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一

　
短
歌
に
は
形
式
上
の
約
束
が
あ
る
た
め
に
、
新
ら
し
い
言
葉
が
な
か
な
か

入
り
難
い
。
入
れ
よ
う
と
す
る
と
無
理
が
出
来
て
、
そ
の
企
の
放
棄
せ
ら
れ

る
こ
と
は
、
常
に
実
作
者
の
あ
ひ
だ
に
行
は
れ
て
ゐ
る
事
柄
で
あ
る
。
若
し

こ
れ
が
約
束
に
対
し
て
放
肆
に
な
れ
ば
破
調
の
歌
と
な
り
自
由
律
の
歌
に
な

つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
が
、
自
由
律
を
唱
へ
る
人
々
と
雖
、
と
き
ど
き
定
型

の
や
う
な
も
の
を
作
つ
て
見
て
、
故
郷
を
偲
ぶ
ご
と
き
面
持
を
し
て
ゐ
る
。

　
さ
う
い
ふ
風
で
あ
る
か
ら
、
短
歌
で
そ
の
観
照
な
り
表
現
な
り
が
伝
統
的

に
な
り
易
い
の
は
、
先
づ
理
論
よ
り
も
実
際
が
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
万

3



事
が
新
機
軸
を
出
し
変
化
を
試
み
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
に
立
つ
て
、
歌
で
は
、
い

ま
だ
に
、
『
あ
し
ひ
き
の
』
と
か
、
『
た
ま
き
は
る
』
と
か
、
『
ひ
さ
か
た

の
』
と
か
い
ふ
枕
詞
ま
で
使
つ
て
歌
を
作
つ
て
ゐ
る
。

　
さ
う
い
ふ
こ
と
は
時
代
に
逆
行
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
伝
統
破
壊
を
試
み

た
人
々
は
既
に
幾
た
り
も
ゐ
た
。
明
治
新
派
和
歌
の
う
ち
で
、
与
謝
野
氏
等

は
、
一
時
、
『
ら
む
』
と
か
『
け
り
』
と
か
を
使
は
ぬ
こ
と
に
し
て
一
首
を

纏
め
よ
う
と
意
図
し
、
議
論
で
も
さ
う
云
ひ
、
ま
た
実
行
も
し
た
も
の
で
あ

る
。
然
る
に
、
追
々
二
た
び
元
に
帰
つ
て
、
や
は
り
、
『
ら
む
』
と
か
『
け

り
』
と
か
を
用
ゐ
る
や
う
に
な
つ
た
。
歌
の
形
式
上
の
約
束
は
、
お
の
づ
か

ら
さ
う
い
ふ
伝
統
を
強
ひ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
ん
な
ら
ば
、
言
語
表
現
の
伝
統
は
常
に
変
ら
な
い
か
と
い
ふ
に
、
常
に
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少
し
づ
つ
変
つ
て
来
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
文
学
芸
術
に
伝
統
主
義
を
唱
へ
る
人

で
も
認
め
て
居
る
こ
と
で
あ
る
が
、
歌
に
於
て
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

　
こ
の
こ
と
を
歌
に
拠
つ
て
証
明
し
得
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
差
当
り
、

『
さ
び
し
』
と
い
ふ
一
語
を
借
り
て
、
そ
の
伝
統
の
趣
、
そ
の
変
化
の
趣
を

少
し
く
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
題
し
ら
ず

　
　
　
寂
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
庵
を
並
べ
む
冬
の
山
里
　

　
　
　
（
西
行
法
師
）

　
　
　
　
　
山
家

　
　
　
寂
し
さ
に
堪
へ
て
す
む
身
の
山
里
は
年
ふ
る
ま
ま
に
訪
ふ
人
も
な
し
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（
頓
阿
法
師
）

　
　
　
　
　
山
家
郭
公

　
　
　
寂
し
さ
に
堪
へ
て
住
め
と
や
問
ひ
す
て
て
都
に
向
ふ
山
ほ
と
と
ぎ
す

　
　
　
　
（
加
藤
枝
直
）

　
　
　
　
　
信
州
数
日

　
　
　
寂
し
さ
の
極
み
に
堪
へ
て
天
地
に
寄
す
る
命
い
の
ちを
つ
く
づ
く
と
思
ふ
　

　
　
　
（
伊
藤
左
千
夫
）

　
斯
く
類
似
の
、
『
寂
し
さ
に
堪
ふ
』
と
い
ふ
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
に

つ
い
て
そ
の
伝
統
の
経
過
を
少
し
く
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
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二

　
万
葉
集
で
は
サ
ビ
シ
と
い
は
ず
に
大
部
分
サ
ブ
シ
と
い
つ
て
ゐ
た
。
佐サ
夫ブ

思シ
。
佐サ
夫ブ
之シ
。
左サ
夫ブ
之シ
。
佐サ
夫ブ
斯シ
。
佐サ
夫ブ
志シ
と
い
ふ
仮
名
書
き
の
あ
る
の
に

よ
つ
て
も
分
か
る
。
ま
た
、
『
不
怜
』
の
文
字
は
旧
訓
に
サ
ビ
シ
と
訓
ま
せ

た
が
、
真
淵
の
万
葉
考
で
サ
ブ
シ
が
好
か
ら
う
と
い
ふ
説
を
出
し
、
諸
家
そ

れ
に
従
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
そ
れ
な
ら
、
万
葉
集
に
サ
ビ
シ
と
訓
ま
せ
た
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
か
と

い
ふ
に
、
た
だ
一
つ
あ
る
。
巻
十
五
（
三
七
三
四
）
に
、
『
遠
き
山
関せき
も
越

え
来
ぬ
今
更
に
逢
ふ
べ
き
よ
し
の
無
き
が
佐サ
夫ブ
之シ
佐サ
』
と
い
ふ
歌
が
あ
つ
て
、

結
句
に
サ
ブ
シ
サ
の
語
が
あ
る
が
、
こ
の
結
句
は
、
『
一
云
。
佐サ
必ビ
之シ
佐サ
』
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と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
サ
ビ
シ
サ
と
訓
ま
せ
て
ゐ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
例
が

あ
る
た
め
に
、
サ
ブ
シ
か
ら
サ
ビ
シ
が
転
じ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
説
も
可

能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
転
化
の
説
は
、
そ
の
道
の
専
門
家
も
さ
う
云

つ
て
居
る
。

　
さ
て
、
万
葉
の
サ
ブ
シ
が
、
新
古
今
あ
た
り
の
サ
ビ
シ
と
同
じ
語
だ
と
し

て
、
こ
の
語
の
持
つ
概
念
、
語
感
に
幾
分
違
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
実

例
に
拠
る
の
が
最
も
便
利
で
あ
る
か
ら
、
煩
し
い
け
れ
ど
も
次
に
そ
の
実
例

を
抽
出
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
前
略
そ
の
夫つま
の
子
は
不
怜
弥
可

サ
ブ
シ
ミ
カ

お
も
ひ
て
寐
ら
む
下
略
　
（
巻
二
。

　
　
　
二
一
七
）
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楽  

浪 

さ
さ
な
み

の
志し
我が
津つ
の
子
ら
が 

罷  

道 

ま
か
り
ぢ

の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
不
怜
毛

サ
ブ
シ
モ

　
　
　
　
（
巻
二
。
二
一
八
）

　
　
　
前
略
大
宮
人
の
退まか
り
出
て
遊
ぶ
船
に
は 

楫  

棹 

か
ぢ
さ
を

も
無
く
て
不
楽
毛

サ
ブ
シ
モ

漕

　
　
　
ぐ
人
な
し
に
　
（
巻
三
。
二
五
七
）

　
　
　
山
の
端
に
味あ
鳬ぢ
群むら
さ
わ
ぎ
行
く
な
れ
ど
吾
は
左サ
夫ブ
思シ
恵エ
君
に
し
あ
ら

　
　
　
ね
ば
　
（
巻
四
。
四
八
六
）

　
　
　
今
よ
り
は
城き
の
山
道
は
不
楽
サ
ブ
シ
け
む
吾
が
通
は
む
と
思
ひ
し
も
の
を
　

　
　
　
（
巻
四
。
五
七
六
）

　
　
　
神
さ
ぶ
と
不い
欲な
に
は
あ
ら
ず
や
や
多
く
斯
く
し
て
後
に
佐サ
夫ブ
之シ
け
む

　
　
　
か
も
　
（
巻
四
。
七
六
二
）

　
　
　
家
に
行
き
て
如
何
に
か
吾
が
せ
む
枕
づ
く
嬬
屋
つ
ま
や
佐サ
夫ブ
斯シ
久ク
お
も
ほ
ゆ
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べ
し
も
　
（
巻
五
。
七
九
五
）

　
　
　
言
ひ
つ
つ
も
後
こ
そ
知
ら
め
と
の
し
く
も
佐サ
夫ブ
志シ
け
め
や
も
君
坐いま
さ

　
　
　
ず
し
て
　
（
巻
五
。
八
七
八
）

　
　
　
古
に
妹
と
吾
が
見
し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
牛
潟
を
見
れ
ば
佐
府
下

サ
ブ
シ
モ

　
（
巻

　
　
　
九
。
一
七
九
八
）

　
　
　
秋
萩
を
散
り
過
ぎ
ぬ
べ
み
手
折
り
持
ち
見
れ
ど
も
不
怜
サ
ブ
シ
君
に
し
あ
ら

　
　
　
ね
ば
　
（
巻
十
。
二
二
九
〇
）

　
　
　
愛
う
つ
くし
と
念
ふ
吾
妹
を
夢いめ
に
見
て
起お
き
て
さ
ぐ
る
に
無
き
が
不
怜

サ
ブ
シ
サ
　

　
　
　
（
巻
十
二
。
二
九
一
四
）

　
　
　
さ
ざ
れ
浪
浮
き
て
流
る
る
泊
瀬
河
よ
る
べ
き
磯
の
無
き
が
不
怜
也

サ
ブ
シ
サ

　

　
　
　
（
巻
十
三
。
三
二
二
六
）

10『さびし』の伝統



　
　
　
荒
雄
ら
が
行
き
に
し
日
よ
り
志
賀
の
海
人
の
大
浦
田た
沼ぬ
は 

不  

楽  

サ
ブ
シ
ク
モ
ア

　
　
　
有  

哉 

ル
カ

　
（
巻
十
六
。
三
八
六
三
）

　
　
　
前
略 

下  

恋 

し
た
こ
ひ

に
何
時
か
も
来
む
と
待
た
す
ら
む
情
こ
こ
ろ左サ
夫ブ
之シ
苦ク
下
略
　

　
　
　
（
巻
十
七
。
三
九
六
二
）

　
　
　
我
背
子
が
国
へ
ま
し
な
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
か
む
五
月
さ
つ
き
は
佐サ
夫ブ
之シ
家ケ
牟ム

　
　
　
か
も
　
（
巻
十
七
。
三
九
九
六
）

　
　
　
桜
花
今
ぞ
盛
と
人
は
い
へ
ど
我
は
佐サ
夫ブ
之シ
毛モ
君
と
し
在
ら
ね
ば
　

　
　
　
（
巻
十
八
。
四
〇
七
四
）

　
　
　
前
略
何
時
し
か
も
使
の
来
む
と
待
た
す
ら
む
心
左サ
夫ブ
之シ
苦ク
南
風
み
な
み
ふ
き

　
　
　
下
略
　
（
巻
十
八
。
四
一
〇
六
）

　
　
　
前
略
ほ
と
と
ぎ
す
弥
頻
い
や
し
き
喧
き
ぬ
独
の
み
聞
け
ば
不
怜
毛

サ
ブ
シ
モ

下
略
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（
巻
十
九
。
四
一
七
七
）

　
　
　
吾
の
み
し
聞
け
ば
不
怜
毛

サ
ブ
シ
モ

ほ
と
と
ぎ
す
丹に
生ふ
の
山
辺
に
い
行
き
鳴
か

　
　
　
な
も
　
（
巻
十
九
。
四
一
七
八
）

　
上
の
例
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
、
有
る
べ
き
物
の
無
い
、
共
に
ゐ
る
べ

き
も
の
の
ゐ
な
い
、
一
た
び
ゐ
た
者
が
去
つ
た
、
従
つ
て
独
の
み
居
る
と
い

ふ
、
充
実
せ
ら
れ
ぬ
、
空
虚
感
か
ら
来
る
、
一
種
特
有
な
沁
々
と
し
た
不
快

を
伴
ふ
消
極
的
感
情
を
あ
ら
は
す
の
に
、
サ
ブ
シ
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
サ
ブ
シ
と
い
ふ
感
情
は
、
い
か
に
も
身

体
（
肉
体
）
に
即
し
て
居
り
、
覚
官
的
で
あ
り
、
常
に
、
対
者
を
予
想
し
、

対
者
の
肉
体
を
も
予
想
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
へ
る
。
従
つ
て
、
万
葉
集
の
サ
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ブ
シ
は
、
覚
官
的
に
し
て
切
実
で
あ
る
。

　
人
麿
の
、
『
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
』
（
二
一
八
）
は
、
単
に
川

瀬
を
通
つ
て
行
く
道
と
い
ふ
自
然
の
光
景
の
や
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、
志

賀
津
の
を
と
め
の
死
ん
で
ゆ
く
身
体
、
そ
の
美
女
そ
の
も
の
を
予
想
し
て
ゐ

る
の
だ
か
ら
、
た
だ
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
、
後
世
の
サ
ビ
シ
と
違
ふ
の
で
あ
つ

て
、
覚
官
的
に
や
は
り
切
実
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
志
賀
の
海
人
の
大
浦

田
沼
は
さ
ぶ
し
く
も
あ
る
か
』
（
三
八
六
三
）
も
風
景
の
み
の
や
う
に
見
え

る
が
、
実
は
、
『
荒
雄
ら
が
行
き
に
し
日
よ
り
』
と
い
ふ
の
が
関
連
し
て
ゐ

る
の
で
、
や
は
り
荒
雄
等
の
去
つ
た
と
い
ふ
空
虚
感
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
荒
雄
等
の
肉
体
が
写
象
と
し
て
欠
け
て
い
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
万
葉
集
の
サ
ブ
シ
に
は
さ
う
い
ふ
特
色
が
あ
る
と
思
ふ
。
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斯
く
、
覚
官
的
に
切
実
な
感
情
で
あ
る
か
ら
、
広
義
の
カ
ナ
シ
と
相
通
ず

る
こ
と
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
巻
一
（
二
九
）
の
人
麿
作
長
歌
の
終
の
句
は
、

『
百
磯
城

も
も
し
き

の
大
宮
処
見
者
ミ
レ
バ 

悲  

毛 

カ
ナ
シ
モ

』
で
あ
る
が
、
『
或
云
、
見
者
ミ
レ
バ
左サ
夫ブ
思シ
母モ
』

と
も
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
カ
ナ
シ
と
サ
ブ
シ
と
同
じ
と
こ
ろ
に
使
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
三
（
四
三
四
）
に
、
『 

風  

速 

か
ざ
は
や

の
美
保
の
浦
廻
う
ら
み
の
白し

  

躑 

躅 

ら
つ
つ
じ

見
れ
ど
も
不
怜
サ
ブ
シ
亡
き
人
思
へ
ば
』
の
第
四
句
は
、
『
或
云
、
見
者
ミ
レ
バ
悲カ

   

霜 

ナ
シ
モ
無
き
人
思
ふ
に
』
と
な
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
茲
で
は
、
サ
ブ
シ
と
カ
ナ
シ

と
一
つ
処
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
な
ほ
、
巻
九
の
紀
伊
国
に
て
作
歌
四
首
の

中
、
（
一
七
九
六
）
に
は
『 

黄  

葉 

も
み
ぢ
ば

の
過
ぎ
に
し
子
等
と
携
は
り
遊
び
し
磯

を
見
れ
ば 

悲  

裳 

カ
ナ
シ
モ

』
。
（
一
七
九
八
）
に
は
、
『
い
に
し
へ
に
妹
と
吾
が
見

し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
牛
潟
を
見
れ
ば
佐
府
下

サ
ブ
シ
モ

』
と
あ
つ
て
、
同
じ
や
う
な
感
情
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を
、
一
つ
は
カ
ナ
シ
と
い
ひ
一
つ
は
サ
ブ
シ
と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
カ

ナ
シ
は
情
の
切
な
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
万
葉
集
で
の
カ
ナ
シ
の
用
例
は
、

肉
体
的
で
あ
り
、
人
間
的
で
あ
る
か
ら
、
サ
ブ
シ
の
用
例
も
ま
た
肉
体
的
で

あ
り
、
人
間
的
で
あ
る
。

　
こ
の
人
間
的
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
後
世
の
用
例
の
天
然
的
に
相
対
し
、
覚

官
的
・
情
緒
的
だ
と
い
ふ
の
は
、
抽
象
的
・
情
調
的
だ
と
い
ふ
の
に
相
対
立

せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　
古
今
集
、
後
撰
集
、
拾
遺
集
、
金
葉
集
、
詞
花
集
に
は
サ
ビ
シ
の
用
例
は
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少
く
、
後
拾
遺
集
に
は
六
七
首
あ
る
が
、
先
づ
概
し
て
少
い
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
〔
古
今
集
〕

　
　
　
　
　
　
河
原
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
身
ま
か
り
て
の
秋
、
か
の
家
の

　
　
　
　
　
　
ほ
と
り
を
ま
か
り
け
る
に
、
紅
葉
の
色
ま
だ
深
く
も
な
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
り
け
る
を
見
て
か
の
家
に
よ
み
て
い
れ
た
り
け
る

　
　
　
打
ち
つ
け
に
寂
し
く
も
あ
る
か
紅
葉
も
主
な
き
宿
は
色
な
か
り
け
り

　
　
　
　
（
近
院
の
右
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
）

　
　
　
　
　
〔
後
撰
集
〕

　
　
　
　
　
　
独
侍
り
け
る
頃
人
の
許
よ
り
い
か
に
ぞ
と
と
ぶ
ら
ひ
て
侍
り

　
　
　
　
　
　
け
れ
ば
朝
顔
の
花
に
つ
け
て
遣
は
し
け
る
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夕
暮
の
寂
し
き
も
の
は
朝
顔
の
花
を
た
の
め
る
宿
に
ぞ
あ
り
け
る
　

　
　
　
（
読
人
不
知
）

　
　
　
　
　
〔
拾
遺
集
〕

　
　
　
　
　
　
河
原
院
に
て
荒
れ
た
る
宿
に
秋
来
る
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
人
々

　
　
　
　
　
　
よ
み
侍
り
け
る
に

　
　
　
八
重
葎
し
げ
れ
る
宿
の
寂
し
き
に
人
こ
そ
見
え
ね
秋
は
来
に
け
り
　

　
　
　
（
恵
慶
法
師
）

　
　
　
　
　
　
夏
柞
の
紅
葉
の
ち
り
残
り
た
り
け
る
に
つ
け
て
女
五
の
み
こ

　
　
　
　
　
　
の
も
と
に

　
　
　
時
な
ら
で
柞
の
紅
葉
散
り
に
け
り
い
か
に
こ
の
も
と
寂
し
か
る
ら
む

　
　
　
　
（
天
暦
御
製
）
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〔
後
拾
遺
集
〕

　
　
　
　
　
　
広
沢
の
月
を
見
て
よ
め
る

　
　
　
す
む
人
も
な
き
山
ざ
と
の
秋
の
夜
は
月
の
光
も
さ
び
し
か
り
け
り
　

　
　
　
（
藤
原
範
永
朝
臣
）

　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
花
見
に
と
人
は
山
べ
に
入
り
は
て
て
春
は
都
ぞ
さ
び
し
か
り
け
る
　

　
　
　
（
道
命
法
師
）

　
　
　
　
　
　
右
兵
衛
督
俊
実
子
に
お
く
れ
て
歎
き
侍
り
け
る
頃
と
ぶ
ら
ひ

　
　
　
　
　
　
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
い
か
ば
か
り
寂
し
か
る
ら
む
木
枯
の
吹
き
に
し
宿
の
秋
の
夕
ぐ
れ
　

　
　
　
（
右
大
臣
北
方
）
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親
な
く
な
り
て
山
寺
に
侍
り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け

　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
山
里
の
柞
の
紅
葉
散
り
に
け
り
木
の
本
い
か
に
さ
び
し
か
る
ら
む
　

　
　
　
（
読
人
し
ら
ず
）

　
　
　
　
　
　
題
し
ら
ず

　
　
　
寂
し
さ
に
煙
を
だ
に
も
断
た
じ
と
て
柴
を
り
く
ぶ
る
冬
の
山
ざ
と
　

　
　
　
（
和
泉
式
部
）

　
　
　
　
　
　
月
夜
中
納
言
定
頼
が
許
に
遣
は
し
け
る

　
　
　
板
ま
荒
み
あ
れ
た
る
宿
の
寂
し
き
は
心
に
も
あ
ら
ぬ
月
を
見
る
哉
　

　
　
　
（
弾
正
尹
清
仁
親
王
）

　
　
　
　
　
　
良
暹
法
師
の
許
に
つ
か
は
し
け
る

19



　
　
　
お
も
ひ
や
る
心
さ
へ
こ
そ
寂
し
け
れ
大
原
山
の
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
　

　
　
　
（
藤
原
国
房
）

　
　
　
　
　
〔
金
葉
集
〕

　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
道
も
な
く
つ
も
れ
る
雪
に
跡
た
え
て
古
里
い
か
に
寂
し
か
る
ら
む
　

　
　
　
（
皇
后
宮
肥
後
）

　
　
　
　
　
〔
詞
花
集
〕

　
　
　
　
　
　
山
家
月
を
よ
め
る

　
　
　
さ
び
し
さ
に
家
出
し
ぬ
べ
き
山
里
を
今
宵
の
月
に
思
ひ
と
ま
り
ぬ
　

　
　
　
（
源
道
済
）
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以
上
の
歌
を
読
む
に
、
大
体
自
然
の
風
光
と
か
、
草
木
と
か
の
有
様
に
つ

い
て
、
『
さ
び
し
』
の
語
を
使
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
人
の
死
ん

だ
こ
と
と
か
、
孤
独
で
ゐ
る
こ
と
と
か
、
さ
う
い
ふ
人
間
的
な
要
素
が
未
だ

残
つ
て
ゐ
る
。
併
し
さ
う
い
ふ
人
間
的
、
肉
体
的
な
要
素
が
追
々
と
奥
の
方

に
隠
れ
、
辛
う
じ
て
歌
の
詞
書
に
拠
つ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
で
あ
る
。

而
し
て
表
面
に
立
つ
も
の
は
自
然
の
風
光
で
、
『
木
枯
の
吹
き
に
し
宿
の
秋

の
夕
ぐ
れ
』
と
か
、
『
大
原
山
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
』
と
か
い
ふ
や
う
に
な
り
、

此
等
の
歌
集
に
つ
づ
く
千
載
集
、
新
古
今
集
な
ど
の
『
さ
び
し
』
に
移
行
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
前
言
し
た
如
く
、
此
等
の
例
に
は
、
『
身
ま
か
り
』
と
か
、
『
独
侍
り
け

る
』
と
か
、
『
子
に
お
く
れ
て
』
と
か
、
『
親
な
く
な
り
て
』
と
か
い
ふ
、
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人
間
的
な
要
素
の
籠
つ
て
ゐ
る
部
分
と
、
『
荒
れ
た
る
宿
に
秋
来
る
』
と
か
、

『
柞
の
紅
葉
ち
り
残
り
た
る
』
と
か
、
『
山
家
月
を
よ
め
る
』
と
か
い
ふ
、

天
然
風
光
の
部
分
と
、
相
交
錯
し
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
し
得
る
。
『
誰
々
の

も
と
に
遣
は
し
け
る
』
と
い
ふ
の
で
も
、
相
手
と
な
る
べ
き
人
間
の
ゐ
な
い

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
、
万
葉
集
の
場
合
な
ら
ば
、
多
く
恋
人
と
一
し
よ

に
ゐ
な
い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
の
一
種
の
モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ

ン
と
看
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
『
煙
を
だ
に
も
断
た
じ
と
て
』
と
か
、

『
柞
の
紅
葉
散
り
に
け
り
』
と
い
ふ
や
う
な
心
は
、
あ
る
べ
き
も
の
の
無
い
、

空
虚
に
本
づ
く
一
種
の
消
極
的
感
情
で
、
や
は
り
万
葉
時
代
の
サ
ブ
シ
の
モ

デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
と
看
做
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
サ
ブ
シ
・
サ
ビ
シ
の
用
語
は
大
体
の
伝
統
を
追
尋
す
る
こ
と
が
出

22『さびし』の伝統



来
る
が
、
時
代
の
お
も
か
げ
と
共
に
幾
分
づ
つ
の
変
化
を
来
し
て
ゐ
る
こ
と

を
見
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

　
千
載
集
、
新
古
今
集
に
な
る
と
、
『
さ
び
し
』
の
用
例
が
頓
に
増
加
し
て

来
て
ゐ
る
。
今
そ
の
一
部
分
を
次
に
記
す
こ
と
に
す
る
。
詞
書
、
作
者
略
す

　
　
　
　
　
〔
千
載
集
〕

　
　
　
三
室
山
お
ろ
す
嵐
の
さ
び
し
き
に
つ
ま
と
ふ
鹿
の
声
た
ぐ
ふ
な
り

　
　
　
松
風
の
音
だ
に
秋
は
寂
し
き
に
衣
う
つ
な
り
た
ま
が
は
の
里
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夕
さ
れ
ば
小
野
の
萩
原
吹
く
風
に
寂
し
く
も
あ
る
か
鹿
の
鳴
く
な
る

　
　
　
寂
し
さ
を
何
に
た
と
へ
む
を
鹿
な
く
深
山
の
さ
と
の
明
方
の
空

　
　
　
寂
し
さ
に
あ
は
れ
も
い
と
ど
ま
さ
り
け
り
独
ぞ
月
は
見
る
べ
か
り
け

　
　
　
る

　
　
　
山
ざ
と
の
筧
の
水
の
氷
れ
る
は
音
き
く
よ
り
も
寂
し
か
り
け
り

　
　
　
寂
し
さ
に
浮
世
を
か
へ
て
忍
ば
ず
ば
独
聞
く
べ
き
松
の
風
か
は

　
　
　
　
　
〔
新
古
今
集
〕

　
　
　
つ
く
づ
く
と
春
の
眺
め
の
さ
び
し
き
は
し
の
ぶ
に
伝
ふ
軒
の
玉
水

　
　
　
夕
づ
く
日
さ
す
や
庵
の
柴
の
戸
に
さ
び
し
く
も
あ
る
か
蜩
の
こ
ゑ

　
　
　
寂
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
槙
た
つ
山
の
秋
の
夕
ぐ
れ

　
　
　
ふ
か
草
の
里
の
月
影
さ
び
し
さ
も
住
み
こ
し
ま
ま
の
野
辺
の
秋
風
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寂
し
さ
は
み
山
の
秋
の
朝
ぐ
も
り
霧
に
し
を
る
る
槙
の
下
つ
ゆ

　
　
　
降
る
雪
に
た
く
藻
の
煙
か
き
た
え
て
寂
し
く
も
あ
る
か
塩
竈
の
浦

　
此
等
の
例
で
も
、
『
寂
し
き
に
』
、
『
寂
し
く
も
あ
る
か
』
と
、
『
寂
し

さ
』
と
は
、
動
詞
に
使
つ
た
の
と
名
詞
に
使
つ
た
の
と
の
差
別
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
感
情
の
色
調
に
も
違
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
一
つ
に
よ
つ

て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

『
寂
し
さ
』
と
名
詞
に
な
る
と
、
縹
渺
と
し
た
色
調
で
、
こ
こ
に
抜
い
た
千

載
集
の
、
『
寂
し
さ
に
あ
は
れ
も
い
と
ど
ま
さ
り
け
り
独
ぞ
月
は
見
る
べ
か

り
け
る
』
や
、
西
行
の
、
『
松
風
の
音
あ
は
れ
な
る
山
里
に
さ
び
し
さ
添
ふ

る
ひ
ぐ
ら
し
の
こ
ゑ
』
な
ど
の
ご
と
く
に
、
『
あ
は
れ
』
と
い
ふ
語
と
も
相
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交
錯
せ
し
め
て
、
そ
の
時
そ
の
時
の
心
を
表
は
し
た
も
の
も
あ
る
。

　
こ
の
時
代
の
用
例
に
な
る
と
、
万
葉
集
時
代
の
も
の
と
違
つ
て
来
て
ゐ
る
。

結
論
は
稍
器
械
的
・
模
型
的
に
な
る
が
、
心
的
・
抽
象
的
に
な
り
、
天
然
的

に
な
り
情
調
的
に
縹
渺
と
し
て
来
て
ゐ
る
か
ら
、
万
葉
時
代
の
肉
体
的
に
切

実
な
も
の
と
は
違
つ
て
ゐ
る
。
此
が
ま
た
一
つ
の
モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
で

あ
つ
て
、
そ
れ
に
働
き
掛
け
た
要
素
は
外
国
文
学
（
漢
文
学
）
と
仏
教
と
平

安
朝
の
生
活
と
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
へ
か
け
て
の
戦
争
な
ど
で
あ
ら
う
。

　
和
漢
朗
詠
集
に
載
つ
た
白
楽
天
の
、
『
前
頭
に
は
更
に
蕭
条
た
る
も
の
あ

り
』
と
い
ふ
句
と
、
定
家
の
、
『
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
』

や
、
西
行
の
、
『
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
』
と
、
相
通
ず
る

や
う
な
も
の
で
あ
る
。
此
等
の
変
化
の
跡
と
環
境
と
の
関
係
は
、
思
想
の
豊
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か
な
人
々
が
、
私
の
提
供
し
た
こ
の
テ
ー
マ
を
精
細
に
整
理
し
て
呉
れ
る
と

い
い
。
そ
し
て
結
論
は
大
体
私
の
云
つ
た
と
ほ
り
で
大
き
い
間
違
は
無
い
つ

も
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
此
処
に
抜
い
た
歌
は
、
千
載
・
新
古
今
の
二
勅
撰
集
に
限
つ

た
が
、
そ
の
他
の
勅
撰
集
に
も
用
例
は
多
い
し
、
私
家
集
に
な
る
と
も
つ
と

も
つ
と
多
い
。
こ
の
文
章
の
は
じ
め
に
頓
阿
の
一
首
を
抜
い
て
置
い
た
が
、

そ
の
一
首
の
前
後
に
も
、
『
さ
び
し
さ
は
忍
び
こ
そ
せ
め
厭
ひ
き
て
世
を
う

ぢ
山
の
嶺
の
松
風
』
。
『
さ
び
し
さ
は
思
ひ
し
ま
ま
の
宿
な
が
ら
猶
聞
き
わ

ぶ
る
軒
の
松
風
』
。
『
さ
び
し
さ
を
忍
び
や
か
ね
む
山
ふ
か
み
世
を
憂
き
も

の
と
思
ひ
果
て
て
は
』
。
『
さ
び
し
さ
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
山
里
は
と
も
と
聞

き
け
る
松
の
嵐
に
』
。
『
さ
び
し
さ
を
老
と
な
る
ま
で
忍
び
来
ぬ
今
は
み
山

27



に
住
み
や
果
て
ま
し
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ぬ
が
、
当
時

の
歌
人
が
『
さ
び
し
さ
』
に
対
し
た
態
度
の
一
般
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
五

　
徳
川
時
代
の
歌
を
見
て
も
、
『
さ
び
し
』
の
語
を
用
ゐ
た
の
を
幾
つ
も
拾

ふ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
が
新
古
今
系
統
の
も
の
に
多
く
、
万
葉
系
統
の
も

の
例
へ
ば
賀
茂
真
淵
の
も
の
な
ど
に
も
見
当
る
が
、
そ
れ
は
真
淵
の
中
の
新

古
今
風
の
歌
に
多
い
。
例
へ
ば
、
『
津
の
く
に
の
難
波
の
あ
し
の
枯
れ
ぬ
れ

ば
こ
と
浦
よ
り
も
寂
し
か
り
け
り
』
。
『
冬
が
れ
に
里
の
わ
ら
や
の
あ
ら
は

れ
て
む
ら
鳥
す
だ
く
梢
さ
び
し
も
』
。
『
野
も
山
も
冬
は
さ
び
し
と
思
ひ
け
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り
雪
に
心
の
う
か
る
る
も
の
を
』
。
『
塩
や
だ
に
ま
れ
な
る
浦
の
よ
そ
め
に

は
煙
の
す
ゑ
も
寂
し
か
り
け
り
』
な
ど
で
あ
つ
て
、
万
葉
調
に
移
り
得
な
い

前
の
歌
風
の
も
の
で
あ
る
。
併
し
全
体
と
し
て
は
、
『
さ
び
し
』
の
用
例
は

少
い
。

　
田
安
宗
武
の
家
集
天
降
言
を
読
む
に
、
や
は
り
数
首
の
用
例
を
拾
ふ
こ
と

が
出
来
る
が
、
こ
れ
も
全
体
と
し
て
は
少
い
方
で
あ
り
、
『
さ
び
し
も
』
と

止
め
た
の
が
多
く
、
新
古
今
流
の
『
さ
び
し
』
と
稍
違
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
次

の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
夏
過
ぎ
て
秋
さ
り
く
れ
ば
我
が
宿
の
荻
の
葉
そ
よ
ぐ
音
の
さ
び
し
も

　
　
　
　
（
田
安
宗
武
）
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松
か
ぜ
に
た
ぐ
へ
て
さ
び
し
玉
川
の
里
の
少
女
が
衣
う
つ
お
と
　

　
　
　
（
同
）

　
　
　
風
冴
ゆ
る
池
の
汀
の
枯
蘆
の
乱
れ
ふ
す
な
る
冬
は
さ
び
し
も
　
（
同
）

　
　
　

　
　
　
楯
並
め
て
と
よ
み
あ
ひ
に
し
武
士
の
小
手
指
原
は
今
は
さ
び
し
も
　

　
　
　
（
同
）

　
そ
れ
か
ら
、
鹿
持
雅
澄
の
歌
は
、
純
万
葉
調
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
サ
ビ

シ
の
例
は
一
つ
も
無
い
や
う
で
、
サ
ブ
シ
の
例
と
し
て
は
、
『
霍
公
鳥
な
か

る
国
に
は
か
く
ば
か
り
照
れ
る
月
夜
も
さ
ぶ
し
か
ら
ま
し
』
が
あ
る
の
で
あ

る
。
平
賀
元
義
の
歌
も
ま
た
純
万
葉
調
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
用
例
が
極
め
て

少
く
、
『
雪
ふ
り
て
い
た
も
寂
し
き
夕
暮
に
百
舌
鳥
が
音
遠
し
逢
崎
の
里
』
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が
あ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
意
識
し
て
態
々
さ
う
し
た
と
い
ふ
よ
り

も
、
万
葉
調
の
歌
を
作
つ
て
居
れ
ば
、
新
古
今
調
の
歌
は
無
く
な
り
、
従
つ

て
、
新
古
今
流
の
『
さ
び
し
』
の
用
例
が
無
く
な
る
と
い
ふ
結
果
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
明
治
に
な
つ
て
か
ら
、
古
今
・
新
古
今
を
宗
と
す
る
流
派
の
歌
に
は
、

『
さ
び
し
』
の
用
例
は
可
な
り
多
い
。
万
葉
を
学
ん
だ
正
岡
子
規
の
歌
に
は

そ
の
用
例
は
少
く
、
『
森
深
み
山
鳥
鳴
き
て
た
ま
た
ま
に
人
に
逢
ふ
さ
へ
淋

し
か
り
け
り
』
。
『
人
取
り
て
く
ら
ひ
き
と
い
ふ
ぬ
す
人
の
住
み
に
し
森
を

行
け
ば
さ
ぶ
し
も
』
な
ど
で
、
新
古
今
流
の
『
さ
び
し
』
と
い
ふ
ほ
ど
深
い

意
味
は
無
く
、
普
通
平
凡
な
意
味
に
使
つ
て
ゐ
る
。
子
規
は
寧
ろ
客
観
的
な

人
で
あ
つ
た
か
ら
、
自
然
『
さ
び
し
』
と
い
ふ
語
か
ら
遠
ざ
か
り
、
新
古
今
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流
の
歌
か
ら
も
遠
ざ
か
つ
た
の
で
、
益
々
こ
の
語
の
用
例
が
少
く
な
つ
た
も

の
と
見
え
る
。

　
然
る
に
、
そ
の
門
人
の
伊
藤
左
千
夫
の
歌
に
な
る
と
、
サ
ビ
シ
、
サ
ブ
シ

の
用
例
が
増
加
し
て
来
て
ゐ
る
。
今
実
例
を
少
し
く
抽
い
て
見
よ
う
。

　
　
　
か
つ
し
か
の
田
中
に
い
つ
く
神
の
森
の
松
を
少
み
宮
居
さ
ぶ
し
も

　
　
　
森
中
の
あ
や
し
き
寺
の
笑
ひ
ご
ゑ
夜
の
木
霊
に
ひ
び
き
て
寂
し

　
　
　
一
花
の
く
れ
な
ゐ
牡
丹
床
に
さ
せ
ば
冬
の
庵
も
さ
ぶ
し
く
も
あ
ら
ず

　
　
　
か
ぎ
ろ
ひ
の
夕
畑
蕎そ
麦ば
の
白
き
花
の
寒
け
く
見
え
て
こ
こ
ろ
さ
ぶ
し

　
　
　
も

　
　
　
青
野
原
川
ひ
と
筋
の
な
が
き
日
を
も
の
さ
び
し
ら
に
鳴
く
蛙
か
も
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鳥
が
音
も
夕
ぐ
れ
寂
し
の
こ
り
た
る
霜
葉
の
映
え
に
道
い
そ
ぎ
つ
つ

　
　
　
軒
の
端
の
梅
の
下
枝
の
花
遠
み
い
た
も
寂
し
も
吾
が
ひ
と
り
居
り

　
　
　
妻
ご
ひ
は
誰
も
す
る
と
も
た
だ
一
日
居
ね
ば
寂
し
み
我
も
す
る
か
も

　
　
　
山
人
の
つ
と
の
兎
に
冬
ご
も
る
い
ほ
り
の
七
日
さ
び
し
く
も
な
し

　
　
　
こ
も
り
く
の
谷
の
若
葉
の
繁
り
深
み
蛙
か
は
づこ
ろ
ろ
鳴
く
声
さ
び
し
ら
に

　
　
　
な
げ
し
な
る
槍
の
塗
柄
に
血
潮
手
に
握
れ
る
あ
と
を
見
る
が
寂
し
も

　
　
　
わ
く
ら
は
に
寂
し
き
心
湧
く
と
い
へ
ど
児
等
が
さ
や
け
き
声
に
消
に

　
　
　
つ
つ

　
　
　
秋
草
の
は
な
の
く
さ
ぐ
さ
捧
ぐ
れ
ど
色
は
ひ
と
日
を
保
た
ず
寂
し

　
　
　
日
も
好
き
に
梅
の
寂
し
さ
世
の
人
は
あ
ま
り
に
春
に
う
と
く
こ
そ
あ

　
　
　
れ
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世
の
中
を
憂
け
く
寂
し
く
病
む
人
ら
暫
し
茲
に
居
れ
だ
あ
り
や
の
園

　
　
　
冬
の
日
の
寒
き
く
も
り
を
物
も
ひ
の
深
き
こ
こ
ろ
に
寂
し
み
て
居
り

　
　
　
よ
み
に
あ
り
て
魂
静
ま
れ
る
人
ら
す
ら
も
こ
の
寂
し
さ
に
世
を
こ
ふ

　
　
　
ら
む
か

　
　
　
帰
り
せ
く
寂
し
き
胸
に
霜
枯
の
浅
間
の
ふ
も
と
日
も
暮
る
る
か
も

　
　
　
し
ら
し
ら
と
胡し
蝶や
花が
の
葉
ひ
ら
に
降
り
し
花
あ
は
れ
寂
し
ゑ
わ
が
心

　
　
　
か
ら

　
此
等
の
例
を
見
る
に
、
左
千
夫
の
『
さ
び
し
』
の
用
ゐ
方
は
、
万
葉
集
の

『
さ
ぶ
し
』
に
相
応
す
る
も
の
と
、
新
古
今
集
時
代
前
後
の
『
さ
び
し
』
の

心
持
を
も
混
へ
て
ゐ
る
や
う
に
思
へ
る
。
こ
れ
が
、
雅
澄
や
元
義
や
の
使
つ
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た
例
と
違
ふ
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
六

　
右
に
大
体
、
万
葉
集
か
ら
伊
藤
左
千
夫
ま
で
の
実
例
を
示
し
た
。
そ
し
て

此
処
に
示
さ
な
か
つ
た
も
の
に
も
、
ま
だ
多
く
あ
る
が
、
差
し
向
き
此
処
に

示
す
こ
と
を
罷
め
る
。
そ
し
て
次
の
二
首
を
示
し
て
愚
見
を
簡
単
に
云
ふ
こ

と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
題
し
ら
ず

　
　
　
寂
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
又
も
あ
れ
な
庵いほ
を
な
ら
べ
む
冬
の
山
里
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（
西
行
法
師
）

　
　
　
　
　
信
州
数
日

　
　
　
寂
し
さ
の
極
み
に
堪
へ
て
天
地
に
寄
す
る
命
い
の
ちを
つ
く
づ
く
と
思
ふ
　

　
　
　
（
伊
藤
左
千
夫
）

　
西
行
の
は
山
家
集
と
新
古
今
巻
六
に
載
つ
て
居
り
、
左
千
夫
の
は
明
治
四

十
二
年
の
作
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
を
見
れ
ば
、
そ
の
外
形
に
於
て

も
、
そ
の
心
に
於
て
も
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
伝
統
』

に
よ
つ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　
西
行
の
『
さ
び
し
』
は
、
万
葉
時
代
の
『
さ
ぶ
し
』
を
通
過
し
て
来
て
、

天
然
の
寂
寥
相
に
没
入
し
て
行
つ
た
新
古
今
時
代
の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
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と
は
既
に
云
つ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　
然
る
に
、
そ
の
後
万
葉
調
歌
人
に
よ
つ
て
、
一
時
さ
う
い
ふ
新
古
今
時
代

の
『
さ
び
し
』
が
却
け
ら
れ
つ
つ
あ
つ
て
、
寧
ろ
万
葉
時
代
の
『
さ
ぶ
し
』

に
通
ず
る
『
さ
び
し
』
が
復
活
し
つ
つ
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
万
葉
調

歌
人
の
伊
藤
左
千
夫
等
の
も
の
に
な
る
と
、
や
は
り
万
葉
の
『
さ
ぶ
し
』
に

通
ふ
『
さ
び
し
』
に
、
新
古
今
時
代
の
『
さ
び
し
』
を
も
加
味
す
る
に
至
つ

た
。
こ
れ
が
此
処
に
並
べ
た
西
行
の
歌
の
語
と
似
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
分
か

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
左
千
夫
の
場
合
は
、
正
岡
子
規
在
世
時
代
よ
り
も
、

子
規
歿
後
、
親
鸞
に
傾
倒
し
、
「
新
仏
教
」
同
人
と
な
り
、
人
生
を
い
ひ
信

仰
を
云
ふ
に
至
つ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
や
う
に
お
も
は
れ
る
。

　
此
処
で
も
う
一
た
び
繰
返
す
と
、
万
葉
時
代
の
『
さ
ぶ
し
』
は
、
肉
体
的
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・
人
間
的
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
が
『
伝
統
』
し
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
に
、
第
一
の

モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
を
経
て
、
心
的
・
抽
象
的
・
天
然
的
と
な
つ
た
。
こ

れ
が
新
古
今
時
代
の
『
さ
び
し
』
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
が
幾
時
代
か
の

『
伝
統
』
を
経
て
ゐ
る
う
ち
に
、
万
葉
の
復
古
を
挿
入
し
つ
つ
新
古
今
時
代

の
用
例
を
加
味
し
て
第
二
の
モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
が
行
は
れ
た
。
こ
れ
が

此
処
に
示
し
た
左
千
夫
等
の
用
例
で
あ
る
。

　
左
千
夫
等
以
後
、
も
つ
と
若
い
人
々
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
歌
の
中
に
、

『
さ
び
し
』
の
例
は
幾
つ
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ま
た
西
洋
の
用
例
の
加
味

も
あ
る
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
独
逸
語
の
ア
イ
ン
ザ
ー
ム
と
い
ふ
用
例
の
ご

と
き
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
何
時
ま
で
も
続
く
伝
統
の
『
さ
び
し
』

と
い
ふ
語
も
、
第
三
第
四
乃
至
第
何
番
目
も
の
モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
を
経
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得
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
微
妙
で
あ
り
ま
た
漸
次
的
で
あ

る
か
ら
、
今
さ
し
当
つ
て
、
ど
う
い
ふ
モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
を
な
し
得
る

か
予
言
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
『
さ
び
し
』
の
語
は
、
人
間
本
来
の
あ
る
切
実
な
心
の
状

態
を
あ
ら
は
す
の
に
適
当
な
語
で
あ
る
か
ら
、
縦
ひ  

色    

調  

ニ
ユ
ア
ン
ス

上
の
細
か
い

変
化
は
あ
つ
て
も
、
根
本
に
於
て
は
依
然
と
し
て
『
伝
統
』
を
続
け
る
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
特
に
短
歌
の
ご
と
き
形
式
約
束
の
堅
い
も
の
に
於
て

は
こ
の
予
想
は
先
づ
動
か
な
い
と
謂
つ
て
い
い
。

　
新
古
今
時
代
に
於
け
る
こ
の
語
の
色
調
上
モ
デ
イ
フ
イ
カ
チ
ヨ
ン
は
、
外

来
文
学
・
外
来
思
想
に
よ
つ
て
働
き
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

俳
諧
の
方
で
芭
蕉
な
ど
に
よ
つ
て
継
承
せ
ら
れ
、
平
安
朝
以
後
の
、
悲
哀
、
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寂
寥
に
結
合
せ
ら
れ
た
日
本
国
民
の
感
情
が
、
軍
歌
に
も
一
種
の
哀
調
を
好

む
と
い
ふ
風
に
な
つ
て
、
こ
の
語
の
伝
統
も
長
く
つ
づ
く
べ
き
筈
で
あ
る
。

『
う
き
我
を
淋○

し○

が○

ら○

せ○

よ○

閑
古
鳥
』
と
い
ふ
芭
蕉
の
観
照
は
、
『
急
が
る

る
深
山
の
奥
の
習
は
し
に
寂○

し○

か○

れ○

と○

や○

訪
ふ
人
の
な
き
』
と
い
ふ
新
千
載

の
歌
に
あ
ひ
通
ふ
の
で
、
こ
の
歌
の
中
に
あ
る
、
『
習
は
し
』
と
は
や
が
て

習
性
で
あ
り
傾
向
で
あ
り
、
我
々
民
族
の
あ
ひ
だ
に
は
既
に
牢
と
し
て
抜
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
に
お
も
へ
る
。
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