
短たん
歌か
と
取と
り
合あ
わ
せ

子し
規き
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
を
中
心
に

中

原

幸

子

一

は
じ
め
に

正
岡
子
規１

）

の
短
歌
革
新
は
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書２

）

」
か
ら
始
ま
っ
た
。

『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
は
多
く
の
反
響
を
呼
び
、
短
歌
史
上
に
お
い
て
も
高

い
評
価
を
得
た３

）

。

し
か
し
、

取
り
合
わ
せ

と
い
う
方
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
に
先
立
つ

「
文
界
八
つ
あ
た
り
」、「
文
学
漫
言
」、
後
年
の
「
墨
汁
一
滴
」
な
ど
に
お
い
て
、

子
規
が

取
り
合
わ
せ

を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
取
り
あ
げ
ら
れ

て
来
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
子
規
の
短
歌
に
お
け
る

取
り
合
わ
せ

観
を
考
察

し
、
子
規
が

取
り
合
わ
せ

に
よ
っ
て
短
歌
に
も
た
ら
そ
う
と
し
た
も
の
を
探

り
、
短
歌
に
お
け
る

取
り
合
わ
せ

の
そ
の
後
に
論
及
す
る
。

尚
、
子
規
は

取
り
合
わ
せ

を

配
合

と
称
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別

正
岡
子
規
は
明
治
三
十
一
年
、『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
を
発
表
、
短
歌

革
新
運
動
に
乗
り
だ
し
た
。

和
歌
が
腐
敗
し
、
滅
亡
の
危
機
に
あ
る
の
は
、
和
歌
そ
の
も
の
の
せ
い
で

は
な
く
歌
の
詠
み
方
・
読
み
方
に
あ
る
と
し
た
子
規
が
、
そ
の
革
新
の
柱
と

し
た
の
は
、
万
葉
調
を
推
進
し
、
実
朝
を
理
想
と
し
、
理
屈
を
排
し
感
情
を

重
ん
じ
、
用
語
の
範
囲
を
拡
げ
、
よ
き
趣
向
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
は
多
く
の
反
響
を
呼
び
、
短
歌
史
上
に
お
い
て

も
高
い
評
価
を
得
た
が
、
こ
こ
で
子
規
が

取
り
合
わ
せ

を
論
じ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
取
り
あ
げ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
『
歌

よ
み
に
与
ふ
る
書
』
と
そ
の
前
後
に
お
け
る
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観
の
変
遷

を
考
察
、
子
規
が
提
唱
し
た
短
歌
の
方
法
と
し
て
の

取
り
合
わ
せ

を
考

察
し
、
子
規
以
後
の
短
歌
に
お
け
る

取
り
合
わ
せ

に
つ
い
て
も
論
及
す

る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

子
規
、
短
歌
、
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
、
取
り
合
わ
せ
、
配
合

〔
抄

録
〕
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に
考
察４

）

し
た
が
、
筆
者
の
文
中
で
は
、

配
合

を
使
わ
ず

取
り
合
わ
せ

に

統
一
し
た
。
ま
た
引
用
文
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
あ
ら
た
め
、
句
読
点
・
ル
ビ
・

圏
点
を
適
宜
付
加
・
省
略
し
た
。

子
規
は
「
俳
諧
大
要５

）

」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

第
一

俳
句
の
標
準

一
、
俳
句
は
文
学
の
一
部
な
り
。
文
学
は
美
術
の
一
部
な
り
。
故
に
美
の
標

準
は
文
学
の
標
準
な
り
。
文
学
の
標
準
は
俳
句
の
標
準
な
り
。
即
ち
絵
画
も

彫
刻
も
音
楽
も
演
劇
も
詩
歌
小
説
も
皆
同
一
の
標
準
を
以
て
論
評
し
得
べ
し
。

こ
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、
短
歌
の
標
準
も
ま
た
文
学
の
標
準
に
、
さ
ら
に
は
美

術
の
標
準
に
照
ら
し
て
論
じ
て
し
か
る
べ
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
子
規
の
短

歌
評
は
こ
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
短
歌
を
短
歌
の
枠
内
で
論
じ
る

の
で
は
な
く
、
美
術
の
一
部
で
あ
る
文
学
の
、
そ
の
一
部
と
し
て
論
じ
、
そ
の
改

革
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。

子
規
は
、
杉
浦
民
平
が
「
破
壊
へ
の
情
熱６

）

」
で
、「
和
歌
改
革
に
と
り
か
か
っ

た
こ
ろ
、
子
規
に
よ
っ
て
歌
と
俳
句
の
本
質
的
な
差
異
は
は
っ
き
り
つ
か
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
。『
歌
は
俳
句
の
長
き
者
、
俳
句
は
歌
の
短
き
者
な
り
と
謂
ふ
て
何

の
故
障
も
見
ず
。
歌
と
俳
句
と
は
只
詩
形
を
異
に
す
る
の
み７

）

。』
と
い
う
程
度
だ

っ
た
」
と
述
べ
、
子
規
自
身
も
「
三
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
で
「
生
は
歌
よ

み
よ
り
は
局
外
者
と
か
素
人
と
か
い
は
る
る
身
に
有
之
、
従
つ
て
詳
し
き
歌
の
学

問
は
致
さ
ず
、
格
が
何
だ
か
文
法
が
何
だ
か
少
し
も
承
知
致
さ
ず
候
」
と
自
覚
す

る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
「
大
体
の
趣
味
如
何
に
お
い
て
は
自
ら
信
ず
る
所
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
き
て
か
へ
つ
て
専
門
の
歌
よ
み
が
不
注
意
を
責
む
る
者
に
御
座
候
。」

と
の
自
負
を
持
っ
て
短
歌
革
新
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
子
規
が

取
り
合
わ
せ

に
期
し
た
も
の
を
以
下
で
考
察
す
る
。

二

「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
論
点

『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
か
ら
各
回
の
要
点
を
、
子
規
の
評
語
に
注
目
し
て
概

略
す
る
。〔

〕
内
は
初
出
。

・
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
12
〕

＊
万
葉
集
尊
重
。
実
朝
を
理
想
と
す
る
。「
古
今
以
後
殆
ど
新
し
い
歌
が

な
い
と
申
さ
ね
ば
相
成
間
敷
候
。」

・
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
14
〕

＊
古
今
集
を
否
定
。「
新
」
を
尊
重
、
真
似
と
古
人
の
糟
粕
を
舐
め
る
こ

と
を
排
撃
。

・
三
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
18
〕

＊
御
歌
所
歌
人
を
批
判
。「
歌
よ
み
の
浅
見
に
は
今
更
の
や
う
に
呆
れ
申

候
。」

＊
自
分
は
素
人
で
あ
る
が
趣
味
を
理
解
し
て
い
る
。「
大
体
の
趣
味
如
何

に
お
い
て
は
自
ら
信
ず
る
所
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
き
て
か
へ
つ
て
専
門

の
歌
よ
み
が
不
注
意
を
責
む
る
者
に
御
座
候
。」

・
四
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
21
〕

＊
歌
は
理
屈
で
は
な
く
感
情
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

月
見
れ
ば
千
々
に

物
こ
そ
悲
し
け
れ
我
身
一
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど

の
「
下
二
句
は
理

窟
な
り
蛇
足
な
り
。」

・
五
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
23
〕
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＊
俗
な
掛
合
は
品
を
下
げ
る
。

も
し
ほ
焼
く
難
波
の
浦
の
八
重
霞
一
重

は
あ
ま
の
し
わ
ざ
な
り
け
り

契
沖

「
こ
の
歌
の
品
下
り
た
る
事
は

や
や
心
あ
る
人
は
承
知
致
し
を
る
事
と
存
候
。（
略
）
八
重
霞
と
い
ふ

も
の
固
よ
り
八
段
に
分
れ
て
霞
み
た
る
に
あ
ら
ね
ば
、
一
重
と
い
ふ
こ

と
一
向
に
利
き
不
申
、」

＊
嘘
の
趣
向
は
つ
ま
ら
な
い
。「

心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置

き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

躬
恒

は
、（
略
）
初
霜
が
置
い
た
位
で

白
菊
が
見
え
な
く
な
る
気
遣
無
之
候
。
趣
向
嘘
な
れ
ば
趣
も
糸
瓜
も
有

之
不
申
、
け
だ
し
そ
れ
は
つ
ま
ら
ぬ
嘘
な
る
か
ら
に
つ
ま
ら
ぬ
に
て
、

上
手
な
嘘
は
面
白
く
候
。」「
小
さ
き
事
を
大
き
く
い
ふ
嘘
が
和
歌
腐
敗

の
一
大
原
因
と
相
見
え
申
候
。」

・
六
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
24
〕

＊
文
学
は
感
情
を
本
と
す
べ
き
こ
と
。

＊
新
思
想
の
必
要
を
説
く
。「
生
は
和
歌
に
つ
き
て
も
旧
思
想
を
破
壊
し

て
、
新
思
想
を
注
文
す
る
の
考
に
て
、
随
つ
て
用
語
は
雅
語
、
俗
語
、

漢
語
、
洋
語
必
要
次
第
用
う
る
つ
も
り
に
候
。」

＊
写
生
の
提
唱
。「
生
は
国
歌
を
破
壊
し
尽
す
の
考
に
て
は
無
之
、
日
本

文
学
の
城
壁
を
今
少
し
堅
固
に
致
し
た
く
、
外
国
の
髯
づ
ら
ど
も
が
大

砲
を
発
た
う
が
地
雷
火
を
仕
掛
け
や
う
が
、
び
く
と
も
致
さ
ぬ
ほ
ど
の

城
壁
に
致
し
た
き
心
願
有
之
、」

・
七
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
２
・
28
〕

＊
「
和
歌
の
精
神
こ
そ
衰
へ
た
れ
、
形
骸
は
な
ほ
保
つ
べ
し
、
今
に
し
て

精
神
を
入
れ
替
へ
な
ば
、
再
び
健
全
な
る
和
歌
と
な
り
て
文
壇
に
馳
駆

す
る
を
得
べ
き
事
を
保
証
致
候
。」

＊
趣
向
の
変
化
を
重
視
、
非
文
学
的
思
想
（
理
屈
）
の
排
除
。「
こ
の
腐

敗
と
申
す
は
趣
向
の
変
化
せ
ざ
る
が
原
因
に
て
、
ま
た
趣
向
の
変
化
せ

ざ
る
は
用
語
の
少
き
が
原
因
と
被
存
候
。
故
に
趣
向
の
変
化
を
望
ま
ば
、

是
非
と
も
用
語
の
区
域
を
広
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
用
語
多
く
な
れ
ば

従
つ
て
趣
向
も
変
化
可
致
候
。
あ
る
人
が
生
を
目
し
て
、
和
歌
の
区
域

を
狭
く
す
る
者
と
申
し
候
は
誤
解
に
て
、
少
し
に
て
も
広
く
す
る
が
生

の
目
的
に
御
座
候
。
と
は
い
へ
如
何
に
区
域
を
広
く
す
る
と
も
非
文
学

的
思
想
は
容
れ
不
申
、
非
文
学
的
思
想
と
は
理
窟
の
事
に
有
之
候
。」

＊
歌
の
用
語
の
範
囲
拡
大
を
提
唱
。「
如
何
な
る
詞
に
て
も
美
の
意
を
運

ぶ
に
足
る
べ
き
者
は
皆
歌
の
詞
と
可
申
、
こ
れ
を
外
に
し
て
歌
の
詞
と

い
ふ
者
は
無
之
候
。
漢
語
に
て
も
洋
語
に
て
も
、
文
学
的
に
用
ゐ
ら
れ

な
ば
皆
歌
の
詞
と
可
申
候
。」

・
八
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
３
・
１
〕

＊
善
き
歌
の
例
と
し
て
『
金
槐
和
歌
集
』
を
礼
讃
。「
実
朝
の
如
き
は
実

に
千
古
の
一
人
と
存
候
。」

＊
掛
合
に
捕
ら
わ
れ
ぬ
読
み
を
示
す
。

武
士
の
矢
並
つ
く
ろ
ふ
小
手
の

上
に
霰
た
ば
し
る
那
須
の
篠
原

は
、「
こ
の
歌
の
趣
味
は
誰
し
も
面

白
し
と
思
ふ
べ
く
、
ま
た
か
く
の
如
き
趣
向
が
和
歌
に
は
極
め
て
珍
し

き
事
も
知
ら
ぬ
者
は
あ
る
ま
じ
く
、
ま
た
こ
の
歌
が
強
き
歌
な
る
事
も

分
り
を
り
候
へ
ど
も
、
こ
の
種
の
句
法
が
殆
ど
こ
の
歌
に
限
る
ほ
ど
の

特
色
を
為
し
を
る
と
は
知
ら
ぬ
人
ぞ
多
く
候
べ
き
。」
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
鑑
賞
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
「
矢
」
と
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「
篠
」
と
の
掛
詞
の
見
落
と
し
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
掛
詞
を

排
撃
、
自
ら
の
読
み
の
正
当
を
主
張
し
て
い
る
。

・
九
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
３
・
３
〕

＊
あ
ま
り
人
口
に
膾
炙
し
て
い
な
い

さ
び
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た

も
あ
れ
な
庵
を
並
べ
ん
冬
の
山
里

西
行

を
「
庵
を
並
べ
ん
と
い
ふ

が
如
き
斬
新
に
し
て
趣
味
あ
る
趣
向
は
、
西
行
な
ら
で
は
得
言
は
ざ
る

べ
く
、
特
に
「
冬
の
」
と
置
き
た
る
も
ま
た
尋
常
歌
よ
み
の
手
段
に
あ

ら
ず
と
存
候
。」
と
賞
賛
。

＊

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波

実

定

を
新
古
今
集
の
秀
歌
の
例
に
挙
げ
、「
客
観
的
に
景
色
を
善
く
写

し
た
る
も
の
は
、
新
古
今
以
前
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
こ
れ
ら
も
こ
の

集
の
特
色
と
し
て
見
る
べ
き
者
」
と
す
る
。

・
十
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
〔
日
本

明
治
31
・
３
・
４
〕

＊
御
歌
所
の
排
撃
。「
御
歌
所
と
て
え
ら
い
人
が
集
ま
る
は
ず
も
な
く
、

御
歌
所
長
と
て
必
ず
し
も
第
一
流
の
人
が
坐
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
く
候
。

（
中
略
）
明
治
の
漢
詩
壇
が
振
ひ
た
る
は
、
老
人
そ
ち
の
け
に
し
て
青

年
の
詩
人
が
出
た
る
故
に
候
。
俳
句
の
観
を
改
め
た
る
も
、
月
並
連
に

構
は
ず
思
ふ
通
り
を
述
べ
た
る
結
果
に
外
な
ら
ず
候
。」

＊
縁
語
の
排
斥
。「
縁
語
を
多
く
用
う
る
は
和
歌
の
弊
な
り
、
縁
語
も
場

合
に
よ
り
て
は
善
け
れ
ど
、
普
通
に
は
縁
語
、
か
け
合
せ
な
ど
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
た
め
に
歌
の
趣
を
損
ず
る
者
に
候
。
縦
し
言
ひ
お
ほ
せ
た
り
と

て
、
こ
の
種
の
美
は
美
の
中
の
下
等
な
る
者
と
存
候
。
む
や
み
に
縁
語

を
入
れ
た
が
る
歌
よ
み
は
む
や
み
に
地
口
、
駄
洒
落
を
並
べ
た
が
る
半

可
通
と
同
じ
く
、
御
当
人
は
大
得
意
な
れ
ど
も
側
よ
り
見
れ
ば
品
の
悪

き
事
夥
し
く
候
。
縁
語
に
巧
を
弄
せ
ん
よ
り
は
、
真
率
に
言
ひ
な
が
し

た
る
が
よ
ほ
ど
上
品
に
相
見
え
申
候
。」

＊

配
合
（
取
り
合
わ
せ
）

の
提
唱
。「
新
奇
な
る
事
を
詠
め
と
い
ふ
と
、

汽
車
、
鉄
道
な
ど
い
ふ
い
は
ゆ
る
文
明
の
器
械
を
持
ち
出
す
人
あ
れ
ど

大
に
量
見
が
間
違
ひ
を
り
候
。
文
明
の
器
械
は
多
く
不
風
流
な
る
者
に

て
歌
に
入
り
が
た
く
候
へ
ど
も
、
も
し
こ
れ
を
詠
ま
ん
と
な
ら
ば
他
に

趣
味
あ
る
者
を
配
合
す
る
の
外
無
之
候
。
そ
れ
を
何
の
配
合
物
も
な
く

「
レ
ー
ル
の
上
に
風
が
吹
く
」
な
ど
と
や
ら
れ
て
は
殺
風
景
の
極
に
候
。

せ
め
て
は
レ
ー
ル
の
傍
に
菫
が
咲
い
て
ゐ
る
と
か
、
ま
た
は
汽
車
の
過

ぎ
た
後
で
罌
粟
が
散
る
と
か
、
薄
が
そ
よ
ぐ
と
か
言
ふ
や
う
に
、
他
物

を

配
合

す
れ
ば
い
く
ら
か
見
よ
く
な
る
べ
く
候
。
ま
た
殺
風
景
な

る
者
は
遠
望
す
る
方
よ
ろ
し
く
候
。
菜
の
花
の
向
ふ
に
汽
車
が
見
ゆ
る

と
か
、
夏
草
の
野
末
を
汽
車
が
走
る
と
か
す
る
が
如
き
も
、
殺
風
景
を

消
す
一
手
段
か
と
存
候
。」

三

「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
取
り
合
わ
せ

子
規
は
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
締
め
く
く
り
に
、
ま
ず
御
歌
所
の
旧
弊
を

批
難
し
、
次
に
使
い
古
さ
れ
た
縁
語
に
よ
る
陳
腐
化
を
批
難
し
、
最
後
に

取
り

合
わ
せ
（
子
規
の
用
語
で
は

配
合

）
を
提
唱
し
て
い
る
。

縁
語
に
関
し
て
は
、「
五
た
び
…
…
…
」
で
一
度
掛
合
（＝

縁
語
）
を
批
難
し

て
お
り
、
次
に
「
八
た
び
…
…
…
」
で
も
縁
語
を
無
視
し
た
（
あ
る
い
は
、
気
付

か
な
か
っ
た
）
鑑
賞
へ
の
異
義
に
対
し
て
陸
（
実
）
あ
て
の
書
簡８

）

で
次
の
よ
う
に

一
九
〇
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取
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答
え
て
い
る
。

矢・
並
つ
く
ろ
ふ
と
篠・
原
と
の
か
け
合
せ
御
説
を
聞
て
も
猶
解
し
難
く
覚
え

候

或
は
篠
を
も
て
矢
を
つ
く
る
故
に
照
応
あ
り
と
の
事
か

若
し
そ
れ
な

ら
バ
余
り
詮
索
に
は
過
ぎ
候
ハ
ず
や

私
は
一
向
に
さ
る
事
を
感
じ
不
申
候

若
シ
此
歌
に
さ
る
か
け
合
せ
あ
り
た
ら
ば
歌
の
値
打
ハ
余
程
下
落
す
る
様
に

覚
え
候

篠
が
矢
に
な
る
者
で
な
く
と
も
此
歌
ハ
ち
つ
と
も
差
支
無
之
か
と

存
候

実
朝
は
ま
さ
か
そ
ん
な
つ
も
り
に
て
作
り
ハ
致
さ
ず
と
存
候

実
朝

の
家
集
を
見
れ
バ
実
朝
が
言
葉
の
か
け
あ
は
せ
な
ど
を
嫌
ひ
し
こ
と
は
現
れ

居
候
と
存
候

尤
矢
と
篠
と
の

配
合

ハ
極
め
て
よ
ろ
し
く
候

そ
れ
ハ

言
葉
の
上
に
て
申
す
に
て
ハ

無
之

趣
向
の
方
に
属
し
申
候

荒
熊
と
う
つ
ほ
に
こ
も
る
と
の
照
応
も
一
寸
解
し
か
ね
候

或
は
う
つ
の

意
を
利
か
せ
た
る
に
や

或
は

の
意
を
利
か
せ
た
る
に
や
い
つ
か
拝
眉
の

節
可
承
候

兎
に
角
に
こ
ゝ
に
か
け
合
せ
あ
り
と
す
れ
ハ
此
歌
の
値
打
は
一

段
落
候
事
と
存
候

諸
平
の
「
虎
毛
の
駒
」
と
「
諸
越
か
原
」
と
の
か
け
合
せ
な
ど
い
つ
か
承

り
候
事
有
之
候
が
私
ハ
少
し
も
面
白
み
を
感
し
不
申
候

若
し
諸
越
か
原
が

恐
ろ
し
い
処
と
で
も
い
ふ
な
ら
バ
兎
も
角
も
、
只
文
字
ば
か
り
の
か
け
合
せ

な
ら
バ
何
の
趣
味
も
無
之
候

若
し
又
諸
越
か
原
が
大
磯
の
原
な
ら
ば
い
よ

〳
〵
以
て
滑
𥡴
に
被
感
候

即
ち
、
子
規
は
、「
矢
は
篠
か
ら
作
る
か
ら
、
矢
と
篠
は
縁
語
で
あ
る
、
と
し

て
、
そ
の
縁
語
を
見
つ
け
出
し
て
歌
に
詠
む
こ
と
が
ひ
と
つ
の
手
柄
」
で
あ
り
、

「
読
者
は
ま
た
そ
れ
を
読
み
取
っ
て
鑑
賞
す
べ
き
」、
と
す
る
古
来
の
考
え
方
を
排

し
、
読
む
こ
と
に
お
い
て
も
ま
た
、「
尤
矢
と
篠
と
の

配
合

ハ
極
め
て
よ
ろ

し
く
候

そ
れ
ハ
言
葉
の
上
に
て
申
す
に
て
ハ

無
之

趣
向
の
方
に
属
し
申

候
」
と
い
う
よ
う
に
、
配
合
を
意
識
し
て
読
む
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て

取
り
合
わ
せ

で
あ
る
が
、『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で

取
り
合
わ

せ

が
出
る
の
は
「
十
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
だ
け
で
あ
る
。
子
規
が
こ
こ

で

取
り
合
わ
せ

を
出
し
た
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
論
ず
る
前
に
、
ま
ず
、
平
安
時
代
に
お
け
る
「
取
り
合
わ
せ
」
の
用
例

を
見
て
お
き
た
い
。
以
下
は

養
和
二
年
（
一
一
八
二
）、
藤
原
清
輔
を
判
者
と

し
て
行
わ
れ
た
太
皇
太
后
宮
亮
平
経
盛
朝
臣
家
歌
合
に
お
け
る
例
で
あ
る
。

三
番

左

顕
昭

七
七

く
れ
な
ゐ
の
こ
ぞ
め
の
色
と
み
え
つ
る
や
八
し
ほ
の
岡
の
紅
葉
な
る

ら
ん

右
勝

資
隆

七
八

初
時
雨
ふ
り
に
し
里
を
き
て
み
れ
ば
み
か
き
が
原
は
紅
葉
し
に
け
り

左
、
く
れ
な
ゐ
の
こ
ぞ
め
の
色
に
、
や
し
ほ
の
を
か
を
と
り
あ

は
せ
ら
れ
た
る
、
た
く
み
に
は
み
え
侍
れ
ど
、
右
は
い
ま
す
こ

し
す
が
た
も
う
る
は
し
く
、
の
さ
び
に
よ
み
す
ま
し
て
、
む
か

し
の
歌
を
み
る
心
ち
お
は
す
れ
ば
勝
ち
侍
り
な
む
と
ぞ
思
ひ
侍

る

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
左
の
歌
は
、
負
け
た
と
は
言
え
、「
く
れ
な
ゐ
の

こ
ぞ
め
の
色
」
と
「
や
し
ほ
の
を
か
」
の

取
り
合
わ
せ

は
巧
み
で
あ
る
、
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
評
価
さ
れ
た
の
は
、「
く
れ
な
ゐ
の
こ
ぞ
め
の
色
」

と
「
や
し
ほ
の
を
か
」
の

取
り
合
わ
せ

で
あ
っ
て
、「
く
れ
な
ゐ
の
こ
ぞ
め

一
九
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の
色
」
と
「
八
し
ほ
の
岡
の
紅
葉
」
と
の
、
色
同
士
の

取
り
合
わ
せ

で
は
な

い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
色
と
色
の

取
り
合
わ
せ

が
よ
い
の
で
は
な
く
、

「
こ
ぞ
め
」
と
「
八
し
ほ
（
八
潮
、
即
ち
何
度
も
染
汁
に
浸
し
て
染
め
上
げ
る
）

と
地
名
の
「
や
し
お
の
岡
」
の
掛
詞
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

取
り
合
わ
せ

が
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

子
規
の

取
り
合
わ
せ

は
こ
こ
に
見
ら
れ
る

取
り
合
わ
せ

と
は
本
質
的

に
異
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
ろ
子
規
は
歌
俳
同
一
観７

）

に
立
っ
て
お
り
、
従
っ
て
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る

書
』
に
お
け
る
取
り
合
わ
せ
観
も
、
俳
句
に
お
け
る
取
り
合
わ
せ
観
と
同
じ
だ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
の
だ
が
、
子
規
は
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）、
そ
の
取
り

合
わ
せ
観
を
一
気
に
深
め
、

取
り
合
わ
せ

が
「
趣
向
」
を
生
む
方
法
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
た９

）

。

そ
の
認
識
は
明
治
三
十
年
の
「
俳
諧
反
故
籠10

）

」
に
次
の
よ
う
に
集
約
さ
れ
る
。

○
近
時
文
学
の
上
に
「
美
」「
不
美
」（
又
は
醜
）
と
い
ふ
語
あ
り
、（
中
略
）

き
れ
い
な
る
者
も
雅
な
る
者
も
材
料
其
物
の
上
に
そ
れ
〳
〵
の
き
れ
い
と
か

雅
と
か
い
ふ
性
質
を
具
へ
居
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
主
と
し
て
配
合
の
如
何

に
よ
っ
て
雅
な
る
者
も
俗
と
な
り
き
れ
い
な
る
者
も
き
た
な
き
者
と
な
る
、

同
じ
物
を
活
か
し
て
使
ふ
と
殺
し
て
使
ふ
と
は
俳
人
の
技
倆
次
第
也
、（
以

下
略
）

「
十
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
に
お
け
る

配
合

の
提
案
は
、
こ
の
認
識

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
。
子
規
は
俳
句
と
同
じ
く
短
歌
に
も
取
り
合
わ
せ
が
趣
向

を
も
た
ら
す
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

一
方
子
規
は
短
歌
革
新
推
進
に
あ
た
り
、
自
ら
仲
間
と
と
も
に
歌
会
を
催
し
て

短
歌
を
作
り
、
そ
の
成
果
を
世
に
問
う
と
と
も
に
、
一
般
の
読
者
か
ら
も
短
歌
を

募
っ
て
行
く
が
、
そ
れ
ら
の
場
に
お
い
て
も

取
り
合
わ
せ

の
活
用
を
説
き
続

け
る
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
、
明
治
三
十
三
年
の
「
再
び
短
歌
を
募
る
辞
」
を

挙
げ
る11

）

。
こ
こ
で
は
、

題

森

（
中
略
）

一
、
古
歌
を
探
り
て
老
曾
の
森
お
ほ
あ
ら
き
の
森
な
ど
い
ふ
事
を
捻
出
す
る

は
拙
し
。
実
際
に
森
を
見
、
森
を
行
く
時
の
景
色
感
情
を
詠
む
べ
し
。
机
に

向
つ
て
歌
書
を
繙
く
の
暇
あ
ら
ば
杖
を
携
へ
て
森
の
小
道
を
逍
遙
す
る
に
如

か
ず
。
実
地
に
森
を
見
森
を
行
か
ば
、
其
時
森
に
配
合
す
べ
き
周
園
の
光
景

（
家
、
村
、
川
、
山
、
野
、
塔
、
鳥
、
紙
鳶
の
類
）
を
見
廻
し
、
森
の
中
に

あ
る
種
々
の
小
景
（
下
草
、
墓
、
祠
、
寺
、
鳥
獣
、
番
小
屋
等
の
類
）
を
見

定
め
、
森
と
い
ふ
者
の
感
じ
を
十
分
に
胸
の
裏
に
収
め
て
後
、
家
に
帰
り
、

再
び
前
の
光
景
を
眼
前
に
浮
べ
な
が
ら
あ
そ
こ
こ
ゝ
を
捉
へ
て
幾
首
も
詠
む

な
り
。
十
首
十
五
首
と
詠
む
内
に
は
少
く
も
一
首
二
首
の
名
歌
あ
る
べ
し
。

僅
に
一
首
二
首
詠
み
た
ら
ん
は
多
く
拙
き
も
の
な
り
。

と
、「
日
本
」
の
読
者
で
あ
る
（
恐
ら
く
は
）
初
心
者
に
向
か
っ
て
、
よ
い

取

り
合
わ
せ

の
短
歌
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
具
体
的
に
説
い
て
い
る
。

こ
の
後
も
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観
は
広
く
深
く
な
る
。
し
か
し
、
短
歌
の
世
界

で
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に

取
り
合
わ
せ

は
浸
透
し
な
か
っ
た
。

例
え
ば
子
規
は
、「
墨
汁
一
滴
」
に
お
い
て
、
落
合
直
文
の
歌
を
次
の
よ
う
に

取
り
合
わ
せ

の
観
点
か
ら
批
評
し
て
い
る
。
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わ
づ
ら
へ
る
鶴
の
鳥
屋
み
て
わ
れ
立
て
ば
小
雨
ふ
り
き
ぬ
梅
か
を
る
朝

（
略
）
次
に
病
鶴
と
梅
と
の
配
合
は
支
那
伝
来
の
趣
向
に
て
調
和
善
け
れ
ど

そ
こ
へ
小
雨
を
加
へ
た
る
は
甚
だ
不
調
和
な
り
。
む
し
ろ
小
雨
の
代
り
に
春

雪
を
配
合
せ
ば
善
か
ら
ん
。
か
つ
小
雨
に
し
て
も
「
ふ
り
き
ぬ
」
と
い
ふ
急

劇
な
る
景
色
の
変
化
を
現
は
し
た
る
は
、
他
の
病
鶴
や
梅
や
の
静
か
な
る
景

色
に
配
合
し
て
調
和
せ
ず
、
む
し
ろ
初
め
よ
り
降
つ
て
居
る
の
穏
か
な
る
に

如
か
ず
。

風
景
と
し
て
雨
で
な
く
、
雪
を
降
ら
せ
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
子
規
の
説
は
も

っ
と
も
と
思
わ
れ
、
ま
た
仮
に
雨
に
す
る
場
合
も
、
降
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が

降
り
出
す
、
と
す
れ
ば
急
に
風
景
に
変
化
が
起
こ
っ
て
、
主
人
公
で
あ
る
病
む
鶴

の
佇
ま
い
を
毀
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
説
に
も
一
理
あ
る
が
、
落
合
直
文
か
ら

は
反
応
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
子
規
は
こ
の
よ
う
に
落
合
直
文
の
歌
を
批
評
し

た
翌
年
に
没
す
る
。

以
下
、
短
歌
の
世
界
で
子
規
の
提
唱
し
た

取
り
合
わ
せ

の
辿
っ
た
経
過
を

概
観
す
る
。

四

子
規
の
短
歌
革
新
に
お
け
る

取
り
合
わ
せ

へ
の
評
価

＊

取
り
合
わ
せ

の
提
唱
は
無
視
さ
れ
た
。

・
土
屋
文
明
は
『
現
代
の
短
歌12

）

』
で
、「
国
語
学
者
で
も
、
国
文
学
者
で
も

な
く
、
短
歌
に
つ
い
て
の
先
入
主
が
全
く
な
く
、
純
粋
な
文
学
的
創
作
の

た
め
に
全
然
あ
た
ら
し
き
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
の
革
新
で
あ
っ
た
。

大
正
四
五
年
の
交
に
於
て
、
全
歌
壇
が
子
規
の
系
統
で
あ
る
、
い
は
ゞ

現
実
主
義
的
万
葉
調
と
い
ふ
も
の
に
一
時
に
殆
ど
風
靡
さ
れ
た
。（
略
）」

と
評
。

・
本
林
勝
夫
は
「
短
歌
の
歴
史

革
新
結
社
の
群
立13

）

」
で
、「『
貫
之
は
下
手

な
歌
よ
み
に
て
古
今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
』
と
旧
派
の
拠
点
を
衝

き
、
あ
わ
せ
て
写
実
（
写
生
）
に
よ
る
革
新
の
道
を
示
し
た
。
や
や
も
す

る
と
破
壊
に
急
だ
っ
た
鉄
幹
に
比
べ
て
、
方
法
意
識
を
明
確
に
し
た
点
で
、

こ
れ
は
画
期
的
な
論
だ
っ
た
。（
略
）」
と
評
。
更
に
「『
写
生
』
は
西
洋

画
の
手
法
に
示
唆
を
受
け
、
何
よ
り
も
視
角
の
回
復
に
よ
っ
て
『
印
象
明

瞭
』
な
美
を
求
め
、
や
が
て
感
動
表
現
へ
と
通
じ
る
道
を
拓
い
た
こ
と
に

大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。」
と
写
生
の
提
唱
を
高
く
評
価
。

し
か
し
、
両
者
と
も
に

取
り
合
わ
せ

へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

＊

取
り
合
わ
せ

無
視
の
理
由
の
考
察

・
短
歌
革
新
後
は
短
歌
は
「
個
」
の
文
芸
、「
私
」
を
詠
む
文
芸
と
な
っ
て

行
く
が
、
そ
れ
に
は

取
り
合
わ
せ

は
有
効
で
な
か
っ
た
。

取
り
合

わ
せ

は
言
い
た
い
こ
と
を
直
接
的
に
述
べ
る
方
法
で
は
な
く
、
従
っ
て

そ
こ
に
含
ま
せ
た
「
私
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
読
者
に
直
接
的
に
読
み
取

っ
て
貰
い
に
く
い
。

・
短
歌
は
俳
句
よ
り
長
い
た
め
、
取
り
合
わ
せ
た
二
物
が
俳
句
ほ
ど
有
効
に

響
き
あ
わ
ず
、
そ
の
た
め
に
効
果
が
弱
ま
る
。
取
り
合
わ
せ
る
二
物
が

「
線
」
と
「
線
」
や
「
面
」
と
「
面
」
で
あ
る
場
合
よ
り
、
「
点
」
と

「
点
」
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
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五

短
歌
の

取
り
合
わ
せ

と
俳
句
の

取
り
合
わ
せ

前
章
の
、
最
後
に
述
べ
た
点
に
つ
い
て
、
子
規
は
「
糞
の
句14

）

」
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
長
い
が
引
用
す
る
。

森
羅
万
象
雑
然
と
し
て
あ
る
中
に
は
美
な
者
も
あ
り
醜
な
者
も
あ
り
美
醜

相
半
し
て
居
る
者
も
あ
る
。
併
し
な
が
ら
美
と
い
ふ
方
面
か
ら
見
れ
ば
全
く

美
の
無
い
と
い
ふ
者
は
殆
ど
無
い
。
河
豚
は
見
に
く
い
面
を
し
て
居
る
け
れ

ど
其
見
に
く
い
処
に
多
少
の
美
は
あ
る
。
海
鼠
は
訳
の
分
ら
ん
形
で
あ
る
け

れ
ど
其
訳
の
分
ら
ん
処
に
多
少
の
美
は
あ
る
。
毛
虫
や
蛇
は
人
の
い
や
が
る

者
で
気
味
の
悪
い
形
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
虚
心
平
気
で
見
る
と
亦
い
く

ら
か
の
趣
味
が
出
て
来
る
。
其
中
で
徹
頭
徹
尾
醜
で
持
ち
き
つ
て
居
る
の
は

糞
で
あ
ら
う
。
ど
れ
だ
け
審
美
学
の
書
物
が
あ
る
か
知
ら
ぬ
が
恐
ら
く
は
糞

的
美
を
説
明
し
た
者
は
一
つ
も
あ
る
ま
い
。
西
洋
の
詩
や
支
那
の
詩
や
随
分

沢
山
あ
る
け
れ
ど
我
等
が
見
た
だ
け
で
は
糞
の
詩
と
い
ふ
は
見
た
事
が
無
い
。

我
等
の
見
ぬ
処
に
も
恐
ら
く
は
無
い
で
あ
ら
う
。
さ
ら
ば
糞
は
到
底
詩
に
な

ら
ぬ
か
と
思
へ
ば
俳
句
に
は
糞
の
句
が
沢
山
あ
る
か
ら
不
思
議
だ
。

な
ぜ
外
の
詩
に
無
く
て
俳
句
に
ば
か
り
比
較
的
沢
山
に
あ
る
か
と
い
ふ
に

そ
れ
は
調
和
の
具
合
が
俳
句
の
や
う
な
短
い
者
で
無
く
て
は
な
ら
ぬ
訳
が
あ

る
の
で
あ
ら
う
。
糞
の
如
く
徹
頭
徹
尾
醜
な
者
は
そ
れ
に
美
の
分
子
を
見
出

だ
す
事
は
出
来
ぬ
け
れ
ど
、
他
物
と
配
合
し
た
上
で
多
少
の
美
を
保
た
し
む

る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
此
配
合
と
い
ふ
事
よ
り
外
に
糞
を
美
化
せ
し
む

る
方
法
は
無
い
。
さ
て
何
か
を
配
合
す
る
と
し
た
処
で
其
配
合
は
極
め
て
簡

単
で
無
け
れ
ば
調
和
の
し
や
う
が
無
い
か
ら
、
つ
ま
り
俳
句
上
の
配
合
で
無

け
れ
ば
調
和
し
な
い
と
い
ふ
事
に
な
る
。
例
を
挙
げ
て
い
ふ
て
見
れ
ば
す
ぐ

に
分
る
。

紅
梅
の
落
花
燃
ゆ
ら
ん
馬
の
糞

蕪
村

梅
咲
く
や
馬
の
糞
道
江
の
南

無
腸

と
い
へ
ば
そ
れ
程
き
た
な
く
も
感
じ
な
い
。
却
て
此
馬
糞
に
い
く
ら
か
の
趣

味
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
配
合
が
簡
単
で
善
く
調
和
し
て
居
る

為
で
あ
る
。
若
し
こ
れ
を
長
く
し
た
ら
ど
う
で
あ
ら
う
。

龍
と
臥
し
た
る
幹
の
苔

玉
と
開
き
し
枝
の
花

美
人
頭
上
の
雪
数
点

少
年
胸
間
の
春
一
輪

（
中
略
）

花
吹
き
乱
す
風
の
中
に

五
色
の
馬
車
は
過
ぎ
に
け
り

梅
の
匂
ひ
も
伽
羅
の
香
も

吹
か
れ
て
寒
き
道
の
辺
に

馬
糞
三
つ
四
つ
草
の
上

と
い
ふ
て
見
た
と
こ
ろ
で
馬
糞
が
目
立
つ
て
き
た
な
く
な
る
ば
か
り
だ
。
此

い
ひ
や
う
が
悪
い
か
ら
か
も
分
ら
ぬ
と
思
ふ
て

馬
の
糞
道
辿
り
つ
ゝ

田
甫
へ
こ
そ
は
出
で
に
け
れ

と
柔
か
に
出
て
見
て
も
矢
張
調
和
し
さ
う
に
は
無
い
。

こ
の
よ
う
に
、
俳
句
の
短
さ
が

取
り
合
わ
せ

の
効
果
を
生
む
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
こ
と
が
、
具
体
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
短
歌
へ
の
言
及

が
な
く
、
俳
句
よ
り
長
く
、
詩
よ
り
短
い
短
歌
に
お
け
る

取
り
合
わ
せ

の
効

果
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

ま
た
、

取
り
合
わ
せ

に
関
連
が
あ
り
な
が
ら
、
子
規
が
関
心
を
示
さ
な
か

っ
た
も
の
に
「
親
句
」「
疎
句
」
の
論
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

一
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親
句
と
は
、「
短
歌
で
、
五
七
五
七
七
の
第
一
句
か
ら
第
五
句
ま
で
の
続
き
具
合

の
密
接
な
も
の
。
文
意
が
密
接
に
続
く
の
を
『
正
の
親
句
』、
母
音
ま
た
は
子
音

の
同
じ
音
で
続
く
の
を
『
響
き
の
親
句
』
と
い
う
。
連
歌
や
俳
諧
で
は
、
こ
れ
と

同
じ
意
味
で
発
句
や
平
句
な
ど
各
句
の
内
部
の
こ
と
ば
の
続
き
具
合
に
つ
い
て
い

う
が
、
さ
ら
に
、
二
句
間
の
付
合
に
お
い
て
、
前
句
の
姿
や
こ
と
ば
に
す
が
っ
て

付
け
る
付
け
方
に
つ
い
て
も
い
う
。
疎
句
に
対
す
る
語
。」
で
あ
り
、
疎
句
と
は
、

「
和
歌
の
第
一
句
か
ら
第
五
句
ま
で
の
、
ま
た
は
連
歌
の
長
句
五
・
七
・
五
の
上

五
か
ら
下
五
ま
で
の
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
句
も
音
調
的
に
も
語
法
的
に
も
切
れ
て
い

る
が
、
意
味
内
容
が
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
。
連
歌
・
俳
諧
で
は
、
各
句
の
続
き

ぐ
あ
い
に
つ
い
て
い
う
ほ
か
、
二
句
間
の
付
合
に
つ
い
て
も
い
う
。
親
句
に
対
す

る
語
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
疎
句
は
表
面
上
無
関
係
な
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、

取
り
合
わ
せ

で
作
ら
れ
た
歌
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
親
句
」「
疎
句
」
の
説

を
発
展
さ
せ
た
の
は
室
町
中
期
の
歌
人
・
連
歌
師
の
心
敬
で
あ
っ
た
。
子
規
は
明

治
二
十
五
年
に
仕
上
げ
た
「
日
本
人
物
過
去
帳15

）

二
」
に
「
文
明
七
年

十
住
院

心
敬

四
月
十
六
日

七
十
、
心
惠
、
竹
林
集
一
人

権
大
僧
都
、
蓮
海
坊
、
書

法
勅
筆
流
」
と
心
敬
を
載
せ
て
お
り
、
親
句
・
疎
句
の
説
も
知
っ
て
は
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
子
規
の
俳
論
や
歌
論
に
は
心
敬
の
名
も
親
句
・
疎
句
の
語
も
出
な
い
。

た
だ
、
現
代
の
短
歌
で
も
疎
句
の
試
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、

の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
╱
た
ら
ち
ね
の
母
は
死
に
給
ふ
な
り

斎
藤
茂
吉

マ
ッ
チ
す
る
つ
か
の
間
海
に
霧
ふ
か
し
╱
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
り

や

寺
山
修
司

な
ど
が
疎
句
的
な
歌
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
短
歌
は
、
例
え
ば
新
古
今
集
の
疎
句
、

家
に
百
首
歌
合
し
侍
り
け
る
に
、
祈
恋
と
い
へ
る
心
を

幾
夜
わ
れ
波
に
し
を
れ
て
貴
船
川
╱
袖
に
玉
散
る
物
思
ふ
ら
む

摂
政
太
政
大
臣
良
経

い
つ
き
の
昔
を
思
ひ
出
で
て

時
鳥
そ
の
か
み
や
ま
の
旅
枕
╱
ほ
の
語
ら
ひ
し
空
ぞ
忘
れ
ぬ

式
子
内
親
王

が
、
上
句
と
下
句
の
間
に
切
れ
が
あ
り
な
が
ら
も
意
味
が
通
じ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
五
七
五
と
七
七
の
間
の
意
味
の
断
絶
、
あ
る
い
は
飛
躍
が
大
き
い
た
め
、
読

み
が
難
し
い
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
例
え
ば
元
山
手
津
夫
は
「『
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ

た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
』
に
つ
づ
く
に
、
唐
突
と
も
思
わ
れ
る
（
作
者
は
直
線
的
と
言

う
が
）『
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り
』
の
飛
躍
し
た
あ
り
方
が
奥
深
い
所

で
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
動
の
取
扱
い
方
、
型
に
落
ち
込
ま
ぬ
表
現
の

深
さ
に
驚
か
さ
れ
る16

）

。」
と
、
そ
の
飛
躍
の
大
き
さ
が
も
た
ら
す
効
果
を
高
く
評

価
し
て
い
る
。

ま
た
、
池
田
は
る
み
は
『
岩
波
現
代
短
歌
辞
典17

）

』
に
お
い
て
、
左
記
の
よ
う
に

「
取
り
合
わ
せ
」
の
語
を
用
い
て
こ
の
歌
を
論
じ
て
い
る
。

「
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り斎

藤
茂
吉

は
、
つ
ば
め
二
羽
と
母
の
死
は
因
果
関
係
が
な
い
。
因
果
関
係
が
な
い
か
ら
、
そ

の
取
り
合
わ
せ
が
強
烈
に
印
象
に
残
る
。

足
乳
根
の

は
亡
く
な
っ
た
ば
か
り

の

母

を
荘
重
に
し
て
い
る
。」
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寺
山
の
「
マ
ッ
チ
す
る
」
の
歌
に
し
て
も
、
上
句
の
「
マ
ッ
チ
に
火
を
点
け
る

と
、
火
に
照
ら
さ
れ
て
海
に
霧
が
深
く
立
ち
込
め
て
い
る
情
景
が
浮
か
び
上
が

る
」
光
景
と
下
句
の
「
私
が
命
を
捧
げ
て
守
る
に
値
す
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
る
の

か
」
と
い
う
虚
無
的
な
問
い
か
け
の
間
に
因
果
関
係
は
な
い
が
、
そ
の
取
り
合
わ

せ
か
ら
、
小
さ
く
短
く
熱
い
マ
ッ
チ
の
炎
と
、
熱
く
な
ろ
う
と
し
て
な
り
切
れ
な

い
心
の
響
き
あ
い
が
生
ま
れ
て
、
感
動
的
な
歌
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
短
歌
は
茂
吉
や
修
司
の
代
表
歌
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
子

規
が
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
提
唱
し
た
直
後
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
か
っ
た

「
取
り
合
わ
せ
」
の
働
き
は
、
現
代
短
歌
に
こ
う
し
た
形
で
活
か
さ
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

そ
の
後
の
短
歌
界
で
は
、
塚
本
邦
雄
の
「
超
疎
句
仕
立
て18

）

」
と
い
わ
れ
る
、

掌
の
釘
の
孔
も
て
み
づ
か
ら
を
イ
エ
ス
は
支
ふ
╱
風
の
雁
来
紅

塚
本
邦
雄
（『
星
餐
図
』
一
九
七
一
）

や
、
永
田
和
宏
の
「
短
歌
合
わ
せ
鏡
の
説19

）

」
に
基
づ
く
短
歌
、

と
り
あ
え
ず
靴
を
さ
が
そ
う
╱
泣
い
て
い
る
夢
に
て
夢
の
わ
れ
は
つ
ぶ

や
く

永
田
和
宏
（『
華
氏
』
一
九
九
六
）」）

な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
短
歌
の
方
法
と
し
て
一
般
に
広
く
普
及
す
る
る
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
俳
句
の
世
界
で
は

取
り
合
わ
せ

が
俳
句
の
方
法
と
し
て
左
記
の
よ

う
に
進
化
を
続
け
て
き
た
。

・
芭
蕉
の
発
見＝

「
ほ
句
は
物
を
合
は
す
れ
ば
出
来
せ
り
。
其
能
く
取
合
は

す
る
を
上
手
と
い
ひ
、
悪
敷
を
下
手
と
い
ふ
」（『
去
来
抄
』）

青
柳
の
泥
に
し
だ
る
る
潮
干
か
な

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

芭
蕉

・
子
規
の
発
見＝

「
破
袴
弊
衣
も
配
合
と
調
和
に
よ
り
て
は
縮
緬
よ
り
も
友

禅
よ
り
も
美
な
る
事
あ
り
」（『
病
牀
六
尺

八
十
二
段
』）。

絶
筆
三
句
中
の
一
句

糸
瓜
咲
て
痰
の
つ
ま
り
し
仏
か
な

は
ま
さ
に
汚
い
も
の
を

取
り
合
わ
せ

に
よ
っ
て
美
に
昇

華
さ
せ
て
い
る
。

柿
く
へ
ば
鐘
が
な
る
な
り
法
隆
寺
（
明
治
28
年
）

・
誓
子
の
発
見＝

「
モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
は
連
鎖
で
あ
る

Ｐ
╱
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
は
衝
撃
で
あ
る

Ｅ
╱
一
個
の
作
品
の
構
成
過
程
に
於

て
は

殊
に
俳
句
の
間
接
描
写
（「
甲
」
を
描
か
ん
と
し

て
非
「
甲
」
を
描
く
こ
と
）
に
於
て
は
｜
プ
ド
フ
キ
ン
風
の

「
連
鎖
」
よ
り
も
エ
イ
ゼ
ン
シ
ユ
テ
イ
ン
風
の
「
衝
撃
」
の

方
が
よ
り
高
度
の
モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
手
法
と
考
へ
ら
れ
も
し
よ

う
。」（「
詩
人
の
視
線
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
和
８
・
４
）

こ
こ
か
ら
誓
子
は
「
写
生
構
成
」
と
い
う
方
法
を
得
る
。

七
月
の
青
嶺
ま
ぢ
か
く
溶
鉱
炉
（
昭
和
７
）

こ
う
し
て
見
る
べ
き
成
果
を
あ
げ
て
来
た
と
は
い
え
、
俳
句
の
方
法
の
主
流
は

今
も
写
生
で
あ
り
、
取
り
合
わ
せ
は
初
心
者
の
方
法
、
と
い
う
見
方
が
根
強
い
。

六

お
わ
り
に

子
規
は
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
に
お
い
て
、
短
歌
に
よ
き
趣
向
を
も
た
ら
す

技
法
と
し
て

取
り
合
わ
せ

を
提
唱
し
た
。
ま
た
、
自
ら
の
作
歌
に
お
い
て

取
り
合
わ
せ

を
実
践
し
、
他
者
の
作
品
を

取
り
合
わ
せ

の
観
点
か
ら
評

一
九
六

短
歌
と
取
り
合
わ
せ

（
中
原
幸
子
）



し
た
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
子
規
は
生
前
す
で
に

取
り
合
わ
せ

が
有
効
に
働

く
の
は
俳
句
の
よ
う
な
短
か
い
詩
型
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。

だ
が
、
塚
本
邦
雄
の
「
疎
句
仕
立
て
短
歌
」、
永
田
和
宏
の
「
短
歌
合
わ
せ
鏡

の
説
」
な
ど
、
現
代
短
歌
に
お
い
て
も

取
り
合
わ
せ

の
試
み
は
行
わ
れ
て
い

る
。取

り
合
わ
せ

は
日
本
の
文
化
全
般
に
通
じ
る
、
美
を
生
む
方
法
で
あ
る
。

も
っ
と
も
日
本
的
な
文
学
と
い
わ
れ
る
短
歌
に
お
い
て

取
り
合
わ
せ

の
力
を

活
か
す
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
な
の
で
は
な
い
か
。

〔
注
〕（
以
下
、
講
談
社
版
『
子
規
全
集
』〔
一
九
七
五
〜
一
九
七
八
刊
〕
を
『
子
規
全

集
』
と
称
す
る
。）

１
）
正
岡
子
規

慶
応
３
｜
明
治
35
（
1967
｜
1902
）。
明
治
18
年
（
18
歳
）、
桂
園
派

（
香
川
景
樹
・
旧
派
）
の
歌
人
・
井
出
真
棹
の
も
と
で
短
歌
を
始
め
た
。

２
）「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」（
日
本

明
治
31
・
２
・
12

一
〜
同
・
３
・
４

十
）。

３
）
土
屋
文
明
著
『
現
代
の
短
歌
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
７
・
８
・
15
）、
斎
藤
茂
吉

著
『
正
岡
子
規
』（
創
元
社
、
昭
和
18
・
12
・
25
）
窪
田
空
穂
・
土
岐
善
麿
・
土

屋
文
明
編
『
明
治
短
歌
史
』（
春
秋
社
、
昭
和
33
・
２
・
５
）、
松
井
利
彦
著

『
正
岡
子
規
の
研
究
』（
上
）（
明
治
書
院
、
昭
和
51
・
５
・
25
）
な
ど
に
詳
し
い
。

４
）
拙
著
「
子
規
は
な
ぜ
『
配
合
』
か
」（「
子
規
研
究
」
第
２
号

2013
・
8
・
19
）

５
）「
俳
諧
大
要
」（『
子
規
全
集

第
四
巻

俳
論
・
俳
話
一
』（
初
出
〔
日
本

明

治
28
・
10
・
22

一
〜
明
治
28
・
12
・
31

二
十
七
〕）

６
）
杉
浦
明
平
著
「
破
壊
へ
の
情
熱
」（『
子
規
全
集

第
七
巻

歌
論

選
歌
』〔
解

説
〕）

７
）「
人
々
に
答
ふ
（
十
二
）」〔
日
本

明
治
31
・
５
・
３

十
二
〕）

「
歌
俳
両
者
は
、
必
要
上
そ
の
内
容
を
異
に
し
た
り
と
の
論
の
、
妄
な
る
こ
と

は
既
に
こ
れ
を
言
へ
り
。
さ
れ
ば
歌
は
俳
句
の
長
き
者
、
俳
句
は
歌
の
短
き

者
な
り
と
い
ふ
て
何
の
故
障
も
見
ず
、
歌
と
俳
句
と
は
た
だ
詩
形
を
異
に
す

る
の
み
。」

【
中
原
注
】
こ
の
考
え
は
後
に
「
一
昨
年
と
今
年
と
少
し
く
考
の
変
り
た
る
は
、

短
歌
は
俳
句
の
如
く
客
観
を
自
在
に
詠
み
こ
な
す
の
難
き
事
、
又
短
歌
は
俳

句
と
違
ひ
て
主
観
を
自
在
に
詠
み
こ
な
し
得
る
事
、
こ
の
二
事
に
候
。
一
咋

年
頃
は
俳
句
に
詠
み
得
る
景
色
は
何
に
て
も
三
十
一
文
字
に
入
れ
得
べ
き
や

う
に
信
じ
候
ひ
し
か
ど
も
実
際
経
験
を
積
む
に
従
ひ
短
歌
は
俳
句
の
如
く
軽

快
な
る
微
細
な
る
景
色
を
詠
み
難
き
を
発
明
致
候
。」（「
心
の
華
」（
明
治

33
・
４
・
11
）・
坂
井
辨
宛
子
規
書
簡
（
明
治
33
・
３
・
18
）
と
、
改
め
ら
れ
る
。

８
）
明
治
三
十
一
年
四
月
三
日
、
陸
〔
実
〕
あ
て
の
書
簡
。
本
書
簡
は
「
心
の
華
」

「
日
本
及
日
本
人
」
に
掲
載
。

９
）
拙
著
「
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観
｜
『
俳
諧
反
故
籠
』
へ
の
軌
跡
」（「
子
規
研
究
」

第
１
号

2013
・
1
・
7
）

10
）「
俳
諧
反
故
籠
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
一
号

明
治
30
・
１
・
15

一
〜

第
三

号

明
治
30
・
３
・
15

三
〕

11
）「
再
び
短
歌
を
募
る
辞
」（「
日
本
」
明
治
33
・
１
・
８
）

12
）
土
屋
文
明
著
『
現
代
の
短
歌
』（
昭
和
７
・
８
・
15
、
岩
波
書
店
「
岩
波
講
座

日
本
文
学
」）

13
）
本
林
勝
夫
著
「
短
歌
の
歴
史

革
新
結
社
の
群
立
」（「
国
文
学

解
釈
と
教
材

の
研
究
」
臨
時
増
刊
「
短
歌

創
作
鑑
賞
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
平
２
・
９
・
25
）

14
）「
糞
の
句
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
三
巻
第
五
号

明
治
33
・
３
・
10
）

15
）「
日
本
人
物
過
去
帳

二

歌
人

俳
人

文
人

詩
人

戯
作
家

狂
文
歌
句

師
」（
子
規
全
集

第
二
十
巻

研
究
編
著
）

16
）
土
屋
文
明
編
『
斎
藤
茂
吉
短
歌
合
評
（
上
）』（
明
治
書
院

昭
和
60
・
10
・
10
）

17
）
岡
井
隆
監
修
『
岩
波
現
代
短
歌
辞
典

Ｃ
Ｄ

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』（
2002
・
5
・
22
）

18
）
桜
井
好
朗
著
『
塚
本
邦
雄
論
序
説
１
』（
人
文
書
院

1971
）

19
）
永
田
和
宏
著
『
表
現
の
吃
水

定
型
短
歌
論
』（
而
立
書
房

1982
・
3
）

な
か
は
ら

さ
ち
こ

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

指
導
教
員：

坪
内

稔
典

教
授
）

二
〇
一
三
年
九
月
三
十
日
受
理

一
九
七

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
二
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）


