
い
山
里
で
は
、
ま
だ

春
ら
し
さ
を
実
感
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
軸
に
成
り
立
っ
て
い
る
贈
答
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
典
拠
の
『
白
氏
文
集
』「
南
秦
雪
」
の
解
釈

清
少
納
言
に
寄
越
し
た
公
任
の
下
句「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」は
、『
白

氏
文
集
』
巻
十
四
「
南
秦
雪
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
清
少
納
言
は
そ
れ
を
理

三
、『
公
任
集
』
所
収
の
贈
答
の
解
釈

公
任
が
寄
越
し
た
こ
の
下
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」は
、『
公
任
集
』

第
五
七
番
歌
に
別
の
人
物
と
の
贈
答
句
と
し
て
見
え
る
こ
と
を
塩
田
良
平
氏
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。

〈
資
料
五
〉『
公
任
集（

15
）
』

　
　
　
　
人
に
、
春
の
は
じ
め
な
り

57
ａ
　
す
こ
し
春
あ
る
心
ち
こ
そ
す
れ

　
　
　
　
と
、
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、

　
ｂ
　
吹
き
そ
む
る
風
も
ぬ
る
ま
ぬ
山
里
は

こ
の
公
任
の
問
い
か
け
の
下
句
（
第
五
七
ａ
番
歌
）
は
、『
枕
草
子
』
に
お

い
て
清
少
納
言
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
全
く
同
じ
問
い
か
け
で
あ
る
が
、

ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
上
句
（
第
五
七
ｂ
番

歌
）
は
、「
吹
き
始
め
た
春
風
も
ま
だ
ま
だ
温
か
く
な
い
山
里
で
は
」
と
答
え

て
お
り
、
一
首
仕
立
て
の
贈
答
に
な
っ
て
い
る
。

公
任
の
問
い
か
け
で
あ
る
第
五
七
ａ
番
歌
で
「
春
の
気
配
」
を
め
ぐ
る
解
釈

を
整
理
し
て
み
よ
う
。
伊
井
春
樹
氏
、
津
本
信
博
氏
、
新
藤
協
三
氏
は
『
公
任

集
全
釈
』
に
お
い
て
「
少
し
春
の
訪
れ
た
よ
う
な
気
配
が
し
ま
す
よ（

16
）
」
と
し
て

春
の
訪
れ
を
感
じ
ら
れ
る
と
肯
定
的
に
み
る
立
場
で
解
釈
さ
れ
る
の
に
対
し
、

後
藤
祥
子
氏
は
『
平
安
私
家
集
』
所
収
の
『
公
任
集
』
に
お
い
て
「
春
の
気
配

も
ま
だ
わ
ず
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね（

17
）
」
と
し
て
や
や
否
定
的
に
み
る
立
場
で
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慣
従
駱
口
到
南
秦
　
　
駱
口
よ
り
南
秦
に
到
る
に
慣
る

三
時
雲
冷
多
飛
雪
　
　
三
時
雲
冷
や
か
に
し
て
　
多
く
雪
を
飛
ば
し

二
月
山
寒
少
有
春
　
　
二
月
山
寒
う
し
て
　
春
有
る
こ
と
少
な
し

我
思
舊
事
猶
惆
帳
　
　
我
は
舊
事
を
思
う
て
　
な
ほ
惆
帳
す

君
作
初
行
定
苦
辛
　
　
君
は
初
行
を
作な

し
て
　
定
め
て
苦
辛
せ
ん

仍
賴
愁
猿
寒
不
叫
　
　
な
ほ
賴
さ
い
は
ひに

　
愁
猿
寒
う
し
て
叫
ば
ず

若
聞
猿
叫
更
愁
人
　
　
も
し
猿
の
叫
ぶ
を
聞
か
ば
更
に
人
を
愁
へ
し
め
ん

当
該
詩
の
頷
聯
「
三
時
雲
冷
多
飛
雪
　
二
月
山
寒
少
有
春
」
と
『
枕
草
子
』

当
該
章
段
の
冒
頭
部
分
「
二
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
空
い

み
じ
う
黒
き
に
、
雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、「
二

月
」「
寒
う
し
て
」「
雲
冷
や
か
に
し
て
」「
雪
を
飛
ば
し
」
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ

重
な
っ
て
お
り
、
状
況
設
定
が
通
じ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。「
南
秦
雪
」

の
頷
聯
を
共
通
知
識
と
し
て
、
公
任
は
第
四
句
「
二
月
山
寒
少
有
春
」
を
ふ
ま

え
て
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
下
句
を
寄
越
し
、
そ
れ
に
対
し

清
少
納
言
は
第
三
句
「
三
時
雲
冷
多
飛
雪
」
を
ふ
ま
え
て
「
空
寒
み
花
に
ま
が

へ
て
散
る
雪
に
」
と
上
句
を
返
し
た
こ
と
に
な
る
。
初
句
を
「
空
寒
み
」
と
す

る
こ
と
で
『
白
氏
文
集
』「
南
秦
雪
」
を
ふ
ま
え
た
謎
か
け
と
理
解
し
た
こ
と

を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、こ
の
論
理
で
行
け
ば「
南
秦
雪
」の
頷
聯
は「
春

夏
秋
の
三
時
に
も
、
雲
は
冷
た
く
て
、
雪
が
舞
う
こ
と
が
多
く
、
二
月
に
な
っ

て
も
、
山
は
寒
く
て
、
春
の
期
間
が
短
い
」
こ
と
を
詩
句
に
作
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、「
春
の
気
配
」
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

解
し
た
上
で
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
い
う
上
句
を
付
け
て
返

し
た
と
い
う
ご
指
摘
は
、
前
述
の
金
子
彦
二
郎
氏
（
１
）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

金
子
彦
二
郎
氏
は
両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
こ
の
贈
答
が
『
白
氏
文
集
』「
南

秦
雪
」
を
出
典
と
し
た
応
酬
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、「
当
日
の
眼
前
の
景
状
に

対
し
て
、
此
の
両
人
（
公
任
・
清
少
納
言
）
が
そ
れ
ぞ
れ
心
々
か
ら
お
の
づ
と

詠
出
唱
酬
し
た
当
座
即
興
の
和
歌
と
看
做
し
て
居
り
、
さ
て
其
の
後
現
代
ま
で

何
等
の
不
審
を
挟
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
見
遁
さ
れ
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
」

と
し
、
二
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
想
に
よ
る
と
し
て
き
た
従
来
の
解
釈
を
否
定

し
て
、し
か
も
公
任
の
寄
越
し
た
下
句
は
「
香
盧
峯
の
雪
」な
ど
と
異
な
り
、「
ほ

ぼ
當
時
の
文
壇
か
ら
は
さ
し
て
愛
讀
愛
誦
を
博
し
て
は
居
な
か
つ
た
白
氏
文
集

中
で
の
凡
作
詩
の
中
閒
（
マ
マ
）

詩
句
を
ば
私
か
に
拉
し
來
り
、
さ
て
、
如
何
ば
か
り

博
識
洽
通
を
誇
る
清
女
と
雖
も
（
中
略
）『
す
こ
し
春
あ
る
…
』
の
如
く
和
歌

に
翻
案
し
去
つ
た
白
詩
句
な
ら
ば
、
よ
も
や
そ
れ
と
観
破
し
、
其
の
對
句
の
詩

意
を
以
て
直
ち
に
應
答
す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
と
打
案
じ
つ
ゝ
挑
み
か
け
た
計

畫
的
所
行
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
当
該
漢
詩
は

数
年
後
に
撰
進
さ
れ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
以
下
に
所
収
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
当
該
句
は
公
任
自
身
も
選
ん
で
い
な
い
漢
詩
の
詩
句
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
の
贈
答
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
『
白
氏
文
集
』

巻
十
四
所
収
の
七
言
律
詩
「
南
秦
雪
」
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

〈
資
料
六
〉『
白
氏
文
集
』
巻
十
四
「
南
秦
雪（

21
）
」

往
歳
曾
為
西
邑
吏
　
　
往
歳
、
曾
て
西
邑
の
吏
と
為
り



̶ 8 ̶

い
る
。
い
わ
ば
〈
重
な
り
〉
と
〈
ず
れ
〉
の
面
を
同
時
に
具
有
し
て
い
る
二
重

な
も
の
だ
っ
た
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。『
白
氏
文
集
』
当
該
詩
の
「
少
し
春

あ
る
」
は
「
春
の
気
配
が
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
し
て
否
定
的
な
意
味
だ
が
、「
心

地
こ
そ
す
れ
」
を
付
加
し
て
下
句
を
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
仕
立

て
る
こ
と
で
『
白
氏
文
集
』
の
世
界
か
ら
の
離
脱
を
意
図
し
た
、
と
見
る
胡
氏

の
ご
指
摘
は
「
内
容
上
『
少
有
春
』
の
理
由
に
当
た
る
『
山
寒
』
の
部
分
が
ぬ

け
て
い
る
」
と
い
う
点
も
含
め
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

た
だ
、
春
の
気
配
に
否
定
的
な
意
味
で
あ
っ
た
『
白
氏
文
集
』
の
「
少
し
春

あ
る
」
を
、
二
月
末
で
「
春
の
気
配
が
沢
山
あ
る
は
ず
」
だ
か
ら
「
白
詩
の
句

を
当
日
の
天
気
に
一
致
す
る
内
容
の
和
歌
と
し
て
詠
み
変
え
る
」
と
解
釈
す
る

よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
日
の
天
気
が
春
の
気
配
を
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
語
る
『
枕
草
子
』
の
本
文
に
注
目
し
て
、『
白
氏
文
集
』
の
世
界

と
公
任
の
い
る
今
日
の
現
実
世
界
が
「〈
重
な
り
〉
と
〈
ず
れ
〉
の
面
を
同
時

に
具
有
し
て
い
る
」
こ
と
を
さ
ら
に
進
め
、「
春
の
気
配
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、

も
う
二
月
も
末
ゆ
え
、
春
ら
し
さ
は
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
両
面
性
に
注
目
し
考
察
し
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

『
白
氏
文
集
』
の
世
界
を
転
換
し
た
も
の
と
し
て
、
圷
美
奈
子
氏
は
清
少
納

言
の
返
し
た
上
句
を
「
原
詩
の
世
界
を
十
分
に
承
知
し
た
上
で
、
そ
の
文
言
を

原
詩
の
世
界
と
は
異
な
る
、
現
時
点
の
状
況
に
合
わ
せ
て
巧
み
に
生
か
し
た
方

法
」
と
見
て
「
今
日
の
こ
の
景
色
に
こ
そ
か
え
っ
て
春
を
感
受
す
る
そ
の
手
立

て
と
し
て
、
散
り
く
る
雪
を
花
に
見
立
て
て
み
せ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る（

24
）
。

伊
東
倫
厚
氏
は
当
該
詩
に
お
け
る
「
少
」
の
字
義
を
精
査
さ
れ
、「
少
有
春
」

は
「
春
色
が
殆
ど
無
い
」
と
い
う
否
定
的
な
意
味
で
あ
る
と
お
さ
え
た
上
で
、

改
め
て
公
任
の
句
を
捉
え
な
お
し
、「
春
有
ル
コ
ト
ス
ク
ナ
シ
」
と
「
ス
コ
シ

春
有
ル
」
の
二
種
類
あ
る
当
時
の
訓
読
法
の
う
ち
「
い
か
に
も
和
語
ら
し
く
、

且
つ
七
音
に
な
る
」「
少
し
春
あ
る
」
を
採
用
し
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

22
）
。

こ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
胡
順
粉
氏
の
ご
指
摘（

23
）

で
、「『
少

有
春
』
の
部
分
は
、
春
の
気
配
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
否
定
的
な
意
味
に

傾
い
た
表
現
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
胡
氏
は
「
公
任
の
句

に
お
け
る
『
す
こ
し
春
あ
る
』
の
あ
ら
わ
す
世
界
も
、
実
際
の
現
実
的
な
も
の

で
は
な
く
、
気
持
ち
の
上
で
の
仮
想
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
中
略
）

そ
の
背
後
に
は
、
現
実
的
に
は
春
の
気
配
が
沢
山
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
意
味

合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
解
釈
さ
れ
た
上
で
、「
白
詩
の
『
少
有
春
』
句
を
、

当
日
の
状
況
に
ぴ
っ
た
り
合
う
も
の
と
し
て
再
構
成
す
る
た
め
に
は
、
確
定
的

な
事
実
で
あ
る
『
少
有
春
』
の
世
界
を
気
持
ち
の
上
で
架
空
な
も
の
に
変
換
さ

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
」
の
で
、
公
任
の
下
句
の
「
心
地
こ
そ
す
れ
」
は
「
白
詩

の
句
を
当
日
の
天
気
に
一
致
す
る
内
容
の
和
歌
と
し
て
詠
み
変
え
る
た
め
の
媒

介
的
な
存
在
」
と
見
て
、「
公
任
の
句
は
、
白
詩
の
句
『
少
有
春
』
を
『
す
こ

し
春
あ
る
』
と
和
語
化
し
て
表
現
し
、
白
詩
の
世
界
に
基
盤
を
持
ち
な
が
ら
も

『
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
』
句
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
詩
の
世
界
と
は
異

な
る
、当
日
の
特
殊
さ
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」と
し
、「
白

詩
の
句
の
世
界
に
依
存
し
な
が
ら
も
、
白
詩
の
世
界
か
ら
の
離
脱
を
は
か
っ
て
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③
　
げ
に
遅
う
さ
へ
あ
ら
む
は
い
と
取
り
所
な
け
れ
ば
、

④
　「
さ
は
れ
」
と
て
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
、

⑤
　
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て

⑥
　
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
、
わ
び
し
。

⑦
　
こ
れ
が
事
を
聞
か
ば
や
と
思
ふ
に
、
そ
し
ら
れ
た
ら
ば
聞
か
じ
と
お
ぼ

ゆ
る
を
、

清
少
納
言
は
、公
任
か
ら
下
句
を
受
け
取
っ
た
瞬
間
か
ら
、①
こ
の
上
句（
本
）

は
と
て
も
付
け
ら
れ
そ
う
も
な
い
、
と
思
い
悩
ん
で
い
た
。
主
殿
司
に
公
任
の

ほ
か
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
が
い
る
の
か
と
尋
ね
、
錚
々
た
る
連
中
が
揃
っ
て

い
る
こ
と
を
知
る
と
、
②
ど
う
し
て
無
難
な
答
え
が
で
き
よ
う
か
、
と
自
分
一

人
で
悩
み
苦
し
む
。
定
子
に
相
談
し
よ
う
と
す
る
が
、
一
条
天
皇
と
お
休
み
に

な
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
も
か
な
わ
ず
、
主
殿
司
に
急
か
さ
れ
る
ま
ま
、
③
返
事

が
遅
く
な
れ
ば
な
お
の
こ
と
取
り
柄
も
な
く
な
る
の
で
、
④
つ
い
に
腹
を
く
く

り
「
え
い
や
っ
」
と
思
い
切
っ
て
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
上

句
を
作
り
あ
げ
、
⑤
震
え
な
が
ら
紙
に
書
い
て
主
殿
司
に
渡
し
、
⑥
こ
れ
を
見

た
公
任
た
ち
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
、
と
心
細
く
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
⑦
公

任
た
ち
の
反
応
を
聞
き
た
い
が
、
け
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
聞
き
た
く
な
い
と
、

気
に
掛
け
振
り
回
さ
れ
て
い
る
複
雑
な
心
境
と
行
動
を
記
し
て
い
る
。

当
時
か
ら
公
任
が
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、「
み
な
い

と
は
づ
か
し
き
中
」（
公
任
を
は
じ
め
、
俊
賢
な
ど
の
い
る
中
）
で
清
少
納
言

か
ら
の
返
事
が
披
露
さ
れ
る
と
い
う
〈
場
〉
の
状
況
は
、
第
七
八
段
「
頭
中
将

清
少
納
言
の
発
想
と
し
て
興
味
深
い
が
、
順
接
で
一
首
仕
立
て
と
な
る
贈
答
歌

の
視
点
で
考
察
す
れ
ば
、
前
提
と
し
て
公
任
は
原
詩
と
異
な
り
、
春
の
気
配
を

感
じ
取
っ
て
肯
定
的
に
み
る
立
場
で
下
句
を
寄
越
し
て
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
も
そ
も
清
少
納
言
は
、
公
任
が
寄
越
し
て
き
た
下
句
「
少
し
春
あ
る
心
地

こ
そ
す
れ
」
を
受
け
取
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

五
、
清
少
納
言
の
躊
躇
と
機
転

公
任
か
ら
送
ら
れ
た
下
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
は
、『
白
氏
文

集
』「
南
秦
雪
」
頷
聯
の
第
四
句
「
二
月
山
寒
少
有
春
」
に
み
え
る
「
少
有
春
」

が
ふ
ま
え
ら
れ
た
も
の
で
、「
少
」
の
字
義
の
検
証
か
ら
『
白
氏
文
集
』
に
お

い
て
「
春
の
気
配
は
感
じ
ら
れ
な
い
」と
否
定
的
に
み
る
説
が
導
き
出
さ
れ
た
。

一
方
で
「
心
地
こ
そ
す
れ
」
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
そ
の
『
白
氏
文
集
』
の
世

界
か
ら
『
枕
草
子
』
当
該
章
段
の
当
日
の
世
界
へ
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
導
き
出
さ
れ
た
。
書
き
手
清
少
納
言
は
本
文
で
「
げ
に
今
日
の
け
し
き
に

い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
」（
今
日
の
様
子
に
よ
く
合
っ
て
い
る
）
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
下
句
を
受
け
取
り
、
し
か
も
自
分
が
返
し

を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
、
か
な
り
困
惑
し
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
当
該
章
段
本
文
の
表
現
に
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
資
料
七
〉
清
少
納
言
の
躊
躇

①
　
こ
れ
が
本
は
、
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
。

②
　
い
か
で
か
事
な
し
び
に
言
ひ
出
で
む
と
、
心
一
つ
に
苦
し
き
を
、
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こ
の
視
点
に
立
ち
、
改
め
て
清
少
納
言
が
返
し
た
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て

散
る
雪
に
」
を
解
釈
し
て
み
た
い
。「
寒
い
空
か
ら
、
白
い
花
の
よ
う
に
舞
い

散
る
雪
に
」
と
い
う
清
少
納
言
の
上
句
は
、
今
日
の
空
模
様
（「
雪
少
し
う
ち

散
り
た
る
ほ
ど
」）
に
合
っ
た
「
雪
」
に
焦
点
を
当
て
て
解
釈
す
れ
ば
、
公
任

が
寄
越
し
た
下
句
を
「
春
の
気
配
は
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
し
て
否
定
的
な

意
味
で
受
け
取
っ
て
返
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
花
」
に
焦
点
を
当
て
て

解
釈
す
れ
ば
、「
そ
れ
で
も
春
の
気
配
は
感
じ
ら
れ
る
」
と
し
て
肯
定
的
な
意

味
で
受
け
取
っ
て
返
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
清
少
納
言
は
、
定
子
に
相
談

で
き
な
い
ま
ま
主
殿
司
に
急
か
さ
れ
、ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
で
機
転
を
利
か
せ
て
、

否
定
的
・
肯
定
的
の
ど
ち
ら
で
も
解
釈
で
き
る
上
句
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て

散
る
雪
に
」
を
詠
ん
で
返
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

27
）
。

空
か
ら
降
り
く
る
雪
を
花
が
散
る
様
に
見
立
て
る
発
想
は
、『
古
今
和
歌
集
』

以
来
の
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
資
料
八
〉
空
か
ら
降
る
雪
を
花
に
見
立
て
る
発
想

①
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
「
春
上
」　
雪
の
降
り
け
る
を
よ
め
る
　 

紀
貫
之

９
　
霞
た
ち
木
の
芽
も
春
の
雪
降
れ
ば
花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け
る

②
『
古
今
和
歌
集
』
巻
六
「
冬
」　
雪
の
降
り
け
る
を
詠
み
け
る清

原
深
養
父

330
　
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
く
る
は
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む

①
は
「
霞
た
ち
」
と
し
て
春
の
訪
れ
を
予
感
さ
せ
て
お
り
、
②
は
清
少
納
言
の
曾
祖

父
が
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
っ
た
。
ま
た
①
は
類
題
集
の
『
古
今
和
歌
六
帖（

28
）
』
第
一

の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」
に
お
い
て
、
頭
中
将
斉
信
か
ら
送
り
つ
け

ら
れ
た
「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
に
対
し
、
清
少
納
言
が
主
殿
司
に
急
か
さ
れ
る

ま
ま
「
草
の
庵
を
誰
か
た
づ
ね
む
」
と
返
し
た（

25
）

時
と
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
加
え
、
公
任
か
ら
送
ら
れ
た
下
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」

を
見
た
清
少
納
言
は
、
文
字
通
り
「
そ
れ
で
も
春
の
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と

だ
」
と
し
て
肯
定
的
な
意
味
で
取
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
典
拠
の
『
白
氏

文
集
』「
南
秦
雪
」
の
「
少
有
春
」
に
従
っ
て
「
春
色
が
殆
ど
無
い
」
と
い
う
否

定
的
な
意
味
で
取
る
べ
き
な
の
か
、
今
日
の
空
模
様
も
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
、

公
任
の
「
真
意
」
を
測
り
か
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か（

26
）
。

清
少
納
言
は
定
子
に
、ど
ち
ら
の
解
釈
に
立
っ
て
上
句
を
付
け
た
ら
よ
い
か
、

な
お
さ
ら
相
談
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と

は
「
上
の
お
は
し
ま
し
て
御
殿
籠
り
た
り
」と
い
う
本
文
で
明
確
に
記
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
公
任
た
ち
は
、
一
条
天
皇
が
定
子
の
も
と
に
渡
御
し
て
い
る
こ
と
を

承
知
で
こ
の
下
句
を
送
り
つ
け
、
清
少
納
言
が
一
人
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
状
況
を
狙
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
場
合
の
対
応
は
、
ど
ち
ら
で
も
解
釈
で
き
る
「
玉
虫
色
」
の
回
答

を
し
て
お
く
の
が
よ
い
。
清
少
納
言
が
返
し
た
上
句
は
、
肯
定
的
に
も
否
定
的

に
も
解
釈
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
現
代
の
解
釈
に
な
お
振
幅
が
あ
る
の
は
、

こ
の
点
に
起
因
す
る
か
ら
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
と
め



̶ 11 ̶

第
一
六
九
段
「
女
は
」
に
お
い
て
「
女
は
、
内
侍
の
す
け
。
内
侍
」
と
記
し
て

い
る
ほ
ど
憧
れ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、こ
の
上
句
の
出
来
に
よ
っ
て
「
内
侍
」

に
推
薦
し
よ
う
と
ま
で
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、
至
上
の
喜
び
で
あ
っ
た
。

公
任
が
寄
越
し
た
下
句
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
は
、『
白
氏
文
集
』

で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
南
秦
雪
」
の
頷
聯
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
受
け
取
っ
た
清
少
納
言
は
そ
の
典
拠
に
は
気
付
い
た
も
の
の
、
今
日

の
空
模
様
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
を
出
典

の
「
少
有
春
」
本
来
の
否
定
的
な
意
味
で
解
釈
す
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
逆
に

二
月
末
と
い
う
今
の
時
節
に
即
し
て
肯
定
的
な
意
味
で
解
釈
す
る
べ
き
か
、
に

わ
か
に
判
断
し
が
た
く
、
か
な
り
対
応
が
難
し
い
問
い
（
下
句
）
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
定
子
に
相
談
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
清
少
納
言

は
、
急
か
さ
れ
て
、
つ
い
に
独
力
で
典
拠
の
『
白
氏
文
集
』
当
該
部
分
本
来
の

意
味
と
伝
統
的
な
和
歌
の
見
立
て
と
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
ど
ち
ら
に
で
も

と
れ
る
上
句
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
を
返
し
て
、
こ
の
危
機
を

無
難
に
切
り
抜
け
た
。
当
該
章
段
は
、
こ
う
い
っ
た
清
少
納
言
の
才
覚
が
男
性

貴
族
た
ち
か
ら
「『
な
ほ
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
』
と
な
む
定
め
給
ひ
し
」
と

ま
で
高
く
評
価
さ
れ
た
顚
末
を
記
し
た
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【
注
】

（
１
）
金
子
彦
二
郎
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る
。（「
白
氏
文
集
と
日
本
文
學
ー
主
と
し
て
平
安
朝

の
和
歌
と
の
関
係
に
就
て
ー
」『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
三
年
四
月
刊
、の
ち
に
『
平

帖
「
残
り
の
雪
」
の
第
一
九
番
歌
と
し
て
、
②
も
第
一
帖
「
雪
」
の
第
七
三
〇

番
歌
と
し
て
見
え
る
。
公
任
や
清
少
納
言
に
と
っ
て
、
春
に
降
り
来
る
雪
を
花

が
散
る
様
に
見
立
て
る
発
想
は
、
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
見
立
て
は
逆
の
発
想
も
確
認
で
き
る
。

〈
資
料
九
〉
散
る
花
を
空
か
ら
降
る
雪
に
見
立
て
る
発
想

・
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
六
帖
「
桜
」
の
第
四
一
八
二
番
歌

4182
　
桜
散
る
木こ

の
下
風
は
寒
か
ら
で
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
け
る

桜
の
花
が
風
に
舞
い
散
る
様
を
、
空
か
ら
降
り
来
る
雪
に
見
立
て
た
こ
の
歌

は
、
宇
多
法
皇
主
催
の
延
喜
十
三
年
三
月
十
三
日
『
亭
子
院
歌
合（

29
）
』
に
「
春
」

の
第
七
番
左
歌
（
第
十
三
番
歌
）
と
し
て
紀
貫
之
が
詠
出
し
た
歌
で
、
右
歌

の
躬
恒
「
わ
が
心
春
の
山
辺
に
あ
く
が
れ
て
長
々
し
日
を
今
日
も
暮
ら
し
つ
」

に
対
し
て
「
勝
」
と
判
じ
ら
れ
て
い
る
。
公
任
も
『
拾
遺
抄
』
巻
一
「
春
」
第

四
二
番
歌
に
「
亭
子
院
の
歌
合
に
　
貫
之
」
と
し
て
入
集
し
、『
拾
遺
和
歌
集
』

巻
一
「
春
」
第
六
四
番
歌
に
も
見
え
る
。
公
任
編
の
私
撰
集
『
金
玉
集
』「
春
」

の
第
十
四
番
歌
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
上
「
落
花
」
の
第
一
三
一
番
歌
に
も
見
え

る
か
ら
、
和
歌
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
公
任
も
よ
く
理
解
し
て
い
た

発
想
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
」の
発
想
は『
白
氏
文
集
』「
南

秦
雪
」
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
清
少
納
言
が
詠
ん
だ
上
句
は
、
和
歌
の
見
立

て
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
章
段
構
成
の
論
理
を
考
え
て
い
く
と
、源
俊
賢
に
よ
る
「
内
侍
」

推
薦
奏
上
も
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
清
少
納
言
に
と
っ
て
「
内
侍
」は
、
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に
よ
る
。

（
14
）
上
坂
信
男
氏
・
神
作
光
一
氏
他
全
訳
注
の
講
談
社
学
術
文
庫
『
枕
草
子
』
中
巻
（
講

談
社
　
平
成
一
三
年
）
に
よ
る
。

（
15
）『
新
編
国
歌
大
観
』
第
三
巻
（
角
川
書
店
　
昭
和
六
〇
年
）
に
よ
る
。

（
16
）
伊
井
春
樹
氏
・
津
本
信
博
氏
・
新
藤
協
三
氏
共
著
『
公
任
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈

叢
書
七
　
風
間
書
房
　
平
成
元
年
）
に
よ
る
。

（
17
）
後
藤
祥
子
氏
校
注
『
公
任
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
八
『
平
安
私
家
集
』
所

収
　
岩
波
書
店
　
平
成
六
年
）
に
よ
る
。

（
18
）
竹
鼻
績
氏
著
『
公
任
集
注
釈
』（
私
家
集
注
釈
叢
刊
十
五
　
貴
重
本
刊
行
会
　
平
成

十
六
年
）
に
よ
る
。

（
19
）
竹
鼻
績
氏
校
注
『
大
納
言
公
任
集
』（
和
歌
文
学
大
系
五
四
『
中
古
歌
仙
集
一
』
所

収
　
明
治
書
院
　
平
成
十
六
年
）
に
よ
る
。

（
20
）『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
（
角
川
書
店
　
昭
和
五
八
年
）
に
よ
る
。
以
下
、『
後
撰

和
歌
集
』
な
ど
の
勅
撰
集
は
全
て
同
書
に
よ
る
。

（
21
）『
白
氏
文
集
』
は
岡
村
繁
氏
著
の
新
釈
漢
大
系
九
九
『
白
氏
文
集
』
三
（
明
治
書
院

　
昭
和
六
三
年
）
に
よ
る
。

（
22
）
伊
東
倫
厚
氏
「『
枕
草
子
』「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
『
白
氏
文
集
』「
二
月

山
寒
少
有
春
」
と
ー
又
名
「
少
有
春
」
小
考
ー
（『
竹
田
晃
先
生
退
官
記
念
　
東
ア
ジ

ア
文
化
論
叢
』
汲
古
書
院
　
平
成
三
年
）
に
よ
る
。

（
23
）
胡
順
粉
氏
著
『
枕
草
子
　
表
現
の
方
法
』（
勉
誠
出
版
　
平
成
十
四
年
）
に
よ
る
。

（
24
）
圷
美
奈
子
氏
著
『
新
し
い
枕
草
子
論
ー
主
題
・
手
法
そ
し
て
本
文
』（
新
典
社
　
平

成
十
六
年
）
に
よ
る
。

（
25
）
小
論
「
清
少
納
言
の
返
り
ご
と
ー
『
草
の
庵
を
た
れ
か
た
づ
ね
む
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

（『
国
文
学
攷
』
第
一
四
三
号
　
平
成
六
年
九
月
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
26
）
和
歌
に
お
け
る
「
少
し
春
あ
る
心
地
」
の
用
例
は
、
平
安
時
代
末
期
に
藤
原
俊
成

が
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）
五
社
百
首
で
日
吉
社
に
奉
納
し
た
「
埋
み
火
に
少
し
春

安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
（
句
題
和
歌
、
千
載
佳
句
研
究
編
）』
培
風
館
　
昭
和
十
八

年
刊
に
所
収
）

（
２
）『
枕
草
子
』
本
文
は
、
す
べ
て
三
巻
本
系
統
第
一
類
本
の
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と

し
た
松
尾
聰
氏
、永
井
和
子
氏
校
注
・
訳
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
小

学
館
　
平
成
九
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
部
私
に
仮
名
表
記
を
漢
字
に
改
め
た
箇

所
が
あ
る
。
な
お
、
当
該
章
段
は
能
因
本
系
の
代
表
と
さ
れ
る
学
習
院
大
学
蔵
（
三

条
西
家
旧
蔵
本
）
と
比
較
し
て
も
、
贈
答
の
句
そ
れ
ぞ
れ
に
異
文
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
３
）増
田
繁
夫
氏
は「
実
成
以
外
に
適
当
な
該
当
者
は
探
せ
な
い
」（
和
泉
古
典
叢
書
１『
枕

草
子
』
の
補
註
190
　
和
泉
書
院
　
昭
和
六
二
年
）
と
さ
れ
る
が
、
赤
間
恵
都
子
氏
は

藤
原
実
資
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。（『
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
研
究
』
三
省
堂
　
平
成

二
一
年
）

（
４
）『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』
の
本
文
は
、
加
藤
磐
斎
古
注
釈
集
成
２
の
複
製
本
（
新
典

社
　
昭
和
六
〇
年
）
に
よ
る
。

（
５
）『
春
曙
抄
』
の
本
文
は
「
延
寳
二
年
甲
寅
七
月
十
七
日
北
村
季
吟
書
」
の
刊
本
奥
書

を
有
す
る
青
森
県
立
図
書
館
蔵
工
藤
文
庫
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料

／
請
求
番
号
二
〇
八
ー
一
五
八
ー
三
）
に
よ
る
。

（
６
）
金
子
元
臣
氏
著
『
枕
草
子
評
釈
』（
明
治
書
院
　
昭
和
十
七
年
増
訂
二
八
版
）
に
よ
る
。

（
７
）
五
十
嵐
力
氏
・
岡
一
男
氏
共
著
『
枕
草
子
精
講
』（
学
燈
社
　
昭
和
二
九
年
）
に
よ
る
。

（
８
）
塩
田
良
平
氏
著
『
枕
草
子
評
釈
』（
学
生
社
　
昭
和
三
〇
年
）
に
よ
る
。

（
９
）
石
田
穰
二
氏
訳
注
『
新
版
　
枕
草
子
』
上
巻
（
角
川
文
庫
　
平
成
四
年
）
に
よ
る
。

（
10
）
稲
賀
敬
二
先
生
著
『
鑑
賞
日
本
の
古
典
５
　
枕
草
子
・
大
鏡
』（
尚
学
図
書
　
昭
和

五
五
年
）
に
よ
る
。

（
11
）
萩
谷
朴
氏
著
『
枕
草
子
解
環
』
二
（
同
朋
舎
　
昭
和
五
七
年
）
に
よ
る
。
新
潮
日
本

古
典
集
成
『
枕
草
子
』
上
（
新
潮
社
　
昭
和
五
二
年
）
も
同
じ
。

（
12
）川
瀬
一
馬
氏
校
注
・
現
代
語
訳『
枕
草
子
』上（
講
談
社
文
庫
　
昭
和
六
二
年
）に
よ
る
。

（
13
）田
中
重
太
郎
氏
訳
注
の
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ『
枕
草
子
』上（
旺
文
社
　
昭
和
六
三
年
）
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て
開
催
さ
れ
た
第
三
五
回
古
典
研
究
会
に
お
い
て
「『
枕
草
子
』「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ

す
れ
」
の
解
釈
と
対
応
ー
『
白
氏
文
集
』「
南
秦
雪
」
の
享
受
と
変
容
の
様
相
ー
」
の
題
目

で
口
頭
発
表
し
た
を
も
の
を
基
に
再
考
し
、
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご

意
見
、
ご
指
摘
を
く
だ
さ
っ
た
諸
賢
の
学
恩
に
対
し
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

― 

ふ
る
せ
・
ま
さ
よ
し
、
安
田
女
子
大
学
教
授 

―

あ
る
心
地
し
て
夜
深
き
冬
を
慰
む
る
か
な
」
ま
で
確
認
で
き
な
い
。
当
該
歌
は
『
風

雅
和
歌
集
』
巻
八
「
冬
」
第
八
七
九
番
歌
に
「
日
吉
社
へ
奉
り
け
る
百
首
歌
の
中
に
、

炉
火
を
」
と
し
て
、
ま
た
『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
十
八
「
冬
部
三
」
第
七
五
九
二
番
歌
に

「
文
治
六
年
五
社
百
首
」
と
し
て
見
え
る
。
当
該
歌
で
俊
成
は
「
埋
み
火
」
を
夜
深
き

冬
を
慰
め
る
も
の
と
し
、「
少
し
春
あ
る
心
地
」
を
肯
定
的
に
み
る
解
釈
で
用
い
て
い

る
。

（
27
）
五
十
嵐
力
氏
と
岡
一
男
氏
は
『
枕
草
子
精
講
』
に
お
い
て
、『
白
氏
文
集
』「
南
秦
雪
」

の
第
三
句
に
見
え
る
「
雲
冷
」（
雲
冷
や
か
に
し
て
）
を
ふ
ま
え
て
「
空
寒
み
」
と
言

い
換
え
た
こ
と
に
清
少
納
言
の
才
能
の
非
凡
さ
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
「
空
寒
み
」

の
表
現
が
当
時
の
和
歌
で
は
か
な
り
珍
し
く
独
創
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
針
本
正
行
氏
が
「
枕
草
子
自
讃
譚
の
構
造
（
二
）
―
三
巻
本
九
十
八
段
を
中

心
と
し
て
」（『
江
戸
川
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
五
号
　
平
成
二
年
三
月
刊
）
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）『
新
編
国
歌
大
観
』
第
二
巻
（
角
川
書
店
　
昭
和
五
九
年
）
に
よ
る
。
以
下
、『
万
葉

集
』、『
金
玉
集
』、『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
の
私
撰
集
は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
29
）
萩
谷
朴
氏
著
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』（
増
補
新
訂
）
第
一
巻
（
同
朋
舎
出
版
　
平
成

七
年
刊
）
に
よ
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
五
年
八
月
二
九
日
に
同
志
社
大
学
室
町
キ
ャ
ン
パ
ス
寒
梅
館
六
階
大

会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
１
８
期
研
究
会
（
京

都
と
文
化
）」
及
び
「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
Ｃ
伝
統
文
化
形
成
に
関
す
る
総
合

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
平
安
朝
文
学
の
伝
承
と
受
容
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・

福
田
智
子
氏
）
に
お
い
て
、「『
枕
草
子
』
に
お
け
る
先
行
文
化
の
享
受
と
変
容
の
様
相
ー

そ
の
方
法
と
評
価
を
手
が
か
り
と
し
て
ー
」
の
題
目
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
と
、
同
年

十
二
月
八
日
に
福
岡
大
学
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
文
系
セ
ン
タ
ー
十
五
階
第
五
会
議
室
に
お
い


