
は
じ
め
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
忠
こ
そ
巻
は
、
独
立
性
の
高
い
短
編
物
語

で
は
あ
る
が
、
長
編
「
俊
蔭
系
の
物
語
と
の
結
び
つ
き
は
き
わ
め

て
緊
密
」
で
あ
り（

１
）、

特
に
俊
蔭
巻
と
対
照
性
が
あ
る（

２
）。

忠
こ
そ
巻

の
一
条
北
の
方
物
語
は
、
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
と
橘
千
蔭
の
「
情

け
」
に
よ
り
物
語
が
展
開
す
る
が（

３
）、

本
稿
で
は
、
二
人
の
和
歌
の

贈
答
を
中
心
に
、
忠
こ
そ
巻
の
和
歌
表
現
の
方
法
に
つ
い
て
、『
古

今
和
歌
六
帖
』（
以
下
、『
古
今
六
帖
』）
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

考
察
す
る
。『
古
今
六
帖
』
は
『
後
撰
集
』
成
立
以
後
か
ら
『
拾

遺
集
』
成
立
以
前
の
九
八
〇
年
代
頃
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
類
題
和
歌
集
で
あ
る
。『
古
今
六
帖
』
の
『
源
氏
物
語
』

へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
歌
題
単
位
で
の
物
語
の
影
響
、
歌
題
内

の
歌
の
連
な
り
が
及
ぼ
す
影
響
な
ど
が
み
ら
れ
る（

４
）。『

う
つ
ほ
物

語
』
の
引
歌
に
つ
い
て
は
、
内
侍
の
か
み
巻
に
つ
い
て
『
古
今
六

帖
』
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

５
）。

ま
ず
、
平
安
中
期
以
後
荒
れ
た
邸
宅
を
表
す
歌
語
「
浅
茅
」

「
葎
」「
蓬
」
が
、
忠
こ
そ
巻
で
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
か
を
『
古
今
六
帖
』
第
六
帖
「
草
」
部
の
歌
題
と
の
関
わ
り
か

ら
考
察
し
た
い
。
次
に
、
一
条
北
の
方
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
菅
原

伏
見
の
里
」
の
意
味
を
そ
の
引
歌
か
ら
考
え
る
。
さ
ら
に
、
忠
こ

そ
巻
の
和
歌
が
歌
語
の
連
想
に
よ
り
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
て
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
と
、『
古
今
六
帖
』
の
歌
題
内
の
歌
の
連
な
り
が

そ
の
和
歌
表
現
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　
「
を
か
し
き
浅
茅
」

ま
ず
、
忠
こ
そ
巻
の
冒
頭
で
、
夫
で
あ
る
左
大
臣
を
亡
く
し
た

一
条
北
の
方
が
、
同
じ
時
期
に
北
の
方
を
亡
く
し
た
橘
千
蔭
と
の

結
婚
を
望
ん
で
歌
を
贈
る
場
面
を
み
た
い
。

恥
を
捨
て
て
言
ひ
出
で
む
と
思
し
て
、（
中
略
）
か
く
聞

こ
え
て
奉
り
た
ま
ふ
。

忠
こ
そ
巻
に
お
け
る
和
歌
表
現
の
方
法

　
　
　
─ 『
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今
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ⓐ 

「
こ
こ
の
み
や
浅
茅
繁
き
と
思
へ
ど
も
ま
た
葎
生
ほ
す

宿
も
あ
り
と
か

同
じ
く
は
、
同
じ
野
に
や
思
し
召
し
た
ま
は
ぬ
」
と
て
、
を

か
し
き
浅
茅
に
御
文
さ
し
た
り
。
さ
て
奉
れ
た
ま
ふ
。（
中

略
）
長
き
葎
を
折
ら
せ
て
、
御
返
し
、

ⓑ 

人
は
い
さ
か
れ
じ
と
ぞ
思
ふ
頼
め
置
き
て
露
の
消
え
に

し
宿
の
葎
は

と
て
奉
り
た
ま
ふ
。（
①
二
一
三
・
二
一
四
頁
）

一
条
北
の
方
は
、
両
親
の
一
人
娘
で
そ
の
遺
産
を
す
べ
て
相
続

し
、
比
類
な
い
財
宝
の
持
ち
主
で
あ
る
。
仏
神
へ
の
大
願
も
か
な

わ
ず
、「
恥
を
捨
て
て
」
一
条
北
の
方
か
ら
千
蔭
に
自
分
の
思
い

を
歌
と
手
紙
で
伝
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
元
左
大
臣
の
妻
と
い

う
身
分
の
高
い
一
条
北
の
方
は
、
自
ら
は
行
か
ず
、
亡
き
夫
の
乳

母
子
で
す
ぐ
れ
た
容
貌
の
女
童
の
あ
や
き
に
、
豪
華
な
衣
装
を
着

せ
て
千
蔭
の
家
に
行
か
せ
た
。
ⓐ
歌
は
、
夫
を
な
く
し
自
分
の
住

む
家
だ
け
浅
茅
が
繁
り
荒
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
同
じ
よ

う
に
妻
を
亡
く
し
て
葎
が
繁
り
荒
れ
て
い
る
家
も
あ
る
と
か
聞
い

た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
同
じ
こ
と
な
ら
、
自
分
の
家
も

あ
な
た
の
家
と
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と
書
か
れ
、

そ
の
手
紙
は
「
を
か
し
き
浅
茅
」
に
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
一
条
北
の
方
の
ⓐ
歌
に
詠
ま
れ
、
手
紙
の
付
け
ら
れ
た

「
浅
茅
」
が
歌
語
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て

考
え
た
い
。「
浅
茅
」
は
短
い
茅
で
、
イ
ネ
科
の
多
年
草
で
あ
る
。

『
古
今
六
帖
』
に
は
全
体
で
二
十
一
首
あ
る
が
、
第
六
帖
の
歌
題

「
浅
茅
」
に
は
八
首
が
あ
り
、
そ
の
中
の
五
首
を
次
に
示
す
。

① 

浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
し
の
ぶ
と
も
今
は
知
ら
じ
な
問
ふ
人

な
し
に
（
人
丸
）（
三
八
九
八
）

② 

山
高
み
夕
日
隠
れ
の
浅
茅
原
後
見
む
た
め
と
標
結
は
ま
し
を

（
三
九
〇
一
）

③ 

思
ふ
よ
り
い
か
に
せ
よ
と
か
秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
色
こ
と

に
な
る
（
三
九
〇
二
）

④ 

秋
萩
は
咲
き
ぬ
べ
か
ら
し
我
が
宿
の
浅
茅
が
花
の
色
づ
く
見

れ
ば
（
穂
積
王
子
）（
三
九
〇
四
）

⑤ 

真
葛
は
ふ
小
野
の
浅
茅
を
心
よ
り
人
引
か
め
や
も
我
な
ら
な

く
に
（
三
九
〇
五
）

①
歌
は
、『
古
今
集
』
恋
一
に
は
、
第
四
・
五
句
「
人
知
る
ら

め
や
言
ふ
人
な
し
に
」
と
あ
り
、「
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
」
は

「
し
の
ぶ
」
を
導
く
序
詞
で
、
①
歌
の
歌
意
に
「
浅
茅
」
自
体
の

意
味
は
影
響
し
な
い
。
①
歌
は
、
私
に
恋
を
し
て
い
る
の
か
と
尋

ね
る
人
（『
古
今
集
』
で
あ
れ
ば
「
伝
え
る
人
」）
も
い
な
い
の
で
、

今
は
私
の
恋
心
を
相
手
が
知
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
一
条
北
の

方
が
自
ら
千
蔭
に
恋
心
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況

と
共
通
し
て
い
る
。
②
歌
は
、『
萬
葉
集
』
巻
七
（
第
二
句
「
夕

日
隠
り
ぬ
」
第
四
句
「
後
見
む
た
め
に
」）
と
『
拾
遺
集
』
雑
下
（
第
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二
句
「
夕
日
隠
れ
ぬ
」
第
四
句
「
後
見
む
た
め
に
」
人
麿
）
に
も

あ
り
、『
萬
葉
集
』
で
は
譬
喩
歌
で
、「
浅
茅
原
」
は
思
慕
す
る
若

く
て
美
し
い
女
性
に
よ
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
歌
意
は
相
手
の
女
性

が
若
く
て
今
回
は
逢
え
な
か
っ
た
が
、
後
ほ
ど
逢
う
た
め
に
、
標

縄
を
は
っ
て
自
分
の
所
有
を
示
し
て
お
け
ば
他
の
男
性
が
関
係
を

持
つ
心
配
も
な
く
て
よ
か
っ
た
の
に
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
⑤
歌
も

『
萬
葉
集
』
巻
十
一
に
も
あ
り
、「
小
野
の
浅
茅
」
に
は
若
い
女
性

が
喩
え
ら
れ
、
他
の
男
性
に
誘
い
を
か
け
ら
れ
は
し
な
い
か
と
心

配
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
③
歌
は
『
古
今
集
』
恋
四
に
も
あ
り
、

秋
風
に
な
び
く
浅
茅
の
色
が
変
わ
る
よ
う
に
相
手
が
自
分
に
飽
き

て
心
変
わ
り
す
る
不
安
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
か
ら
は
一
条

北
の
方
が
最
後
に
千
蔭
に
贈
る
歌
に
「
秋
風
」
が
詠
ま
れ
、
千
蔭

が
「
色
が
変
わ
る
」
こ
と
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。

④
歌
は
『
萬
葉
集
』
巻
八
秋
の
雑
歌
（
第
五
句
「
散
り
ぬ
る
見
れ

ば
」）
に
も
あ
り
、
秋
の
景
物
の
「
秋
萩
」
と
「
浅
茅
」
が
詠
ま

れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
④
⑤
歌
は
、
忠
こ
そ
巻
の

一
条
北
の
方
の
最
終
詠
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
古

今
六
帖
』
の
歌
題
「
浅
茅
」
に
連
な
る
歌
が
、
引
歌
と
は
言
え
な

い
も
の
の
ゆ
る
や
か
に
一
条
北
の
方
の
物
語
の
展
開
に
影
響
を
与

え
て
い
る
。

「
あ
や
き
」
と
い
う
「
め
で
た
く
か
た
ち
あ
る
童
」
は
、
②
歌

や
⑤
歌
の
よ
う
な
「
浅
茅
」
に
喩
え
ら
れ
る
若
い
女
性
で
、
一
条

北
の
方
は
そ
の
「
あ
や
き
」
を
使
者
に
し
、
文
を
付
け
た
「
を
か

し
き
浅
茅
」
を
持
た
せ
て
い
る
。「
を
か
し
き
浅
茅
」
で
表
象
さ

れ
た
「
あ
や
き
」
は
、
橘
千
蔭
邸
の
従
者
の
目
に
と
ま
り
、
一
条

北
の
方
の
手
紙
は
千
蔭
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
浅
茅
」

は
、『
萬
葉
集
』
で
は
、
若
い
女
性
が
喩
え
ら
れ
る
風
情
あ
る
秋

の
景
物
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
中
期
頃
に
な
る
と
、
蓬
や
葎
な

ど
と
共
に
荒
廃
し
た
邸
宅
の
景
物
と
な
り
、
一
条
北
の
方
の
ⓐ
歌

で
は
自
身
の
邸
の
喩
え
と
し
て
「
浅
茅
繁
き
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

次
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
内
で
浅
茅
の
用
例
は
七
例
あ
る
が
、
そ

れ
ら
と
忠
こ
そ
巻
と
の
関
係
を
考
え
た
い
。

ⓒ 

虫
だ
に
も
あ
ま
た
声
せ
ぬ
浅
茅
生
に
ひ
と
り
住
む
ら
む
人

を
こ
そ
思
へ
（
①
五
二
頁
）

ⓓ 

秋
風
の
吹
く
を
も
嘆
く
浅
茅
生
に
い
ま
は
と
枯
れ
む
を
り

を
こ
そ
思
へ
（
①
五
七
頁
）

ⓔ 

浅
茅
野
に
繁
る
宿
に
は
白
露
の
い
と
ど
お
き
な
ぞ
住
み　

憂
か
り
け
る
（
①
一
八
五
頁
）

ま
ず
ⓒ
ⓓ
歌
は
俊
蔭
巻
で
兼
雅
と
俊
蔭
娘
の
初
め
て
の
出
逢
い

と
別
れ
の
場
面
の
歌
に
み
ら
れ
る
。
ま
だ
若
小
君
の
兼
雅
は
、
賀

茂
詣
の
帰
途
、
俊
蔭
娘
の
住
む
荒
れ
た
邸
に
立
ち
寄
る
。
ⓒ
歌
は
、

兼
雅
が
浅
茅
生
の
荒
れ
た
と
こ
ろ
に
一
人
で
暮
ら
し
て
い
る
俊
蔭

娘
を
思
い
詠
ん
だ
独
詠
歌
で
あ
る
。
ⓓ
歌
は
、
俊
蔭
娘
が
兼
雅
と

の
契
り
の
後
、
浅
茅
生
に
住
む
自
分
の
将
来
を
不
安
に
思
う
気
持

― 3 ―



ち
を
詠
ん
だ
歌
で
、
ⓒ
歌
に
唱
和
し
た
よ
う
な
歌
と
な
っ
て
い

る
。
俊
蔭
巻
の
二
人
の
歌
は
贈
答
歌
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

独
詠
歌
の
よ
う
で
あ
る
。
二
人
の
歌
は
浅
茅
生
に
荒
廃
し
た
宿
を

喩
え
て
い
る
点
は
共
通
し
、
俊
蔭
娘
の
ⓓ
歌
は
さ
ら
に
、
秋
風
を

嘆
く
浅
茅
が
枯
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
兼
雅
に
忘
れ
去
ら
れ
る
不
安

が
詠
ま
れ
、
前
述
し
た
③
歌
と
同
様
の
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
。
ⓔ
歌

は
藤
原
の
君
巻
で
、
滋
野
真
菅
の
息
子
帯
刀
が
父
の
代
作
で
あ
て

宮
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
お
き
な
」
に
「
置
き
」
と
「
翁
」
が

掛
け
ら
れ
て
い
る
。
一
条
北
の
方
の
ⓐ
歌
と
「
浅
茅
」
の
「
繁
る

宿
」
が
共
通
し
、
千
蔭
の
ⓑ
歌
と
は
「
露
」「
お
き
」
の
語
が
共

通
し
て
お
り
、
同
じ
物
語
内
の
藤
原
の
君
巻
の
歌
と
影
響
関
係
に

あ
る
。
さ
ら
に
、
年
老
い
た
真
菅
の
あ
て
宮
へ
の
恋
は
、『
伊
勢

物
語
』
六
三
段
の
性
を
入
れ
替
え
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
な
っ
て
い
る

が
、
一
条
北
の
方
も
五
十
歳
余
り
の
老
女
で
千
蔭
と
は
親
子
ほ
ど

の
年
齢
差
が
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
六
三
段
と
同
じ
設
定
に
な
っ

て
い
る
。

さ
ら
に
、
忠
こ
そ
巻
に
は
「
浅
茅
」
の
用
例
が
三
例
あ
り
、
ⓐ

ⓑ
歌
の
贈
答
場
面
で
二
例
と
、
後
ほ
ど
千
蔭
が
「
白
銀
の
透
箱
二

つ
に
、
こ
の
北
の
方
の
御
文
ど
も
、
浅
茅
つ
け
た
り
し
よ
り
は
じ

め
て
」（
①
二
四
六
頁
）
と
返
却
す
る
場
面
で
み
ら
れ
る
。
七
例

め
は
、
国
譲
中
巻
の
あ
て
宮
の
若
宮
が
「
君
が
か
く
取
り
そ
め
け

れ
ば
山
川
の
浅
茅
ぞ
沖
の
上
に
見
え
け
る
」（
③
二
〇
九
頁
）
と

奇
抜
な
発
想
で
詠
ん
だ
歌
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
浅
茅
」

は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
内
七
例
中
六
例
が
和
歌
で
の
用
例
で
歌
語

と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
内
の
三
例
が
一
条
北
の
方
に
関
わ
り
、

忠
こ
そ
巻
で
は
若
き
女
性
を
表
す
「
浅
茅
」
が
若
く
は
な
い
一
条

北
の
方
の
表
象
に
な
っ
て
い
る
。

二　
「
葎
生
ほ
す
宿
」

次
に
、
一
条
北
の
方
の
ⓐ
歌
に
詠
ま
れ
た
「
葎
生
ほ
す
宿
」
の

意
味
を
考
察
し
た
い
。「
葎
」
は
蔓
性
の
雑
草
の
総
称
で
あ
る
。

『
古
今
六
帖
』
に
は
全
体
で
十
二
首
あ
る
が
、
第
六
帖
の
歌
題

「
葎
」
に
は
六
首
が
あ
り
、
そ
の
中
の
三
首
を
次
に
示
す
。

⑥ 

葎
は
ふ
い
や
し
き
宿
も
大
君
の
来
む
と
知
り
せ
ば
玉
敷
か
ま

し
を
（
左
大
臣
諸
兄
）（
三
八
七
〇
）

⑦ 

何
せ
ん
に
玉
の
台う

て
なも

八
重
葎
出
づ
ら
ん
中
に
二
人
こ
そ
寝
め

（
三
八
七
四
）

⑧ 

葎
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
の
恋
し
き
に
玉
と
つ
く
れ
る
宿
も
忘

れ
ぬ
（
三
八
七
五
）

⑥
歌
は
『
萬
葉
集
』
巻
十
九
（
四
句
「
ま
さ
む
と
知
ら
ば
」
左

注
「
左
大
臣
橘
卿
」）
と
、『
古
今
六
帖
』
第
二
帖
「
み
ゆ
き
」（
四

句
「
み
ゆ
き
と
知
ら
ば
」
作
者
名
「
左
大
臣
橘
朝
臣
」）
に
も
あ

る
が
、
第
四
句
に
い
ず
れ
も
異
同
が
あ
り
、
⑥
歌
が
最
も
敬
意
の

低
い
表
現
で
あ
る
。
⑥
歌
の
「
葎
は
ふ
」
は
雑
草
が
生
い
茂
っ
て

― 5 ― ― 4 ―



荒
れ
果
て
て
い
る
所
を
意
味
し
、
こ
の
歌
は
貴
人
の
来
訪
を
光
栄

と
し
、
接
待
の
不
備
を
詫
び
る
挨
拶
の
歌
で
、
作
者
が
左
大
臣
橘

諸
兄
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
千
蔭
は
右
大
臣
だ
が
同
じ
橘

氏
で
あ
る
。
ⓐ
歌
に
は
、
⑥
歌
の
作
者
が
意
識
さ
れ
、
千
蔭
邸
が

「
葎
生
ほ
す
宿
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

⑦
⑧
歌
は
『
古
今
六
帖
』
の
み
に
見
ら
れ
る
歌
で
、
立
派
な
邸

の
「
玉
の
台
」
と
、
葎
が
生
い
繁
る
「
葎
の
宿
」
が
比
較
さ
れ
、

愛
す
る
人
と
共
寝
し
た
「
葎
の
宿
」
の
方
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

⑦
歌
は
、
一
条
北
の
方
の
忠
こ
そ
へ
の
継
子
い
じ
め
が
始
ま
る
直

前
の
千
蔭
と
忠
こ
そ
の
会
話
の
場
面
に
引
か
れ
て
い
る
。

お
と
ど
、「『
玉
の
台
も
』
と
言
ふ
は
、
そ
れ
ぞ
か
し
」
と

の
た
ま
ひ
て
、
北
の
方
の
御
帳
の
内
に
御
座
所
し
て
、
大
殿

籠
り
な
ど
す
る
に
、
忠
こ
そ
「
今
宵
は
一
条
に
は
渡
ら
せ
た

ま
ふ
ま
じ
き
に
や
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
お
と
ど
、

　

ⓕ 

年
経
れ
ど
忘
れ
ぬ
人
の
寝
し
床
ぞ
独
り
臥
す
に
も　

う
れ
し
か
り
け
る
（
①
二
二
一
頁
）

「
玉
の
台
も
」
に
は
⑦
歌
が
直
接
引
か
れ
、
千
蔭
を
迎
え
る
た

め
贅
を
尽
く
し
た
一
条
北
の
方
邸
が
「
玉
の
台
」
と
す
れ
ば
、
千

蔭
邸
は
「
八
重
葎
出
づ
ら
ん
中
」
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、

こ
の
場
面
で
も
千
蔭
邸
が
「
葎
の
宿
」
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
内
で
の
「
葎
」
の
用
例
は
十
八
例
あ
る

が
、
地
の
文
で
は
「
葎
の
下
」「
葎
の
宿
」
な
ど
荒
廃
し
た
邸
を

意
味
す
る
用
例
が
多
い
。
そ
の
中
で
も
、
荒
れ
果
て
た
京
極
邸
を

も
含
め
て
俊
蔭
娘
に
関
わ
る
用
例
が
七
例
あ
る
が
、
千
蔭
邸
は

「
葎
の
宿
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
点
で
京
極
邸
に
通
じ
て
い
る
。

和
歌
の
用
例
は
六
例
で
、
同
時
代
以
降
の
歌
と
と
も
に
検
討
し
た

い
。ⓑ 

人
は
い
さ
か
れ
じ
と
ぞ
思
ふ
頼
め
置
き
て
露
の
消
え
に
し
宿

の
葎
は
（
再
掲
）

ⓖ 

松
虫
の
宿
訪
ふ
秋
の
葎
に
は
や
ど
れ
る
露
や
も
の
を
思
は
む

（
②
二
二
四
頁
）

⑨ 

わ
が
宿
の
葎
の
露
も
消
え
な
く
に
松
虫
の
声
聞
こ
ゆ
ら
ん
か

し
（『
惟
成
弁
集
』「
松
虫
」）

ⓐ
歌
で
は
千
蔭
邸
が
「
葎
生
ほ
す
宿
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
た
が
、

ⓑ
歌
で
は
千
蔭
が
「
葎
」
に
、
亡
き
妻
が
「
露
」
に
喩
え
ら
れ
、「
枯

れ
」
に
「
離
れ
」
が
掛
け
ら
れ
て
、
千
蔭
は
愛
す
る
妻
の
亡
く
な
っ

た
家
を
離
れ
ま
い
と
詠
ん
で
い
る
。
ⓑ
歌
に
は
「
葎
の
宿
」
と

「
露
」
が
一
首
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
『
う

つ
ほ
物
語
』
以
前
に
は
見
出
せ
な
い
。
内
侍
の
か
み
巻
の
ⓖ
歌
に

は
見
ら
れ
、「
葎
」
に
藤
壺
、「
露
」
に
東
宮
が
喩
え
ら
れ
て
い
る

点
で
も
共
通
す
る
。
⑨
歌
は
、
ⓑ
歌
と
言
葉
の
続
き
具
合
が
共
通

し
て
い
る
が
、
寛
和
二
（
九
八
六
）
年
に
花
山
天
皇
が
主
催
し
た

「
内
裏
歌
合
」
に
出
詠
さ
れ
た
歌
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
成
立
下

限
が
一
条
朝
の
初
期
（
一
条
朝
は
九
八
六
～
一
〇
一
一
年
）
と
考
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え
る
と（

６
）、

前
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
影
響
関
係
に
あ
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
千
蔭
の
ⓑ
歌
は
、「
葎
の
宿
」

と
「
露
」
を
と
も
に
詠
ん
だ
初
期
の
用
例
と
な
り
、
忠
こ
そ
巻
の

成
立
時
期
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

千
蔭
は
ⓑ
歌
を
、
な
ぜ
「
長
き
葎
」
に
文
を
付
け
て
返
し
た
の

だ
ろ
う
か
。「
葎
」
の
長
さ
を
詠
ん
だ
歌
は
管
見
の
と
こ
ろ
見
出

せ
な
い
が
、
一
条
北
の
方
が
千
蔭
に
贈
っ
た
「
を
か
し
き
浅
茅
」

が
趣
深
い
「
短
い
茅
」
を
意
味
す
る
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
「
長

き
葎
」
を
贈
る
と
い
う
「
長
短
」
の
対
を
意
図
し
た
機
知
的
な
趣

向
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
橘
氏
の
「
橘
」
の
意
味
す
る

永
遠
性
も
長
さ
に
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
互
い
に
趣
向
を
こ
ら
し
た
ⓐ
ⓑ
歌
の
贈
答
が
始

ま
り
と
な
っ
て
、
こ
の
後
一
条
北
の
方
は
「
を
か
し
き
こ
と
も
あ

は
れ
な
る
こ
と
も
」
手
紙
や
和
歌
に
し
た
た
め
、
千
蔭
と
の
交
流

が
始
ま
る
。
忠
こ
そ
巻
で
一
条
北
の
方
は
七
首
和
歌
を
詠
ん
で
い

る
が
、
二
首
の
独
詠
歌
を
除
い
て
、
す
べ
て
贈
歌
で
あ
り
、
そ
の

内
四
首
は
千
蔭
に
、
一
首
は
忠
こ
そ
に
対
し
て
の
歌
で
あ
る
。『
う

つ
ほ
物
語
』
全
体
で
も
こ
れ
ほ
ど
贈
歌
を
繰
り
返
す
女
性
は
一
条

北
の
方
の
み
で
、
歌
を
詠
み
交
わ
す
こ
と
で
千
蔭
と
の
関
係
を
自

ら
築
こ
う
と
し
て
お
り
、
歌
物
語
的
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

三　
「
蓬
」
の
不
在

平
安
中
期
以
後
、
荒
れ
果
て
た
家
を
象
徴
す
る
「
草
」
と
し
て

は
、「
蓬
」、「
浅
茅
」、「
葎
」
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面

に
「
蓬
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。『
う
つ
ほ

物
語
』
全
体
で
も
、「
蓬
」
の
用
例
は
八
例
し
か
な
い
。
忠
こ
そ

巻
で
も
「
蓬
」
の
用
例
は
な
い
が
、
巻
末
で
一
条
北
の
方
に
最
後

ま
で
献
身
的
な
下
仕
へ
の
名
前
が
「
よ
も
ぎ
」
な
の
は
意
図
的
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ⓗ 

夏
に
な
る
ま
ま
に
、
出
で
入
り
つ
く
ろ
ふ
人
な
き
と
こ
ろ
な

れ
ば
、
蓬
、
葎
さ
へ
生
ひ
こ
り
て
、
人
め
ま
れ
に
て
、
た
だ

明
け
暮
れ
な
が
む
る
に
、（
①
四
九
頁
）

ⓘ 

む
か
し
、
屋
ど
も
な
く
倒
れ
、（
中
略
）
丈
よ
り
も
高
か
り

し
草
も
、
蓬
が
中
を
分
け
入
り
て
お
は
し
て
見
え
た
り
し
に

（
③
五
〇
一
頁
）　　

俊
蔭
巻
に
お
い
て
四
例
見
ら
れ
、
ⓗ
は
俊
蔭
の
娘
が
住
む
荒
廃

し
た
京
極
邸
の
庭
の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ⓘ
は
楼
の
上
上

巻
で
、
兼
雅
が
俊
蔭
巻
で
京
極
邸
を
訪
れ
た
時
の
回
想
が
記
さ
れ

て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
内
で
の

「
蓬
」
は
、
八
例
中
五
例
が
俊
蔭
娘
の
住
ん
で
い
た
京
極
邸
の
荒

廃
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
、
俊
蔭
娘
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
。

次
に
、「
蓬
」
の
和
歌
で
の
用
例
を
み
る
。『
古
今
六
帖
』
全
体

で
は
四
首
、「
蓬
」
の
歌
題
で
も
三
首
し
か
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
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「
浅
茅
」
や
「
葎
」
と
比
べ
る
と
少
な
い
。

⑩ 

我
も
古ふ

り
蓬
も
宿
に
繁
り
に
し
門
に
音
す
る
人
は
誰
ぞ
も

（
三
九
五
六
）

⑪ 
古
里
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き
夏
衣
蓬
の
上
の
露
見
る
ご
と
に

（
三
九
五
七
）

⑫ 

秋
風
や
蓬
の
宿
に
吹
き
ぬ
ら
ん
声
な
つ
か
し
く
鳴
く
き
り
ぎ

り
す
（
三
九
五
八
）

三
首
と
も
、「
蓬
」
の
生
い
茂
る
家
は
、
人
の
訪
れ
の
な
い
さ

び
し
い
宿
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、「
好
忠
百
首
」
の
序
で
は
、

「
蓬
」
は
「
浅
茅
」
や
「
葎
」
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。

あ
は
れ
、
た
づ
き
あ
り
せ
ば
、
百
敷
の
大
宮
仕
へ
つ
と
む

と
て
（
中
略
）
蓬
の
か
ど
に
閉
ぢ
ら
れ
て
出
で
仕
ふ
る
こ
と

も
な
き
、（
中
略
）
昨
日
見
し
宝
の
宿
も
今
日
は
浅
茅
が
原

と
露
し
げ
く
て
、
あ
し
た
に
通
ひ
し
玉
の
と
ぼ
そ
も
夕
べ
に

は
八
重
葎
に
う
づ
も
れ
て
、
空
ゆ
く
雲
の
は
て
も
な
く
、（
後

略
）

こ
の
序
で
は
、「
浅
茅
が
原
」
と
「
八
重
葎
」
は
荒
れ
果
て
た

邸
宅
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、「
蓬
」
は
「
蓬
の
生
い
茂
る
荒

れ
た
宿
」
だ
け
で
な
く
「
そ
こ
に
閉
じ
こ
も
っ
て
出
仕
す
る
こ
と

も
な
い
不
遇
な
貧
士
の
住
居
」
ま
で
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
漢
詩
に
み
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ（

７
）」

に
近
く
、
例
え
ば
、
源
順
の
「
五

嘆
吟
」（『
扶
桑
集
』）
に
は
「
単
貧
久
被
蓬
門
閉
」（
単
に
貧
し
く

て
久
し
く
蓬
の
門
に
閉
ぢ
ら
れ
）
と
あ
る
。
好
忠
・
順
の
歌
と

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
に
は
共
通
語
彙
が
多
い
が（

８
）、

忠
こ
そ
巻

に
は
、「
好
忠
百
首
」
の
序
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
漢
詩
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
「
蓬
」
は
あ
え
て
用
い
な
い
と
い
う
表
現
意
識
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
「
よ
も
ぎ
」
と
い
う
名
前
の
侍
女
が
登
場
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
漢
詩
文
で
は
、
例
え
ば
、『
荘
子
』
逍
遥
遊
に
「
則
ち

夫
子
猶
ほ
蓬
の
心
有
る
か
な
」
と
あ
り
「
蓬
の
心
」
は
こ
せ
こ
せ

し
た
ま
が
っ
た
心
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
よ
も
ぎ
」
は
「
な

め
く
使
ひ
に
く
し
と
て
、
人
よ
り
こ
と
に
憎
み
た
ま
ひ
し
下
仕

へ
」（
①
二
四
九
・
二
五
〇
頁
）
で
あ
っ
た
。「
な
め
く
」
は
礼
儀

知
ら
ず
の
意
で
あ
り
、
漢
詩
文
の
用
例
と
意
味
が
通
じ
る
。「
蓬
」

は
『
詩
経
』
で
は
邪
気
払
い
の
霊
的
呪
力
の
あ
る
植
物
と
し
て
も

詠
ま
れ
て
お
り
、
歌
語
と
は
異
な
る
意
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

忠
こ
そ
巻
に
は
、
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
「
蓬
」
は
描
か
れ
ず
、

「
浅
茅
」
や
「
葎
」
と
い
っ
た
歌
語
が
用
い
ら
れ
、
歌
物
語
的
な

世
界
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。

四　
「
菅
原
伏
見
の
里
」

一
条
北
の
方
は
財
を
尽
く
し
て
千
蔭
の
愛
情
を
得
よ
う
と
し
た

が
、
次
第
に
千
蔭
の
足
は
遠
の
き
、
手
紙
さ
え
も
こ
な
い
日
々
が
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数
か
月
続
い
て
、
万
策
尽
き
自
ら
歌
を
贈
る
場
面
を
見
た
い
。

　
　

「
ⓙ 

菅
原
や
伏
見
の
里
を
忘
る
る
は
わ
が
荒
れ
ま
く
や
惜
し

ま
ざ
る
ら
む

と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
ら
な
り
や
。
い
み
じ
き
恥
を
も
見
た
ま

へ
つ
る
か
な
」
と
恨
み
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
お
と
ど
見
た

ま
ふ
に
、（
中
略
）「
今
た
め
ら
ひ
て
。
ま
こ
と
や
、
菅
原
は
、

　

ⓚ 

荒
れ
ま
く
は
君
を
ぞ
惜
し
む
菅
原
や
伏
見
の
里
の
あ
ま

た
な
け
れ
ば
（
①
二
一
九
頁
）

二
人
の
関
係
は
、
基
本
的
に
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
と
い
う
言

葉
に
、「
情
け
」
あ
る
千
蔭
が
相
手
の
世
間
体
を
思
っ
て
行
動
に

移
す
こ
と
で
展
開
し
て
い
る（

９
）。

だ
が
、
こ
の
数
か
月
間
手
紙
も
書

か
な
か
っ
た
千
蔭
が
返
歌
し
一
条
北
の
方
邸
を
訪
れ
る
と
い
う
行

動
の
変
化
に
は
、
ⓙ
歌
に
何
か
千
蔭
を
動
か
す
力
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
千
蔭
が
「
ま
こ
と
や
、
菅
原
は
」

と
ⓚ
歌
の
前
に
「
菅
原
」
を
復
唱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
菅
原
」

に
何
か
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
以
前
に
「
菅
原
」
を
含
む
歌
は
十
首
あ
り
、

こ
の
場
面
の
引
歌
と
し
て
は
次
の
二
首
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

二
首
と
も
引
歌
と
し
て
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。

⑬ 

い
ざ
こ
こ
に
わ
が
世
は
経
な
む
菅
原
や
伏
見
の
里
の
荒
れ
ま

く
も
惜
し
（『
古
今
集
』
雑
下
・
九
八
一
）

⑭ 

菅
原
や
伏
見
の
里
の
荒
れ
し
よ
り
通
ひ
し
人
の
跡
も
絶
え
に

き
（『
後
撰
集
』
恋
六
・
一
〇
二
四
）

⑬
歌
は
『
古
今
六
帖
』
第
二
帖
「
里
」
に
も
あ
る
。「
菅
原
の

伏
見
」
は
大
和
国
に
あ
り
、
垂
仁
天
皇
・
安
康
天
皇
の
御
陵
が
あ

り
、
元
明
天
皇
の
行
幸
も
行
わ
れ
た
古
く
か
ら
重
要
な
土
地
で
、

菅
原
氏
の
本
貫
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
⑬

歌
は
様
々
な
説
話
と
結
び
つ
き
中
世
に
は
「
菅
原
の
神
の
歌
」
と

し
て
伝
承
さ
れ）

（1
（

、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
垂
仁
紀
に
記
さ
れ
た
伝
承

を
ふ
ま
え
て
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

（（
（

。

九
十
年
の
春
二
月
の
庚
子
の
朔つ

き
た
ち

に
、
天
皇
、
田た

ぢ

ま
道
間
守も

り

に
命み

こ
と
お
ほ

せ
て
常
世
国
に
遣
し
、
非と

き
じ
く
の
か
く
の
み

時
香
菓
を
求
め
し
め
た
ま
ふ
。
今

し 

　 

橘 

　 

と
謂
ふ
は
是
な
り
。

田
道
間
守
は
、
垂
仁
天
皇
の
命
に
よ
り
、
常
世
の
国
に
行
き
、

十
年
後
「
非
時
香
菓
」
す
な
わ
ち
「
橘
」
を
持
ち
帰
っ
た
が
、
既

に
垂
仁
天
皇
は
崩
御
し
、
菅
原
伏
見
陵
に
葬
ら
れ
て
い
た
。
田
道

間
守
は
、
そ
の
前
で
復
命
で
き
ず
に
泣
い
て
死
ん
だ
。
こ
の
伝
承

を
ふ
ま
え
て
⑬
歌
が
詠
ま
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
一
条
北
の
方
の

ⓙ
歌
に
⑬
歌
が
引
か
れ
た
の
は
、
植
物
と
し
て
の
「
橘
」
が
橘
氏

の
喩
え
で
あ
る
こ
と
に
よ
る）

（1
（

。
前
述
し
た
ⓐ
歌
で
も
、
一
条
北
の

方
は
左
大
臣
橘
諸
兄
が
橘
氏
で
あ
る
こ
と
と
「
葎
」
と
の
関
係
性

に
注
目
し
て
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
。

⑭
歌
は
⑬
歌
を
も
と
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
詞
書
に
は
「
菅
原
の

お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
家
に
侍
り
け
る
女
に
通
ひ
侍
り
け
る
男
、

― 9 ― ― 8 ―



仲
絶
え
て
ま
た
訪
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
、
こ
の
女
は
、
女

房
と
も
見
ら
れ
る
が
、
道
真
の
娘
と
も
解
釈
で
き
る
。
大
和
の
菅

原
伏
見
の
里
は
、
菅
原
氏
の
本
貫
の
た
め
、「
菅
原
氏
の
娘
の
里
」

の
意
味
を
掛
け
、「
荒
れ
し
」
は
「
女
の
い
る
所
が
荒
れ
た
と
見

る
だ
け
で
な
く
、
道
真
の
左
遷
と
結
び
つ
け
る）

（1
（

」
読
み
も
可
能
で

あ
る
。
⑭
歌
を
一
条
北
の
方
の
ⓙ
歌
が
引
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、

道
真
と
同
じ
右
大
臣
で
あ
る
千
蔭
の
失
脚
を
意
図
す
る
第
二
の
讒

言
に
は
、
藤
原
氏
が
橘
氏
を
含
む
他
氏
を
排
斥
し
た
承
和
の
変
の

影
響）

（1
（

だ
け
で
な
く
、
道
真
の
左
遷
の
影
響
も
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

菅
原
道
真
が
十
世
紀
半
ば
か
ら
は
既
に
神
格
化
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
成
立
下
限
が
一
条
朝
初
期
と
さ
れ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』

成
立
の
頃
に
は
、
⑬
歌
を
「
菅
原
の
神
の
歌
」
と
す
る
伝
承
が

あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
神
歌
で
あ
る
⑬
歌
を
引
く
一
条
北
の
方

は
神
の
言
葉
を
伝
え
る
巫
女
的
な
存
在
と
も
言
え
、
前
述
し
た
よ

う
に
千
蔭
へ
の
歌
が
す
べ
て
贈
歌
で
、
こ
れ
は
男
か
ら
女
へ
の
贈

歌
が
当
時
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
特
殊
で
あ
る
。
ま

た
、「
恥
」
と
い
う
語
を
呪
文
の
よ
う
に
何
度
も
用
い
、
老
女
か

ら
発
せ
ら
れ
る
呪
力
の
持
ち
主
で
あ
る）

（1
（

こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る

と
、
彼
女
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ⓙ
歌
の
「
菅
原
」
や
「
恥
」
と
い
っ

た
言
葉
の
力
に
千
蔭
は
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ⓚ
歌
は
ⓙ
歌
が
引
い
た
⑬
歌
の
下
の
句
と
同
じ
言
葉
を
用
い
て

詠
ま
れ
て
お
り
、
千
蔭
は
一
条
北
の
方
の
心
に
寄
り
添
っ
て
い

る
。
ⓙ
ⓚ
歌
に
直
接
引
か
れ
て
い
な
い
上
の
句
「
い
ざ
こ
こ
に
わ

が
世
は
へ
な
む
」
が
引
歌
の
意
図
す
る
内
容
と
な
る
。
一
条
北
の

方
の
ⓙ
歌
は
、
菅
原
の
伏
見
の
里
の
よ
う
な
私
の
家
を
忘
れ
る
の

は
、
一
生
を
過
ご
す
つ
も
り
が
な
い
私
の
家
の
荒
れ
る
こ
と
が
惜

し
く
な
い
の
だ
ろ
う
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
千
蔭

は
、
一
生
を
過
ご
す
愛
情
は
な
い
が
こ
の
ま
ま
に
は
し
て
お
け
な

い
と
一
条
北
の
方
邸
を
訪
れ
る
こ
と
に
し
、
ⓚ
歌
で
通
い
所
は
あ

な
た
の
所
だ
け
な
の
で
あ
な
た
の
心
が
荒
れ
る
こ
と
を
惜
し
む
と

詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
⑭
歌
が
引
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
⑭

歌
の
下
の
句
「
通
ひ
し
人
の
跡
も
絶
え
に
き
」
が
一
条
北
の
方
の

心
情
を
表
し
、「
伏
見
」
と
「
臥
し
身
」
の
掛
詞
も
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
菅
原
」
の
詠
ま
れ
た
⑬
歌
は
、
千
蔭
の
橘
氏

を
連
想
さ
せ
る
「
橘
」
の
喩
え
に
関
係
し
、
菅
原
の
神
の
歌
と
も

さ
れ
、
そ
の
歌
を
引
い
た
一
条
北
の
方
の
歌
に
は
千
蔭
を
動
か
す

十
分
な
力
が
あ
り
、
こ
の
場
面
の
展
開
も
歌
物
語
的
で
あ
る
。

五　

歌
語
の
連
想
に
よ
る
和
歌
の
展
開

忠
こ
そ
巻
に
詠
ま
れ
た
和
歌
を
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
そ
の
和

歌
は
歌
語
の
発
想
の
も
と
に
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
て
詠
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る）

（1
（

。

① 

こ
こ
の
み
や
浅
茅
繁
き
と
思
へ
ど
も
ま
た 

　 

葎
生
ほ
す
宿 

　 

も
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あ
り
と
か

② 

人
は
い
さ
か
れ
じ
と
ぞ
思
ふ
頼
め
置
き
て
露
の
消
え
に
し 

　 
宿
の
葎 

　 

は

③  
　 
菅
原
や
伏
見
の
里 

　 

を
忘
る
る
は
わ
が
荒
れ
ま
く
や
惜
し
ま

ざ
る
ら
む

④ 

荒
れ
ま
く
は
君
を
ぞ
惜
し
む 

　 

菅
原
や
伏
見
の
里 

　 

の
あ
ま
た

な
け
れ
ば

⑤ 

年
経
れ
ど
忘
れ
ぬ
人
の
寝
し
床
ぞ
独
り 

　 

臥
す 

　 

に
も
う
れ
し

か
り
け
る

⑥ 

寝
し
人
も 

　 

涙 

　 

の
上
に 

　 

臥
す 
　 
も
の
を
宿
の
下
に
は
数
も
書

く
ら
む

⑦ 

今
日
だ
に
も
生
ふ
と
知
ら
な
む 

　 

菖
蒲
草
涙
の
川 

　 

の
深
き
汀

　

に
⑧ 

寄
る
波
の
す
す
ぎ
わ
た
れ
ば 

　 

菖
蒲
草 

　 

な
ほ
思
ふ
こ
そ
苦
し

か
り
け
れ　

⑨  

　 

弾
く 

　 

人
も
む
な
し
く
な
ら
ば
琴
の 

　 

音 

　 

も 

　 

空
蟬 

　 
の
み
や

今
は
調
べ
む　

⑩  

　 

泣
き 

　 

溜
む
る 

　 

涙
の
川 

　 

の
水
深
み
あ
ひ
見
で
ほ
ど
の
淀
む

べ
き
か
な

⑪  

　 

涙
川 

　 

底
な
る
水
の
速
け
れ
ば
滝
つ 

　 

瀬 

　 

見
む
と
思
は
ざ
り

し
を

⑫ 

思
ひ
出
で
て
ふ
み
見
る
ご
と
に 

　 

水
無
瀬
川 

　 

つ
ら
き 

　 

瀬 

　 

の

み
ぞ
あ
ま
た
見
え
け
る

⑬ 

浅
き
こ
そ
ふ
み
も
見
る
ら
め 

　 

水
無
瀬
川 

　 

深
き 

　 

淵 

　 

に
ぞ
我

は
沈
め
る

⑭  

　 

白
波 

　 

の
真
砂
子
を
す
す
ぐ 

　 

田
子
の
浦 

　 

に
遅
れ
て
な
ぞ
も

嘆
く
船
人

⑮ 

暇
も
な
く 

　 

波 

　 

懸
か
る
て
ふ 

　 

田
子
の
浦 

　 

に
寄
す
な
る
名
を

や
形
見
に
は
せ
む

⑯  

　 

駿
河
な
る
浦 

　 

な
ら
ね
ど
も 

　 

白
波 

　 

は
田
子
と
い
ふ
名
に
も

立
ち
返
り
け
り

⑰ 

待
つ
人
の
袖
か
と
見
れ
ば
花
薄
身
の 

　 

あ
き
風 

　 

に
な
び
く
な

り
け
り

⑱ 

わ
が
宿
に
時
々
吹
き
し 

　 

あ
き
風 

　 

の
い
と
ど
あ
ら
し
に
な
る

が
あ
や
し
さ

⑲  

　 

あ
き 

　 

来
と
も
木
草
の 

　 

色
し
変
は
ら
ず 

　 

は 

　 

風 

　 

の
と
ど
ま

る
花
も
あ
り
な
む

⑳ 

白
露
に 

　 

色
変
は
り 

　 

ゆ
く 

　 

秋
萩 

　 

は
玉
ま
く
葛
も
か
ひ
な
か

り
け
り

①
②
歌
の
贈
答
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
条
北
の
方
邸
が

「
浅
茅
繁
き
」
宿
、
橘
千
蔭
邸
が
「
橘
」
氏
に
関
連
す
る
「
葎
生

ほ
す
宿
」
と
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
③
④
歌
の
贈
答
は
、
①
②
歌
の

荒
れ
た
宿
を
表
す
「
浅
茅
」「
葎
」
と
同
様
に
、『
古
今
六
帖
』
の

第
六
帖
「
草
」
部
に
属
す
る
「
菅
（
す
げ
）」
か
ら
荒
れ
た
「
菅
原
」
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が
連
想
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
古
事
記
』
下
巻
の
仁
徳
天
皇

に
は
「
八
田
の
一
本
菅
（
す
げ
）
は
子
持
た
ず
立
ち
か
荒
れ
な
む
、

あ
た
ら
菅
（
す
が
）
原
」
の
歌
が
あ
り
、
一
条
北
の
方
も
子
は
な

か
っ
た
が
、
子
を
持
た
ず
「
立
ち
荒
れ
」（
立
ち
枯
れ
）
た
「
菅
原
」

が
惜
し
い
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

⑤
⑥
歌
は
、
千
蔭
と
忠
こ
そ
の
贈
答
で
、
③
④
歌
で
詠
ま
れ
た

「
菅
原
や
伏
見
の
里
」
の
「
伏
見
」
の
掛
詞
「
臥
し
身
」
か
ら
「
臥

す
」
が
連
想
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
⑦
歌
は
、
⑥
歌
で
詠
ま
れ

た
「
涙
」
か
ら
「
涙
の
川
」
が
連
想
さ
れ
て
詠
ま
れ
、
一
条
北
の

方
か
ら
忠
こ
そ
へ
の
贈
歌
で
あ
る
。

忠
こ
そ
の
⑧
歌
は
、
⑦
歌
と
「
菖
蒲
草
」
が
共
通
の
素
材
と
し

て
詠
ま
れ
、
忠
こ
そ
の
生
ま
れ
た
五
月
五
日
の
節
会
で
は
、「
菖

蒲
草
」
の
「
根
」
を
「
引
く
」
根
合
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、『
古

今
六
帖
』
第
一
帖
の
歌
題
「
菖
蒲
草
」
に
あ
る
「
五
月
雨
の
玉
に

貫ぬ

く
日
の
菖
蒲
草
ね
に
あ
ら
は
れ
て
泣
き
ぬ
べ
ら
な
り
（
一
〇

一
）」
で
は
「
五
月
雨
の
玉
に
貫
く
日
の
菖
蒲
草
」
ま
で
が
「
ね
」

を
導
く
序
詞
で
、「
根
」
が
「
音
（
ね
）」
に
転
じ
て
「
泣
く
」
を

導
き
出
し
て
い
る
。
忠
こ
そ
巻
で
も
、
⑧
歌
の
「
菖
蒲
草
」
か
ら

そ
の
「
ね
（
根
）
を
ひ
（
引
）
く
」
が
連
想
さ
れ
、
忠
こ
そ
の
独

詠
歌
⑨
は
、「
根
」
が
「
音
（
ね
）」
に
転
じ
て
、
琴
の
「
音
（
ね
）」

を
「
弾
く
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

⑨
歌
に
詠
ま
れ
た
「
空
蟬
」
は
、「
音
鳴
く
」
蟬
と
し
て
歌
に

詠
ま
れ
る
が
、
例
え
ば
、「
う
ち
は
へ
て
音
（
ね
）
を
鳴
き
く
ら

す
空
蟬
の
む
な
し
き
恋
も
我
は
す
る
か
な
」（『
後
撰
集
』
夏
・
一

九
二
）
の
よ
う
に
「
人
が
泣
く
」
こ
と
が
掛
け
ら
れ
る
。
⑨
歌
か

ら
⑩
歌
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
⑨
歌
「
空
蟬
」
か
ら
「
な
く
（
鳴
く

／
泣
く
）」
が
連
想
さ
れ
、
次
に
「
人
が
泣
く
」
こ
と
で
流
れ
出

る
「
涙
」
か
ら
⑩
歌
の
「
涙
の
川
」
が
連
想
さ
れ
て
い
る
。

⑩
歌
と
⑪
歌
は
、「
涙
の
川
」
が
共
通
し
、
忠
こ
そ
と
梅
壺
の

女
御
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
⑪
歌
で
新
た
に
詠
ま
れ
た
「
瀬
」
が

次
の
⑫
歌
に
詠
ま
れ
、
⑬
歌
は
⑫
歌
と
「
水
無
瀬
川
」
が
共
通
し
、

「
瀬
」
と
対
に
な
る
「
淵
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

⑬
歌
の
「
ふ
ち
（
淵
）」
か
ら
「
ふ
ぢ
（
藤
）」
が
連
想
さ
れ
、「
た

こ
の
浦
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
古
今
六
帖
』
第

六
帖
の
「
藤
」
に
は
、「
た
こ
の
浦
の
底
さ
へ
匂
ふ
藤
波
を
か
ざ

し
て
行
か
ん
見
ぬ
人
の
た
め
（
四
二
三
九
）」
と
い
う
歌
が
あ
る
。

こ
の
歌
は
、『
萬
葉
集
』
巻
十
九
や
、『
拾
遺
集
』
夏
に
も
見
え
る

歌
で
そ
れ
ら
の
詞
書
か
ら
実
際
の
「
た
こ
の
浦
」
は
越
中
に
あ
る

が
、『
古
今
六
帖
』
に
は
詞
書
が
な
い
た
め
「
田
子
の
浦
」
と
連

想
し
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
仮
名
表
記
は
異
な
る
も
の
の

「
ふ
ち
（
淵
）」
か
ら
「
ふ
じ
（
冨
士
）」
へ
の
連
想
で
駿
河
に
あ

る
「
田
子
の
浦
」
が
詠
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い）

（1
（

。
さ
ら
に
、「
藤

波
」
と
言
う
歌
語
は
、
藤
の
花
が
な
び
い
て
動
く
様
子
が
「
波
」

に
似
て
い
る
こ
と
に
よ
る
が
、
歌
に
よ
く
詠
ま
れ）

（1
（

、「
藤
波
」
か
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ら
⑭
歌
の
「
波
」
へ
の
連
想
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑭
⑮
⑯
歌
は
、
千
蔭
と
そ
の
従
者
た
ち
の
唱
和
歌
で
、
忠
こ
そ

の
失
踪
を
嘆
く
歌
が
『
古
今
集
』
恋
一
の
「
駿
河
な
る
田
子
の
浦

波
立
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
君
を
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し
（
四
八
九
）」

を
引
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
三
首
に
共
通
し
て
詠
ま
れ

た
「
な
み
（
波
）」
は
、
濡
れ
る
「
袖
」
と
と
も
に
和
歌
に
詠
ま

れ
る
こ
と
が
多
く
、
次
の
⑰
歌
に
は
「
待
つ
人
の
袖
」
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、『
後
撰
集
』
恋
一
の
「
い
つ
し
か
と
わ
が
松

山
に
今
は
と
て
越
ゆ
な
る
波
に
濡
る
る
袖
か
な
（
五
二
二
）」
に

は
、「
波
に
濡
る
る
袖
」
と
詠
ま
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
「
松
山
」

に
は
「
待
つ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
千
蔭
の
⑭
歌
に
詠

ま
れ
た
上
の
句
「
白
波
の
真
砂
子
を
す
す
ぐ
」
は
、
忠
こ
そ
の
⑧

歌
の
上
の
句
「
寄
る
波
の
す
す
ぎ
わ
た
れ
ば
」
か
ら
の
連
想
も
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑰
⑱
⑲
歌
は
「
秋
風
」
が
共
通
し
て
い
る
。
⑲
歌
と
⑳
歌
は

「
秋
」
が
共
通
し
、
千
蔭
の
⑲
歌
で
は
「
木
草
の
色
変
は
ら
ず
は
」

と
秋
が
来
て
も
木
草
の
色
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
ら
と
反
実
仮
想
で

詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
⑲
歌
を
受
け
て
詠
ま
れ
た
⑳
の
一
条
北
の

方
の
最
後
の
独
詠
歌
は
、「
白
露
に
色
変
は
り
ゆ
く
秋
萩
」
と
詠

ん
で
現
実
を
見
据
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
忠
こ
そ
巻
は
別
々
の
場
面
の
和
歌
が
、
歌
語
の

連
想
に
よ
っ
て
連
続
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
大
和
物

語
』
の
各
段
が
言
葉
の
連
想
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

類
似
し
て
お
り）

（1
（

、
歌
物
語
の
方
法
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

六　
『
古
今
六
帖
』
の
歌
題
に
よ
る
発
想

一
条
北
の
方
の
最
後
の
独
詠
歌
で
あ
る
⑳
歌
に
は
、『
古
今
六

帖
』
第
四
帖
の
歌
題
「
な
い
が
し
ろ
」
の
歌
が
引
か
れ
て
い
た
。

こ
の
歌
題
の
「
な
い
が
し
ろ
」
は
、
相
手
の
思
い
を
無
視
す
る
と

い
う
意
味
で
、
相
手
の
求
婚
を
拒
否
す
る
、
ま
た
は
、
逆
に
相
手

に
求
愛
を
忌
避
さ
れ
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
歌
題
「
な
い
が

し
ろ
」
に
は
七
首
の
歌
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
の
四
首
を
示

す
。㋐ 

秋
萩
の
玉
ま
く
葛
の
う
る
さ
う
る
さ
我
を
な
恋
ひ
そ
あ
ひ
も

思
は
ず
（
二
一
二
三
）

㋑ 

今
は
と
て
人
の
か
れ
は
て
浅
茅
生
に
さ
れ
ば
な
づ
な
の
花
ぞ

咲
き
け
る
（
二
一
二
七
）

㋒ 

五
月
雨
に
乱
れ
や
は
せ
じ
菖
蒲
草
あ
や
な
し
今
は
思
ひ
忘
れ

ぬ
（
躬
恒
）（
二
一
二
八
）

㋓ 

吉
野
川
よ
し
の
か
は
れ
よ
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
瀬
に
な
る
淵
は

な
く
こ
そ
あ
ら
め
（
二
一
二
九
）

⑳
歌
に
は
、
㋐
歌
が
引
か
れ
て
い
る
が
、『
古
今
六
帖
』
に
だ

け
み
ら
れ
る
歌
で
、
第
五
帖
の
歌
題
「
あ
ひ
思
は
ぬ
」
に
も
重
出

し
て
い
る
。
一
条
北
の
方
の
立
場
に
立
て
ば
、
千
蔭
に
う
る
さ
く
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言
い
寄
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
一
条
北
の
方
の
最
終

詠
の
引
歌
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
歌
と
言
え
る
。
⑳
歌
は
秋
も
深
ま

り
白
露
に
色
が
変
わ
っ
て
い
く
秋
萩
に
は
、
玉
の
よ
う
に
巻
き
付

く
葛
の
若
葉
も
何
に
も
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
心
変
わ
り
し
た

千
蔭
を
ど
ん
な
に
思
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
意
味
に
な
る
。

「
秋
萩
」
に
千
蔭
、
若
葉
を
表
す
「
玉
ま
く
葛
」
に
一
条
北
の
方

が
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
「
浅
茅
」
も
若
い
女
性
の
喩
え

で
あ
っ
た
が
、
年
老
い
て
も
色
を
好
む
一
条
北
の
方
に
は
若
さ
を

示
す
植
物
が
ふ
さ
わ
し
い
と
意
識
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
⑳
歌
に
「
秋
萩
」
と
「
葛
」
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
前
述

し
た
『
古
今
六
帖
』
第
六
帖
「
浅
茅
」
に
あ
る
、
三
九
〇
四
番
歌

「
秋
萩
は
咲
き
ぬ
べ
か
ら
し
我
が
宿
の
浅
茅
が
花
の
色
づ
く
み
れ

ば
」
が
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に
は
「
浅
茅
」
の
花
が
色
づ
く

と
、「
秋
萩
」
が
咲
き
始
め
る
と
詠
ま
れ
、
次
の
三
九
〇
五
番
歌

の
上
の
句
は
「
真
葛
は
ふ
小
野
の
浅
茅
を
」
で
⑳
歌
の
「
玉
ま
く

葛
」
と
も
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
こ
そ
巻
は
一
条
北

の
方
を
表
象
す
る
「
浅
茅
」
の
詠
ま
れ
た
①
歌
に
始
ま
り
、「
秋

萩
」「
葛
」
の
詠
ま
れ
た
⑳
歌
で
終
わ
り
、
そ
れ
は
、『
古
今
六
帖
』

の
歌
題
「
浅
茅
」
に
並
ぶ
歌
の
連
な
り
が
最
後
ま
で
影
響
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
歌
題
「
な
い
が
し
ろ
」
の
㋑
歌
は
、
①
歌
（
五
の
歌

番
号
、
以
下
同
じ
）
と
一
条
北
の
方
を
表
象
す
る
「
浅
茅
」
が
共

通
し
、
②
歌
の
「
人
は
い
さ
か
れ
じ
」
と
も
「
人
の
か
れ
は
て
」

が
重
な
っ
て
い
る
。
㋒
歌
の
「
菖
蒲
草
」
は
、
⑦
⑧
歌
の
贈
答
で

詠
ま
れ
、
㋓
歌
の
「
淵
」
と
「
瀬
」
は
⑪
歌
か
ら
⑬
歌
で
詠
ま
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
こ
そ
巻
は
、
歌
題
「
な
い
が
し
ろ
」

に
あ
る
歌
の
内
容
や
歌
語
と
共
通
す
る
歌
が
多
く
、
物
語
内
の
和

歌
を
詠
む
発
想
の
源
泉
と
し
て
『
古
今
六
帖
』
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。

お
わ
り
に

忠
こ
そ
巻
の
和
歌
表
現
は
、『
古
今
六
帖
』
の
中
で
『
万
葉
集
』

に
も
出
典
の
あ
る
和
歌
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。「
浅
茅
」
は
若
い

女
性
の
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
葎
」
に
は
「
橘
氏
」
と
の
関

連
が
あ
っ
た
。「
蓬
」
は
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
た
め
意
識
的

に
用
い
ら
れ
ず
、「
菅
原
伏
見
の
里
」
は
そ
の
引
歌
の
背
景
に
あ

る
伝
承
か
ら
、「
橘
」
と
の
関
連
性
が
あ
り
神
歌
で
も
あ
っ
た
。

一
条
北
の
方
が
歌
を
千
蔭
に
贈
る
こ
と
で
物
語
が
展
開
す
る
と
い

う
点
で
歌
物
語
的
で
あ
り
、
ま
た
、
忠
こ
そ
巻
全
体
の
和
歌
が
歌

語
の
発
想
に
よ
り
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
も
歌
物
語
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
古
今
六
帖
』
の

歌
題
「
浅
茅
」
内
の
歌
の
連
な
り
や
、「
な
い
が
し
ろ
」
に
あ
る

歌
か
ら
発
想
を
得
て
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
表
現
方
法

は
、『
源
氏
物
語
』
に
も
引
き
継
が
れ
、
新
た
な
表
現
の
展
開
を
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見
せ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

今
回
は
忠
こ
そ
巻
に
つ
い
て
『
古
今
六
帖
』
と
の
関
わ
り
を
中

心
に
和
歌
表
現
を
検
討
し
た
が
、
今
後
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
全
体

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

＊ 

本
文
に
つ
い
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
日
本
書
紀
』
は
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
、『
荘
子
』
は
新
釈
漢
文
大
系
、『
扶
桑
集
』
は

『
源
順
漢
詩
文
集
（
私
家
版
）』（
佐
藤
信
一
・
正
道
寺
康
子
、

二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。
和
歌
と
歌
番
号
は
新
編
国
歌
大
観
に

よ
る
。
表
記
は
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

注（
１
）
大
井
田
晴
彦
「
忠
こ
そ
物
語
の
位
相
─
仲
忠
と
の
出
逢
い
─
」（『
う

つ
ほ
物
語
の
世
界
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

（
２
）
本
宮
洋
幸
「
忠
こ
そ
物
語
の
表
裏
─
継
母
に
よ
る
第
二
の
讒
言
と

承
和
の
変
─
」（『
う
つ
ほ
物
語
の
長
編
力
』
新
典
社
、
二
〇
一
九
年
）

（
３
）
拙
稿
「『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
と
仏
教
思
想
─
『
万
葉
集
』「
み

や
び
を
」
問
答
の
受
容
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
一
条
北
の
方
物
語
へ
の

影
響
を
通
し
て
─
」（『
金
城
学
院
大
学
論
集
（
人
文
科
学
編
）』
第
一

八
巻
第
二
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

（
４
）
藪
葉
子
『『
源
氏
物
語
』
引
歌
の
生
成
─
『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
の

関
わ
り
を
中
心
に
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
）

（
５
）
高
橋
亨
「
う
つ
ほ
物
語
の
引
き
歌
と
古
今
六
帖
」（『
源
氏
物
語
の

詩
学　

か
な
物
語
の
生
成
と
心
的
遠
近
法
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
）

（
６
）
中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
う
つ
ほ
物
語
③
』
解
説
（
小
学
館
、
二
〇

〇
二
年
）

（
７
）
川
村
晃
生
・
金
子
英
世
『『
曾
禰
好
忠
集
』
注
解
』（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
二
年
）
の
「
好
忠
百
首
序
」
の
語
釈
に
よ
る
。

（
８
）
拙
稿
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
に
お
け
る
表
現
の
方
法
─
好
忠
・

順
歌
と
の
共
通
語
彙
を
中
心
に
─
」（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』

一
〇
五
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）

（
９
）
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
10
）
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九

九
年
）。
ま
た
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
に
は
「
一
説
に
は
、
北
野

天
神
の
垂
迹
以
前
の
御
歌
也
。」
と
あ
る
。

（
11
）
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九

八
九
年
）
の
脚
注
。

（
12
）
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
13
）
片
桐
洋
一
校
注
『
後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
の

脚
注
。

（
14
）
注
（
２
）
に
同
じ
。

（
15
）
大
井
田
晴
彦
「
一
条
北
の
方
の
造
型
─
『
う
つ
ほ
物
語
』
作
中
人

物
覚
書
─
」（『
物
語
研
究
会
会
報
』
26
号
、
一
九
九
五
年
八
月
）
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（
16
）
忠
こ
そ
巻
の
歌
に
改
め
て
①
か
ら
順
に
番
号
を
付
し
て
い
る
。

（
17
）
例
え
ば
、『
古
今
集
』
雑
歌
下
の
「
わ
が
庵
は
都
の
辰
巳
し
か
ぞ
住

む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
（
九
八
三
）」
に
つ
い
て
も
、「
う

ぢ
（
宇
治
）」
と
「
う
し
（
憂
し
）」
の
掛
詞
が
認
め
ら
れ
る
。

（
18
）
注
（
10
）
の
片
桐
洋
一
氏
の
書
に
同
じ
。

（
19
）
中
島
和
歌
子
「
言
葉
の
綴
れ
錦
と
し
て
の
『
大
和
物
語
』
─
九
四

段
～
九
六
段
を
中
心
に
─
」（『
古
代
中
世
和
歌
文
学
の
研
究
』
和
泉

書
院
、
二
〇
〇
三
年
）

（
20
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

 

（
な
い
と
う
・
え
い
こ
／
愛
知
淑
徳
大
学
非
常
勤
講
師
）
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