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古
典
和
歌
を
理
科
の
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底
」
と
物
理
・「
紅
葉
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―
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国
語
科
の
古
典
関
連
の
教
科
書
に
は
和
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
著
名
な
選
集
か
ら
の
抜
粋
で
、
秀
歌
選
の
形
式
を

取
っ
て
い
る
。
現
行
の
形
式
は
、
和
歌
の
技
法
や
文
学
史
の
学
習
、
有

名
歌
の
鑑
賞
に
は
適
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

し
か
し
現
存
す
る
和
歌
の
総
数
は
膨
大
で
あ
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』

収
載
歌
は
四
五
万
首
に
の
ぼ
る
。
お
び
た
だ
し
い
数
の
和
歌
を
通
覧

も
し
く
は
検
索
す
る
と
、
歌
語
ご
と
に
共
通
す
る
詠
み
方
を
い
く
つ

も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
時
鳥
の
初
音
や
鹿
の
妻
恋
い

等
だ
が
、
こ
れ
ら
は
古
典
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
世
界
を
把
握
し
、
ど
の

よ
う
に
美
意
識
を
形
成
し
て
い
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
パ
タ
ー
ン
化
し
た
詠
み
方
は
現
代
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が

大
半
で
あ
る
し
、
中
に
は
現
代
人
の
常
識
に
反
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ

の
古
典
和
歌
が
有
す
る
特
質
を
、
国
語
教
育
に
活
か
さ
な
く
て
よ
い

の
か
。
稿
者
は
か
つ
て
国
語
表
現
に
お
け
る
短
歌
教
材
の
可
能
性
を

論
じ
た
が
⑴

、
詩
歌
は
現
・
古
を
問
わ
ず
依
然
と
し
て
可
能
性
を
秘
め

続
け
て
い
る
。 

本
稿
は
、
古
典
和
歌
に
見
え
る
特
定
の
詠
み
方
の
う
ち
、
現
代
人
の

科
学
知
識
と
相
反
す
る
も
の
を
教
材
と
し
て
提
示
す
る
。
現
代
人
は
、

光
の
反
射
は
水
面
で
起
こ
り
、
紅
葉
は
気
温
の
低
下
に
よ
っ
て
進
行

す
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
古
典
和
歌
の
世
界
で
は
ど
う
か
。
現
代

人
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
科
学
知
識
を
古
典
和
歌
が
揺
り
動
か
す
と
き
、

古
典
は
「
役
に
立
つ
か
ど
う
か
」
と
い
う
審
判
を
受
け
る
側
か
ら
、
現

代
人
を
挑
発
す
る
側
へ
と
回
る
。 

こ
の
「
古
典
が
／
文
学
が
何
の
役
に
立
つ
か
」
と
は
言
い
古
さ
れ
た

セ
リ
フ
だ
が
⑵

、
古
典
は
現
代
人
の
常
識
を
相
対
化
す
る
装
置
と
な
り

う
る
。
現
代
人
な
い
し
学
習
者
に
と
っ
て
古
典
が
常
識
を
再
考
さ
せ

る
契
機
と
な
る
と
き
、「
役
に
立
つ
か
」
と
い
う
一
元
的
な
問
い
は
そ

こ
に
存
在
し
な
い
。
古
典
と
は
現
代
人
の
理
解
が
い
ま
だ
十
分
に
及

ば
な
い
研
究
対
象
で
あ
り
、
か
つ
一
括
り
に
「
古
典
」
と
規
定
で
き
る

ほ
ど
矮
小
な
研
究
領
域
で
も
な
い
。
現
代
人
に
な
じ
み
の
深
い
理
科
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の
内
容
と
古
典
と
を
相
克
さ
せ
な
が
ら
学
習
者
に
提
示
し
て
、
古
典

和
歌
の
特
質
を
批
判
的
に
考
察
さ
せ
る
こ
と
が
本
教
材
案
の
目
標
で

あ
る
。
一
応
、
あ
え
て
学
習
指
導
要
領
に
即
し
て
目
標
を
述
べ
れ
ば
、

「
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
」
と
し
て
言
語
を
め
ぐ
る
資
質
・
能

力
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
と
も
換
言
で
き
る
。 

以
下
、
一
節
で
関
連
す
る
先
行
研
究
に
触
れ
た
上
で
、
二
節
で
「
水

底
」
を
詠
む
歌
群
を
物
理
科
目
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
教
材
案
と
し
て

示
す
。
三
節
で
水
底
歌
群
の
表
現
史
的
な
補
足
を
行
な
い
、
四
節
で
さ

ら
に
発
展
的
な
教
材
案
を
示
す
。
五
節
で
は
「
紅
葉
」
を
詠
む
歌
群
を

生
物
科
目
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
教
材
案
と
し
て
示
す
。
六
節
で
紅
葉

歌
群
の
表
現
史
的
な
補
足
を
行
な
い
、
七
節
で
さ
ら
に
発
展
的
な
教

材
案
を
示
す
。 

い
ず
れ
も
膨
大
な
用
例
数
を
持
つ
歌
群
で
あ
る
。
教
材
案
と
し
て

掲
出
す
る
和
歌
は
、
和
歌
単
体
で
解
釈
で
き
る
も
の
、
歌
意
や
文
章
構

造
が
平
明
な
も
の
、
教
育
現
場
で
鑑
賞
に
堪
え
る
も
の
を
優
先
す
る
。

引
用
に
際
し
て
は
紙
幅
の
都
合
で
詞
書
を
省
略
し
、
通
釈
も
最
低
限

に
留
め
る
。
諸
注
釈
書
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
学
習
者
の
主
体
的
な

学
び
、
す
な
わ
ち
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
企
図
し
た
発
問
例
を

そ
の
つ
ど
示
す
。
発
問
例
も
含
め
て
教
材
案
で
あ
る
。 

な
お
稿
者
は
本
教
材
案
の
一
部
を
勤
務
校
（
高
知
大
学
）
の
オ
ン
ラ

イ
ン
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
模
擬
授
業
「
『
古
今
和
歌
集
』
は
高
校
理

科
を
攻
略
で
き
る
か
」
で
す
で
に
実
施
し
て
い
る
（
図
1
）。
本
教
材

案
は
高
校
生
が
理
解
で
き
る
大
学
の
教
養
科
目
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
で

あ
り
、
対
象
学
年
は
高
大
両
方
で
あ
る
。
ス
ラ
イ
ド
で
使
用
し
た
図
を

各
節
で
紹
介
す
る
が
、動
画
自
体
もY

o
u

tu
b

e

で
視
聴
可
能
で
あ
る
⑶

。 

 

先
行
研
究
に
つ
い
て 

本
稿
に
関
連
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
和
歌
教
材

の
研
究
と
教
科
横
断
の
研
究
に
二
別
で
き
る
。 

ま
ず
和
歌
教
材
に
つ
い
て
だ
が
、
散
文
教
材
に
は
劣
る
も
の
の

脈
々
と
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
近
年
の
も
の

と
し
て
、
梶
川
信
行
氏
等
の
教
科
書

の
編
纂
方
針
に
対
す
る
批
判
的
な
分

析
、
小
林
賢
太
氏
の
研
究
史
の
整
理

と
私
家
集
の
教
材
案
、
大
石
真
由
香

氏
の
『
万
葉
集
』
原
文
と
訓
釈
の
教
材

案
、
中
村
佳
文
氏
の
活
動
型
学
習
の

理
念
と
実
践
例
等
が
あ
げ
ら
れ
る
⑷

。

諸
氏
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
既
存

の
教
材
に
対
す
る
批
評
の
姿
勢
と
、

新
た
な
教
材
案
を
有
す
る
点
で
共
通

す
る
。
こ
れ
は
本
稿
も
踏
襲
す
る
と

こ
ろ
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
の
類
型

図１ 実践した模擬授業 
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を
実
践
的
に
教
材
と
し
た
点
が
新
奇
と
い
え
る
。 

 
つ
ぎ
に
教
科
横
断
に
つ
い
て
だ
が
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
が
ま

ず
関
わ
る
。
中
学
版
も
高
校
版
も
、
教
育
活
動
全
体
を
見
通
し
た
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
、
他
教
科
と
国
語
科
の
関
連

づ
け
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
述
べ
る
。
こ
れ
は
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と

も
称
さ
れ
る
資
質
・
能
力
の
育
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
語
科

の
指
導
要
領
中
で
は
、
言
語
能
力
の
育
成
や
外
国
語
科
と
の
連
携
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
原
文
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
畑
綾
乃
・

小
松
俊
介
両
氏
や
阿
久
津
慎
也
・
今
野
百
恵
両
氏
の
実
践
報
告
も
参

考
と
な
る
⑸

。
本
稿
も
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
重
要
性
に
は
賛
同
す
る
が
、

あ
く
ま
で
教
材
作
品
の
内
容
そ
の
も
の
を
議
論
の
中
心
に
据
え
る
。 

 

さ
ら
に
教
科
横
断
に
関
し
て
は
、S

T
E

A
M
教
育
が
ブ
ー
ム
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
系
理
系
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
教
科
横
断
的
な
学
習
を
行
な

わ
せ
な
が
ら
、
課
題
解
決
能
力
を
獲
得
さ
せ
る
と
い
う
教
育
で
あ
る
。

す
で
に
複
数
の
実
践
が
報
告
さ
れ
て
お
り
⑹

、
論
文
数
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
数
が
近
年
顕
著
に
増
加
し
て
い
る
。
古
典
学
習
関
連
で
は
井
村
有

里
・
田
中
寛
子
両
氏
の
『
枕
草
子
』
と
地
学
を
め
ぐ
る
実
践
報
告
、
井

村
有
里
・
西
村
聡
太
朗
・
田
中
寛
子
・
岡
本
義
雄
四
氏
の
『
源
氏
物
語
』

野
分
巻
と
地
学
を
め
ぐ
る
実
践
報
告
、
峯
悦
子
・
下
村
香
菜
子
・
藤
井

佑
介
三
氏
の
姨
捨
伝
説
と
地
学
め
ぐ
る
実
践
報
告
が
確
認
で
き
る
⑺

。

本
稿
も
教
材
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
点
で
同
形
式
だ
が
、
古
典
和
歌

と
理
科
の
知
識
と
が
対
立
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
強
み
で
あ
る
。

そ
の
対
立
を
契
機
と
し
て
、
古
典
和
歌
の
特
質
に
対
す
る
批
判
的
な

考
察
を
目
指
す
。
無
論
だ
が
、
批
判
と
は
否
定
で
な
く
検
証
や
メ
タ
認

知
を
指
す
。  

「
水
底
」
の
和
歌
と
物
理 

本
節
は
光
の
反
射
を
詠
む
和
歌
を
段
階
的
に
学
習
者
に
紹
介
し
、

複
数
の
考
察
を
行
な
わ
せ
る
案
を
提
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
学
習
者

の
思
考
力
を
育
成
す
る
過
程
で
、
古
典
和
歌
独
自
の
世
界
を
理
解
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
ず
授
業
の
導
入
の
発
問
と
し
て
、
全
く
情
報
を
示
さ
ず
に
「
平
安

の
歌
人
は
菊
が
池
に
映
る
情
景
を
ど
の
よ
う
に
詠
む
か
」
等
を
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
後
掲
図
2
や
図
3
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
あ
え
て
初
め
に
示
し
、
物
理
の
知
識
を
喚
起
し
て
ミ
ス
リ
ー

ド
を
誘
う
の
も
有
効
で
あ
る
。
ミ
ス
リ
ー
ド
は
古
典
和
歌
の
特
質
を

強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。 

 

そ
の
上
で
光
の
反
射
を
詠
む
古
典
和
歌
だ
が
、
成
立
の
早
い
も
の

は
水
面
で
な
く
水
底
に
姿
が
見
え
る
と
い
う
表
現
を
多
く
取
る
。 

Ａ
水
底
反
射 

1
吉
野
河
岸
の
山
吹
吹ふ

く
風か

ぜ

に
底そ

こ

の
影
さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り 

（『
古
今
集
』
一
二
四
・
紀
貫
之
） 

2
一
本

ひ
と
も
と

と
思
ひ
し
菊き

く

を
大
沢

お
ほ
さ
は

の
池
の
底そ

こ

に
も
誰た

れ

か
植う

ゑ
け
む 
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（
同
二
七
五
・
紀
友
則
） 

3
風
吹ふ

け
ば
落お

つ
る
紅
葉
葉

も

み

ぢ

ば

 

水
清き

よ

み
散ち

ら
ぬ
影か

げ

さ
へ
底そ

こ

に
見
え
つ
つ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

（
同
三
〇
四
・
凡
河
内
躬
恒
） 

4
二ふ

た

つ
な
き
物
と
思
ひ
し
を
水
底

み
な
そ
こ

に
山
の
端は

な
ら
で
出い

づ
る
月
影か

げ 

（
同
八
八
一
・
紀
貫
之
） 

5

涙
な
み
だ

川が
は

底そ
こ

は
鏡

か
が
み

と
清き

よ

け
れ
ど
恋こ

ひ

し
き
人
の
影か

げ

も
見み

え
ぬ
も 

（『
興
風
集
』
三
五
） 

『
古
今
集
』
の
時
点
で
多
種
多
様
な
水
底
反
射
が
確
認
で
き
、
景
物
は

そ
れ
ぞ
れ
山
吹
、
菊
、
紅
葉
、
月
、
恋
人
、
水
底
は
そ
れ
ぞ
れ
川
、
池
、

水
と
な
っ
て
い
る
。
4
も
詞
書
か
ら
池
の
場
面
と
判
断
で
き
る
。
な
お

3
の
み
筑
摩
書
房
の
『
言
語
文
化
』
と
大
修
館
書
店
の
『
古
典
探
究
』

が
採
録
し
て
お
り
、
教
科
書
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。 

い
ず
れ
も
『
古
今
集
』
時
代
の
歌
で
あ
る
。
一
応
上
代
に
も
「
藤
波

ふ
ぢ
な
み

の
影か

げ

な
す 

海う
み 

の
底そ

こ

清き
よ

み
し
づ
く
石い

し

を
も
玉た

ま

と
ぞ
我わ

が
見み

る
／
藤
奈
美

能
影
成
海
之
底
清
美
之
都
久
石
乎
毛
珠
等
曽
吾
見
流
」（
『
万
葉
集
』
四

二
二
三
・
大
伴
家
持
）
が
あ
る
。「
影
な
す
」
が
「
海
」
で
な
く
「
海

の
底
」
に
掛
か
る
と
す
れ
ば
和
歌
に
お
け
る
初
例
だ
が
、
稿
者
は
海
底

に
影
が
映
る
意
に
は
解
さ
な
い
。
次
節
で
引
用
す
る
漢
詩
表
現
も
参

照
さ
れ
た
い
。 

 

中
学
一
年
の
理
科
に
は
「
反
射
の
法
則
」
が
あ
り
、
高
校
の
物
理
ま

た
は
物
理
基
礎
に
は
「
ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
原
理
」
が
あ
る
。
詳
し
く
は
各

教
科
書
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
ス
ラ
イ
ド
例
の
図
2
や
図
3
の
よ
う

な
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
Ａ
と
併
せ
て
示
し
、
ま
ず
は
現
代
人
の
科
学

知
識
と
大
き
な
相
違
が
あ
る
前
提
を
確
認
し
た
い
。 

こ
の
時
点
で
、
本
格
的
な
発
問
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
古
典
和
歌
は

な
ぜ
水
底
で
反
射
す
る
と
詠
む
の
か
／
な
ぜ
水
面
で
反
射
す
る
と
詠

ま
な
い
の
か
」
と
問
え
る
。
解
答
例
と
し
て
、「
当
時
の
人
々
は
本
当

に
水
底
で
反
射
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
」
や
、「
写
実
に
反
し
た

伝
統
的
な
表
現
技
法
が
定
着
し
て
い
た
」
等
が
想
定
で
き
る
。
他
に
も

文
学
史
を
学
習
済
み
で
あ
れ
ば
、「
古
今
調
の
論
理
的
な
構
造
に
適
し

て
い
る
か
ら
」
と
い
う
推
測
が
想
定
さ
れ
る
。
物
理
の
学
習
内
容
に
引

き
付
け
て
、「
反
射
し
た
虚
像
は
水
面
よ
り
奥
に
存
在
す
る
よ
う
に
見

え
る
か
ら
」
と
い
う
推
測
も
あ
り
う
る
。
学
習
者
が
考
え
あ
ぐ
ね
る
よ

う
で
あ
れ
ば
、
考
察
の
と
っ
か
か
り
と
し
て
右
の
観
点
を
部
分
的
に

示
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
稿
者
の
模
擬
授
業
は
録
画
配
信
形
式
で
あ
っ

た
た
め
、
稿
者
自
身
が
図
4
の
よ
う
に
虚
像
の
可
能
性
を
示
し
た
。 

 

他
の
発
問
例
と
し
て
「
水
底
の
影
の
和
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
情
景
が

図２ 反射の法則 

図３ ホイヘンスの原理 

図４ 虚像の見え方 
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特
に
好
ま
れ
た
か
」
等
、
和
歌
同
士
の
比
較
検
討
を
行
な
わ
せ
る
こ
と

も
で
き
る
。
風
に
散
る
景
物
や
近
景
の
水
辺
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ち
な

み
に
月
の
歌
も
多
い
。 

あ
る
い
は
稿
者
は
専
門
外
だ
が
、
物
理
の
学
習
に
引
き
付
け
た
発

問
や
課
題
を
こ
の
時
点
で
提
示
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
物
理
は
選

択
者
と
非
選
択
者
が
混
じ
る
ク
ラ
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
逆

手
に
と
り
ピ
ア
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
的
な
課
題
も
設
定
可
能
か
。 

 

つ
ぎ
に
、
反
射
の
和
歌
の
問
題
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
歌

群
を
紹
介
す
る
。
歌
数
は
Ａ
水
底
反
射
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
実
は
水
面

に
姿
が
見
え
る
和
歌
も
同
時
代
に
存
在
す
る
。 

Ｂ
水
面
反
射 

6
水
の
面お

も

に
し
づ
く
花
の
色
さ
や
か
に
も
君
が
御
影

み

か

げ

の
思お

も

ほ
ゆ
る
か

な 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

（『
古
今
集
』
八
四
五
・
小
野
篁
） 

7
水
の
面お

も

に
宿や

ど

れ
る
月
の
の
ど
け
き
は
な
み
ゐ
て
人
の
寝ね

ぬ
夜よ

な
れ

ば
か 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

（『
拾
遺
集
』
一
一
〇
七
・
源
順
） 

8
袖
ひ
ち
て
我わ

が
手て

に
結む

す

ぶ
水
の
面
に
天あ

ま

つ
星ほ

し

合あ

ひ
の
影か

げ

を
見
る
か

な 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

（
『
長
能
集
』
七
六
） 

9
水み

づ

の
面お

も

の
色い

ろ

さ
へ
澄す

め
る
秋あ

き

の
月つ

き

波な
み

こ
そ
影か

げ

を
洗あ

ら

ふ
べ
ら
な
れ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

（『
三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
』
一
・
大
中
臣
能
宣
） 

10
君き

み

が
代よ

に
一ひ

と

度た
び

澄す

め
る
水み

づ

の
面お

も

に
千ち

年と
せ

の
松ま

つ

の
影か

げ

ぞ
映う

つ

れ
る 

 
 
 
 
 

 
 
 

（
『
左
大
臣
家
歌
合
長
保
五
年
』
三
四
・
橘
為
義
） 

6
の
篁
歌
が
最
も
古
い
が
、「
し
づ
く
」
の
語
感
か
ら
水
面
下
に
像
が

存
在
す
る
と
も
取
れ
る
よ
う
な
、
複
雑
な
歌
例
で
あ
る
。
6
単
体
を
考

察
対
象
と
す
る
発
問
も
あ
り
え
よ
う
。
Ｂ
も
景
物
は
花
、
月
、
七
夕
の

夜
空
、
松
と
多
様
だ
が
、
水
面
は
池
が
多
い
傾
向
に
あ
る
。 

そ
れ
で
は
Ａ
水
底
歌
群
と
Ｂ
水
面
歌
群
が
同
時
代
に
併
存
し
て
い

る
こ
と
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
。
例
え
ば
小
町
谷
照
彦
氏
は
旋
頭

歌
「
増ま

す

鏡
か
が
み

底そ
こ

な
る
影か

げ

に
向む

か
ひ
ゐ
て
見
る
時
に
こ
そ
知し

ら
ぬ

翁
お
き
な

に

会あ

ふ
心
地
す
れ
」（『
拾
遺
集
』
五
六
五
）
に
対
し
「
映
像
は
底
に
あ
る
、

と
受
け
取
る
の
が
当
時
の
通
念
」
と
注
し
、
石
川
泰
水
氏
も
同
様
の
見

解
を
示
す
⑻

。
鏡
と
「
底
な
る
影
」
の
歌
例
は
「
ふ
た
み
山
と
も
に
越こ

え
ね
ど
増ま

す

鏡
か
が
み

底そ
こ

な
る
影
を
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る
」（
『
後
撰
集
』
一
三
〇

七
・
詠
人
不
知
）
も
早
い
。
漢
語
「
鏡
底
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
で
は

近
世
以
降
の
用
例
し
か
な
く
、
和
語
が
先
行
す
る
か
と
推
測
さ
れ
る
。 

稿
者
は
模
擬
授
業
に
お
い
て
、
情
報
過
多
に
な
ら
な
い
よ
う
鏡
関

連
の
用
例
や
水
底
／
水
面
そ
れ
ぞ
れ
の
厳
密
な
初
例
に
は
触
れ
な
か

っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
Ｂ
水
面
歌
群
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ａ

群
と
Ｂ
群
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。 

発
問
「
水
底
の
歌
群
と
水
面
の
歌
群
の
併
存
を
ど
う
考
え
る
か
」
だ

が
、
解
答
例
と
し
て
、「
歌
人
に
よ
っ
て
認
識
や
美
学
に
差
異
が
あ
っ

た
」
や
、「
は
じ
め
水
底
派
が
優
勢
だ
っ
た
が
次
第
に
写
実
的
な
水
面

派
も
増
加
し
た
」
、
「
昼
の
景
色
と
夜
の
景
色
で
一
定
の
傾
向
が
あ
っ

た
」
等
が
想
定
で
き
る
。
ど
ち
ら
の
歌
群
も
多
様
な
詠
み
ぶ
り
が
揃
っ

て
い
る
た
め
、
こ
の
発
問
は
端
的
で
平
明
な
主
張
を
行
な
い
が
た
い
。
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水
底
／
水
面
の
問
題
は
、
規
則
性
を
持
ち
な
が
ら
も
混
然
と
し
て
い

る
。
単
元
全
体
と
し
て
、
明
確
な
問
題
解
決
を
目
指
す
こ
と
よ
り
、
精

読
や
考
察
を
通
じ
て
古
典
和
歌
の
実
態
を
感
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
指

し
た
い
。 

 

水
底
／
水
面
の
表
現
史 

水
底
と
水
面
の
表
現
史
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
補
足
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
発
問
に
対
す
る
一
応
の
解
答
と
な
る
箇
所
も
あ
る
が
、

専
門
的
な
内
容
で
あ
り
学
習
者
に
ど
こ
ま
で
示
す
か
が
問
題
と
な
る
。

稿
者
は
模
擬
授
業
に
お
い
て
以
下
の
説
明
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。 

 

ま
ず
水
底
だ
が
、
漢
詩
に
由
来
を
持
つ
可
能
性
が
高
い
。
渡
辺
秀
夫

氏
は
4
貫
之
歌
を
「
水
中
の
月
」
を
詠
じ
る
と
し
て
漢
詩
の
摂
取
を
指

摘
す
る
⑼

。
管
見
で
は
さ
ら
に
『
芸
文
類
聚
』
の
「
水
底 

罘
罳
出
、
萍

閒
反
宇
浮
」（
巻
六
三
・
樓
・
水
中
樓
影
詩
）
や
『
全
唐
詩
』
の
「
時

見
水
底
月
〈
一
作
有
時
池
底
山
〉、
動
揺
池
上
風
」（
巻
三
七
五
・
孟
郊
・

遊
城
南
韓
氏
荘
）
、「
花
影
沈
波
底
、
煙
光
入
座
隈
」（
巻
七
五
〇
・
李

中
・
題
徐
五
教
池
亭
）
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
水
底
」
に
物

が
映
る
言
い
回
し
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

日
本
国
内
の
文
献
で
は
『
土
佐
日
記
』
に
つ
ぎ
の
一
節
が
あ
る
。 

昔
の
男
は
、「
棹
は
穿
つ
波
の
上
の
月
を
、
舟
は
圧
ふ
海
の
中
の

空
を
」
と
は
い
ひ
け
む
。
聞
き
戯
れ
に
聞
け
る
な
り
。
ま
た
、
あ

る
人
の
よ
め
る
歌
、 

水
底
の
月
の
上
よ
り
漕
ぐ
舟
の
棹
に
さ
は
る
は
桂
な
る
ら

し 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

（
三
一
頁
） 

諸
注
は
賈
島
の
詩
と
し
て
「
棹
穿
波
底
月
、
舟
圧
水
中
天
」
を
典
拠
に

指
摘
し
て
き
た
が
、
近
年
長
谷
部
剛
氏
は
こ
の
詩
句
が
後
世
の
創
作

で
あ
る
こ
と
、
中
国
で
「
棹
穿
波
上
月
」
と
書
か
れ
た
磁
器
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
、
日
本
に
は
「
棹
穿
波
上
月
」
と
本
文
を

作
る
テ
キ
ス
ト
が
伝
来
し
て
い
た
と
新
た
に
述
べ
た
⑽

。
そ
の
場
合
は
、

貫
之
が
「
波
底
月
」
と
い
う
漢
詩
表
現
に
接
し
て
い
た
確
証
が
存
在
し

な
く
な
る
。
た
だ
し
『
土
佐
日
記
』
中
で
直
後
に
「
水
底
の
月
」
と
詠

む
和
歌
が
あ
る
点
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
等
の
疑
問
は
残
る
。
長
谷

部
説
は
『
土
佐
日
記
』
注
釈
史
の
転
換
点
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
水
底
の

表
現
史
に
つ
い
て
稿
者
は
容
易
に
判
断
を
下
せ
な
い
。 

稿
者
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
水
底
反
射
の
表
現
は
『
古
今
集
』
時
代
に

漢
詩
か
ら
摂
取
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
な
お
神
田
龍
身
氏
は
貫
之

の
歌
風
を
鏡
像
と
い
う
観
点
か
ら
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
⑾

。 

 

つ
ぎ
に
水
面
だ
が
、
こ
ち
ら
も
関
連
し
う
る
漢
詩
の
表
現
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
る
。
先
に
引
用
し
た
『
土
佐
日
記
』
中
の
詩
句
の
他
に
、

『
全
唐
詩
』
に
「
酒
中
浮
竹
葉
、
杯
上
寫
芙
蓉
」（
巻
五
・
遊
九
龍
潭
・

則
天
皇
后
）
が
あ
る
。
た
だ
し
水
底
に
比
べ
水
面
の
漢
詩
は
論
じ
が
た

い
。
例
え
ば
「
水
上
月
」
と
あ
っ
て
も
そ
れ
は
空
に
見
え
る
月
の
場
合

が
多
く
、
水
に
映
る
月
か
ど
う
か
判
断
が
容
易
で
な
い
。 
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ま
た
日
本
で
は
詩
題
や
歌
題
と
し
て
「
月
影
浮
秋
池
」（『
日
本
紀
略
』

延
喜
九
年
閏
八
月
十
五
日
）
、「
花
光
浮
水
上
」（
『
和
漢
朗
詠
集
』
一
一

六
・
菅
原
文
時
）
、
「
水

上

秋

月

み
づ
の
う
へ
の
あ
き
の
つ
き

」
（
『
三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
』

序
）
が
水
面
反
射
を
指
す
漢
詩
的
な
表
現
と
い
え
る
。「
花
光
浮
水
上
」

は
『
本
朝
文
粋
』
三
〇
一
で
源
順
も
同
一
表
現
を
用
い
て
い
る
。 

た
だ
し
先
に
引
用
し
た
6
の
篁
歌
は
和
歌
と
し
て
右
に
先
行
す
る

し
、「
水み

づ

の
面お

も

の
深ふ

か

く
浅あ

さ

く
も
見み

ゆ
る
か
な
紅も

み

葉ぢ

の
色い

ろ

ぞ
淵ふ

ち

瀬せ

な
り
け

る
」（
『
躬
恒
集
』
一
〇
一
）
と
い
う
早
い
例
も
あ
る
。
加
え
て
「
面
」

と
い
う
字
は
漢
詩
的
な
用
例
に
見
え
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。 

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
水
面
反
射
に
関
し
て
は
漢
詩
表
現
の
摂

取
を
積
極
的
に
想
定
す
る
よ
り
も
、「
水
の
面
」
と
い
う
歌
語
と
反
射

を
結
び
付
け
る
詠
み
方
が
自
然
発
生
的
に
ま
ず
成
立
し
た
と
考
え
た

ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

そ
し
て
水
面
反
射
の
歌
群
は
、
詠
ま
れ
る
場
に
特
徴
的
な
傾
向
が

生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
先
に
引
用
し
た
9
は
藤
原
頼
忠
歌
合
の
月
、

10
は
藤
原
道
長
歌
合
の
松
の
詠
だ
が
、
い
ず
れ
も
邸
宅
褒
め
の
祝
賀

的
な
雰
囲
気
を
持
つ
。
両
歌
合
で
は
水
面
／
水
上
を
詠
む
和
歌
が
他

に
も
多
数
出
詠
さ
れ
て
お
り
、
水
底
を
詠
む
和
歌
の
数
を
超
え
て
い

る
。
頼
忠
の
方
は
題
に
「
水
上
」
と
あ
る
た
め
当
然
で
は
あ
る
が
、
そ

の
題
ま
で
含
め
て
祝
賀
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
中
に
も
類
歌
が
い
く
つ
か
見
え

る
が
、
水
面
反
射
の
詠
み
方
は
平
安
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
祝
賀

を
象
徴
す
る
側
面
を
獲
得
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
頼
忠
歌
合
に
つ

い
て
は
一
瀬
恵
理
氏
、
山
本
真
由
子
氏
の
論
稿
が
あ
る
⑿

。 

 

水
底
／
水
面
の
発
展
的
な
教
材
案 

 

本
節
で
は
前
節
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
古
典
和
歌
の
表

現
方
法
を
よ
り
学
習
で
き
る
教
材
案
を
二
つ
示
す
。
中
等
教
育
で
も

実
施
で
き
る
よ
う
な
発
問
例
も
併
せ
て
示
す
。 

一
つ
目
は
、
媓
子
中
宮
女
房
と
藤
原
高
遠
の
贈
答
で
あ
る
。 

Ｃ
菊
の
贈
答 

 
 
 

女 

11
水み

づ

の
面お

も

に
影か

げ

ぞ
映う

つ

れ
る
菊き

く

の
花
色い

ろ

の
深ふ

か

さ
を
見み

す
る
な
る
べ
し 

返
し 

12
水み

な

底そ
こ

に
影か

げ

を
映う

つ

せせ

ば
菊き

く

の
花は

な

忍し
の

び
忍し

の

び
に
波な

み

や
折を

る
ら
む 

（『
大
弐
高
遠
集
』
七
七
・
七
八
） 

11
で
女
房
が
水
面
に
映
る
菊
を
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
12
で
高
遠
は
水

底
に
映
る
菊
を
詠
み
返
し
て
い
る
。
こ
の
贈
答
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ

の
時
代
に
は
水
底
と
水
面
の
表
現
は
容
易
に
相
通
じ
た
の
だ
と
推
測

さ
れ
る
。
類
例
と
し
て
『
拾
遺
集
』
四
四
一
・
四
四
二
の
配
列
も
あ
る
。

Ｃ
の
細
か
い
点
に
さ
ら
に
着
目
す
る
と
、
11
は
水
面
な
の
に
深
さ
を

詠
み
併
せ
、
12
は
水
底
な
の
に
波
を
詠
み
併
せ
る
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
看

取
さ
れ
る
。 
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発
問
は
「
11
は
な
ぜ
水
面
と
深
さ
を
、
12
は
な
ぜ
水
底
と
波
を
詠

み
併
せ
る
の
か
」
が
提
示
で
き
る
。
鑑
賞
的
な
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

表
現
効
果
を
解
答
さ
せ
る
の
が
よ
さ
そ
う
だ
が
、
例
え
ば
11
は
水
面

と
あ
え
て
詠
み
始
め
る
こ
と
で
、
下
の
句
の
水
深
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

へ
の
飛
躍
が
効
果
的
に
な
る
と
い
え
る
。
12
は
観
察
者
か
ら
遠
く
な

る
水
底
に
菊
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
忍
び
忍
び
に
折
る
と
い
う
密
や

か
な
動
作
が
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

あ
る
い
は
発
問
は
「
水
面
で
詠
み
か
け
ら
れ
た
の
に
、
高
遠
は
な
ぜ

水
底
と
詠
み
返
し
た
の
か
」
と
い
う
形
式
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
根
拠
を

示
せ
て
い
れ
ば
ど
ん
な
解
答
で
も
よ
い
が
、
例
え
ば
「
11
下
の
句
の
水

深
表
現
か
ら
水
底
を
連
想
し
た
か
ら
」
や
、「
忍
び
忍
び
に
折
る
と
い

う
発
想
が
ま
ず
う
か
び
水
底
で
な
い
と
一
首
が
成
立
し
な
か
っ
た
か

ら
」
等
が
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
発
問
を
通
じ
て
水
面
と
水

底
の
イ
メ
ー
ジ
の
差
異
、
他
の
歌
句
と
の
関
係
性
を
主
体
的
に
考
え

さ
せ
た
い
。 

二
つ
目
は
、
貫
之
歌
と
そ
れ
へ
の
言
及
を
含
む
判
詞
め
い
た
一
節

で
あ
る
。 

Ｄ
貫
之
歌
と
そ
の
解
釈 

13
篝
火
の
影か

げ

し
る
け
れ
ば
烏
羽
玉
の
夜よ

川か
は

の
底そ

こ

は
水
も
燃も

え
け
り 

（『
貫
之
集
』
一
〇
） 

14
篝
火

か
が
り
び

の
隙ひ

ま

し
な
け
れ
ば
夜よ

る

し
も
ぞ
鵜う

川か
は

の
底そ

こ

は
隠か

く

れ
ざ
り
け
る 

□
□
□
映う

つ

れ
る
影か

げ

、
水み

づ

の
燃も

ゆ
る
や
う
に
見み

ゆ
る
こ
そ
道だ

う

理り

に
は
あ

れ
。
底そ

こ

の
あ
ら
は
に
見み

え
む
は
い
と
難か

た

く
や
。
た
だ
常つ

ね

に
あ
る

こ
と
の
よ
く

候
さ
ぶ
ら

ふ
ぞ
。
ま
た
貫
之

つ
ら
ゆ
き

が
詠よ

み
た
る
は
、
ま
こ
と

の
水み

づ

の
底そ

こ

に
や
は
。
た
だ
水み

づ

を
申ま

う

す
、
や
う
に
、
篝

か
が
り

火
の

光
ひ
か
り

は
い
と
あ
ら
は
な
る
こ
と
な
れ
ば
、
水み

づ

の
下し

た

ま
で
入い

ら
ず
見み

え
に
て

候
さ
ぶ
ら

ふ
か
し
。 

（『
〔
永
承
六
年
〕
夏 

六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
歌
合
』
二
〇
） 

13
は
詞
書
か
ら
延
喜
六
年
の
月
次
屏
風
歌
と
わ
か
る
が
、
二
句
目
に

「
影
し
映
れ
ば
」
等
の
本
文
異
同
が
あ
り
、
北
井
佑
実
子
氏
の
詳
し
い

検
討
が
あ
る
⒀

。
川
底
の
水
が
燃
え
る
と
い
う
表
現
は
篝
火
の
反
射
で

あ
る
。 

14
と
判
詞
め
い
た
一
節
は
萩
谷
朴
氏
の
詳
し
い
考
察
が
あ
る
が
⒁

、

貫
之
歌
か
ら
お
よ
そ
一
五
〇
年
ほ
ど
後
の
歌
合
で
、
14
は
源
頼
資
歌
、

判
詞
め
い
た
一
節
は
源
頼
綱
の
も
の
と
推
断
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
ま

ず
首
肯
さ
れ
る
が
、
詳
し
く
は
萩
谷
著
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

判
詞
め
い
た
一
節
は
14
に
対
し
て
、
篝
火
が
川
底
を
照
ら
す
と
い

う
非
現
実
性
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
判
者
は
水
底
反
射
の
表
現
と

水
底
照
射
の
表
現
を
混
同
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

「
貫
之
が
詠
み
た
る
は
、
ま
こ
と
の
水
の
底
に
や
は
。
た
だ
水
を
申
す
、

や
う
に
」
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
は
解
釈
の
確
定
が
難
し
い
が
、「
申

す
や
う
に
（
お
ぼ
ゆ
）。」
等
と
省
略
で
文
が
切
れ
れ
ば
「
貫
之
が
詠
ん

だ
の
は
本
当
の
水
底
で
す
か
、
い
や
違
う
で
し
ょ
う
。
た
だ
単
に
水
の

こ
と
を
言
っ
た
よ
う
に
（
思
わ
れ
ま
す
）。」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
萩
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谷
氏
は
「
や
う
に
」
が
「
あ
ら
は
な
る
」
に
掛
か
る
と
見
て
解
釈
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
「
申
す
や
う
に
」
は
直
後
を
挿
入
句
と
し
て
「
水
の

下
ま
で…

…

」
以
降
に
掛
か
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
か
。
稿
者
は
省
略

で
文
が
切
れ
る
と
見
る
の
が
穏
当
だ
と
判
断
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
こ
の
判
者
が
「
夜
川
の
底
」
は
川
底
そ
の
も
の
で
な
い
と
主
張
し
て

い
る
点
は
動
か
な
い
。 

 

発
問
と
し
て
、
素
直
に
「
13
の
「
夜
川
の
底
」
を
夜
川
だ
け
の
意
で

解
釈
す
る
の
は
是
か
非
か
」
が
設
定
で
き
る
。
判
者
の
主
張
に
引
き
付

け
て
考
え
れ
ば
、「
篝
火
の
反
射
は
さ
す
が
に
川
底
に
あ
る
と
見
え
な

い
か
ら
是
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
是
と
し
た
場
合
は
、

既
習
の
水
底
反
射
の
歌
群
も
整
合
性
を
持
た
せ
て
解
釈
す
べ
き
か
と

い
う
問
題
が
出
る
。
篝
火
は
「
あ
ら
は
」
な
の
で
特
別
枠
で
あ
り
、
花

や
月
の
反
射
で
あ
れ
ば
水
底
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
か
。
こ
の
発
問

は
、
古
典
和
歌
が
類
型
表
現
の
集
積
に
よ
っ
て
虚
構
世
界
を
構
築
し

て
い
る
こ
と
を
学
習
者
に
再
確
認
さ
せ
る
。
余
裕
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
、

「
あ
な
た
は
こ
の
判
者
の
写
実
的
な
観
点
を
重
視
す
る
か
、
類
型
表

現
も
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
論
調
を
重
視
す
る
か
」
と
い
う
問
題
も

学
習
者
に
問
い
た
い
。 

な
お
、
写
実
性
が
関
わ
る
歌
に
「
池い

け

水
の
の
ど
け
き
底そ

こ

に
影か

げ

な
見み

そ

さ
る
は

鏡
か
が
み

に
見み

ゆ
る

水
み
ぎ
は

際
を
」（
冷
泉
家
本
『
海
人
手
子
良
集
』
九

一
）
が
あ
る
。
池
底
に
姿
を
映
す
の
で
は
な
く
、
鏡
の
よ
う
に
よ
り
よ

く
見
え
る
水
際
を
使
い
な
さ
い
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。
底
面
反
射
を

現
象
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、
現
実
的
に
視
認
性
が
高
い
水
際
に
言
い

及
ぶ
と
い
う
特
異
な
歌
で
あ
る
。
他
の
歌
群
と
組
み
合
わ
せ
に
く
い

が
、
教
材
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
た
め
付
言
し
て
お
く
。 

以
上
、
二
つ
の
教
材
案
を
示
し
た
。
Ｃ
は
本
文
の
解
釈
が
容
易
で
具

体
的
な
問
題
が
考
察
で
き
る
タ
イ
プ
、
Ｄ
は
本
文
の
解
釈
が
難
解
だ

が
理
念
的
な
問
題
が
考
察
で
き
る
タ
イ
プ
だ
っ
た
。
い
ず
れ
も
こ
の

単
元
の
ま
と
め
と
し
て
据
わ
り
の
よ
い
内
容
で
あ
る
。 

 

「
紅
葉
」
の
和
歌
と
生
物 

本
節
は
紅
葉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
詠
む
和
歌
を
学
習
者
に
紹
介
し
、

複
数
の
考
察
を
行
な
わ
せ
る
教
材
案
を
提
示
す
る
。
二
節
と
同
様
に

学
習
者
の
思
考
力
を
育
成
す
る
過
程
で
、
古
典
和
歌
独
自
の
世
界
を

理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

授
業
の
導
入
で
は
、
発
問
「
紅
葉
は
な
ぜ
赤
く
な
る
の
か
」
や
「
平

安
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
紅
葉
が
赤
く
な
る
と
考
え

て
い
た
か
」
等
が
設
定
で
き
る
。
後
述
す
る
が
紅
葉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

教
科
書
範
囲
外
に
な
っ
て
お
り
、
科
学
的
な
説
明
が
で
き
る
学
習
者

は
少
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。 

 
そ
の
上
で
紅
葉
に
関
す
る
和
歌
だ
が
、
時
雨
や
露
が
紅
葉
を
発
生

さ
せ
る
と
い
う
詠
み
方
が
多
数
存
在
す
る
。 

Ｅ
時
雨
や
露
に
よ
り
発
生
す
る
紅
葉 
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15
時し

ぐ

雨れ

待ま

つ
外と

山や
ま

の
紅も

み

葉ぢ

薄う
す

か
ら
じ
と
く
降ふ

り
そ
め
よ
色い

ろ

の
濃こ

さ
見み

ん 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

（
『
大
弐
高
遠
集
』
一
三
五
） 

16
い
と
早は

や

も
鳴な

き
ぬ
る
雁か

り

か
白
露
の
色い

ろ

ど
る
木
木
も
紅
葉

も

み

ぢ

あ
へ
な
く

に 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
古
今
集
』
二
〇
九
・
詠
人
不
知
） 

17
神
無
月
時
雨
に
染そ

め
て
紅
葉
葉ば

を
錦
に
織お

れ
る
神
奈
備

か

み

な

び

の
森 

（『
貫
之
集
』
五
一
七
） 

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
山
や
森
の
叙
景
歌
が
多
く
、
鑑
賞
に
堪
え
る
レ
パ

ー
ト
リ
ー
を
揃
え
る
の
に
工
夫
が
い
る
。
例
え
ば
Ｅ
は
勅
撰
集
的
な

時
系
列
で
並
べ
て
あ
り
、
15
は
降
雨
も
変
色
も
ま
だ
の
時
点
、
16
は

木
々
が
い
ま
だ
変
色
し
き
ら
な
い
時
点
、
17
は
錦
と
言
え
る
ほ
ど
見

事
に
変
色
し
た
時
点
で
あ
る
。
ま
た
詠
み
ぶ
り
は
、
15
は
作
中
主
体
の

強
い
希
求
が
特
徴
的
、
16
は
雁
を
取
り
合
わ
せ
た
上
下
空
間
の
拡
が

り
が
特
徴
的
、
17
は
一
首
全
体
が
最
後
の
「
神
奈
備
の
森
」
に
掛
か
る

雄
大
な
叙
景
が
特
徴
的
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
稿
者
の
模
擬
授
業
は

資
料
配
布
が
で
き
ず
ス
ラ
イ
ド
の
ス
ペ
ー
ス
も
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、

「
白
露

し
ら
つ
ゆ

も
時
雨
も
い
た
く
も
る
山
は
下し

た

葉ば

残の
こ

ら
ず
色
づ
き
に
け
り
」

（
『
古
今
集
』
二
六
〇
・
紀
貫
之
）
の
み
を
代
表
例
と
し
て
示
し
た
。

時
雨
と
露
を
同
時
に
紹
介
で
き
る
一
首
で
あ
る
。 

 

こ
の
時
点
で
、
ひ
と
ま
ず
古
典
和
歌
を
対
象
と
し
た
発
問
が
で
き

る
。「
時
雨
も
し
く
は
露
は
紅
葉
を
発
生
さ
せ
る
の
か
」
が
提
示
で
き

る
。
ま
ず
多
く
の
学
習
者
が
否
定
的
な
考
え
を
抱
く
と
予
想
さ
れ
る
。

和
歌
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
ま
で
問
え
ば
、
解
答
例
と
し
て
、「
葉
の

表
面
が
濡
れ
て
色
が
濃
く
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
推
測
や
、

「
気
象
の
推
移
と
季
節
の
進
行
が
一
致
し
て
気
象
と
紅
葉
に
因
果
関

係
を
見
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
推
測
が
予
想
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
教
授
者
が
ヒ
ン
ト
を
示
し
な
が
ら
、
文
学
的
な
問
い
と
解

答
に
誘
導
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
15
の
「
降
り
そ
め
」
の
掛
詞
や
、

16
の
「
色
ど
る
」
が
「
色
づ
く
」
と
違
い
他
動
詞
で
あ
る
こ
と
、
17
の

「
時
雨
に
染
め
て
」
の
手
段
の
用
法
等
に
着
目
さ
せ
れ
ば
、
あ
く
ま
で

Ｅ
の
歌
群
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
水
に
よ
る
染
色
の
表
現
が
共
通

す
る
と
わ
か
る
。
染
色
の
表
現
を
明
確
に
持
た
な
い
歌
例
も
あ
る
た

め
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
科
学
知
識
と
相
反
す
る
詠
み
方
へ
の
違

和
感
を
こ
の
時
点
で
明
確
に
し
て
お
く
と
、
そ
の
感
覚
が
こ
れ
以
降

の
学
習
で
役
立
つ
可
能
性
が
あ
る
。 

 

つ
ぎ
に
、
Ｅ
の
歌
群
と
対
比
で
き
る
Ｆ
の
歌
群
を
提
示
す
る
。
数
は

多
く
な
い
が
、
時
雨
や
露
が
紅
葉
を
発
生
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
疑

念
を
呈
す
る
詠
み
方
が
存
在
す
る
。 

Ｆ
時
雨
・
露
に
対
す
る
疑
念 

18
白
露
の
色
は
一ひ

と

つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
木こ

の
葉は

を
千
々

ち

ぢ

に
染そ

む
ら

む 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

（
『
古
今
集
』
二
五
七
・
藤
原
敏
行
） 

19
秋
の
野
の
錦
の
ご
と
も
見
ゆ
る
か
な
色
な
き
露つ

ゆ

は
染そ

め
じ
と
思
ふ

に 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（
『
後
撰
集
』
三
六
九
・
詠
人
不
知
） 

20
い
か
な
れ
ば
同お

な

じ
時
雨

し

ぐ

れ

に
紅
葉

も

み

ぢ

す
る
柞

は
は
そ

の
森も

り

の
薄う

す

く
濃こ

か
ら
ん 

 
 
 

 
 
 

 
 

（『
後
拾
遺
集
』
三
四
二
・
藤
原
頼
宗
） 
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い
ず
れ
も
変
色
の
原
因
を
時
雨
や
露
と
考
え
る
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
上
で
18
は
単
色
の
露
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
様
々
な
色
を
染
め

て
い
る
の
か
と
い
う
疑
念
、
19
は
無
色
の
露
が
染
め
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
に
と
い
う
疑
念
、
20
は
同
じ
条
件
で
時
雨
を
受
け
た
木
々
に
濃

淡
の
差
が
生
じ
る
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
疑
念
を
詠
む
。
ち
な
み

に
19
の
よ
う
に
野
辺
の
開
け
た
景
色
を
詠
む
パ
タ
ー
ン
も
存
在
す
る
。

「
夜よ

な
夜よ

な
の

暁
あ
か
つ
き

露
に
宮
城
野

み

や

ぎ

の

の
萩は

ぎ

の
下
葉

し

た

ば

や
色い

ろ

づ
き
ぬ
ら
む
」

（『
行
宗
集
』
二
一
八
）
な
ど
は
時
間
感
覚
に
優
れ
て
お
り
、
鑑
賞
に

適
す
る
。 

そ
れ
で
は
、
Ｅ
紅
葉
歌
群
と
Ｆ
疑
念
歌
群
が
同
時
代
に
併
存
し
て

い
る
問
題
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
。
発
問
と
し
て
は
「
平
安
の
人
々

は
時
雨
や
露
が
紅
葉
を
発
生
さ
せ
る
と
考
え
て
い
た
か
」
が
考
察
し

や
す
い
だ
ろ
う
。
解
答
例
と
し
て
は
、
肯
定
派
は
、
や
は
り
Ｆ
歌
群
も

染
め
る
こ
と
自
体
は
認
め
て
い
る
点
を
主
張
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。

否
定
派
の
材
料
と
し
て
は
、
18
の
白
露
や
19
の
無
色
の
露
と
い
う
認

識
を
踏
ま
え
て
、
Ｅ
全
体
の
染
色
の
イ
メ
ー
ジ
が
当
時
と
し
て
も
現

実
的
で
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

ま
た
20
は
同
一
条
件
下
に
お
け
る
観
察
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、

こ
の
特
質
を
活
か
す
発
問
も
設
定
で
き
よ
う
。
例
え
ば
発
問
「
Ｆ
歌
群

の
中
で
最
も
問
題
解
決
的
な
問
い
を
立
て
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
」

は
、
Ｅ
歌
群
を
十
分
に
活
か
せ
な
い
も
の
の
Ｆ
歌
群
の
精
読
と
考
察

を
促
せ
る
。
こ
の
問
い
で
は
本
稿
七
節
に
掲
出
す
る
『
玄
玉
集
』
七
〇

三
を
並
べ
て
も
よ
い
。 

 

稿
者
は
模
擬
授
業
で
Ｅ
と
Ｆ
の
対
立
に
相
当
す
る
話
を
し
た
後
で
、

紅
葉
パ
ー
ト
の
ま
と
め
に
む
け
て
生
物
分
野
の
知
識
を
解
説
し
た
。

解
説
に
は
色
素
を
表
現
し
た
図
5
の
画
像
を
用
い
た
。
あ
る
い
は
生

物
の
専
門
家
の
協
力
が
あ
れ
ば
、
よ
り
早
い
段
階
で
予
習
的
な
課
題

を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
た
だ
し
先
述
し
た
が
紅
葉
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
教
科
書
範
囲
外
で
あ
り
、
そ
の
点
が
懸
念
材
料
と
な
る
。

旧
課
程
で
は
東
京
書
籍
の
『
改
訂 

生
物
』（
二
〇
一
八
年
）
の
み
が
コ

ラ
ム
と
し
て
紅
葉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
載
せ
て
お
り
、
ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル

の
分
解
や
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
の
合
成
が
解
説
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

新
課
程
で
は
全
社
が
紅
葉
を
扱
っ
て
お
ら
ず
、
生
物
基
礎
の
「
バ
イ
オ

ー
ム
」
と
生
物
の
「
植
物
の
環
境
応
答
」
の
落
葉
が
か
ろ
う
じ
て
関
連

し
て
い
る
。 

紅
葉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
物
学
的
に
学
習
し
た
後
で
は
、
科
学
的

な
立
場
か
ら
古
典
和
歌
を
検
証
す
る
発
問
や
課
題
が
設
定
可
能
と
な

る
。
降
雨
は
日
照
や
一
日
の
寒
暖
差
と
関
わ
る
し
、
葉
の
表
面
に
水
分

が
付
着
す
る
こ
と
も
変
色
に
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
。
降
雨
等
が
紅

葉
に
影
響
す
る
と
い
う
結
論
に
な
れ
ば
、
和

歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
な
染
色
で
は
な
い
も

の
の
因
果
関
係
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
反
対
に
生
物
学
的
に
は
降
雨
等
が
紅
葉

を
阻
害
す
る
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
と
し

図５ 紅葉と色素 
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て
も
、
そ
の
過
程
で
古
典
和
歌
と
生
物
分
野
の
知
識
は
蓄
積
さ
れ
る
。

単
元
全
体
と
し
て
、
精
読
や
考
察
を
通
じ
て
古
典
和
歌
の
実
態
を
感

得
さ
せ
る
こ
と
に
加
え
、
古
典
和
歌
と
生
物
分
野
を
相
互
の
視
点
か

ら
批
判
的
に
検
証
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。 

 

紅
葉
と
染
色
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
史 

紅
葉
と
染
色
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
表
現
史
は
以
下
の
よ
う
に
補
足

で
き
る
。
た
だ
し
専
門
的
な
上
に
情
報
過
多
と
な
る
た
め
、
学
習
者
に

ど
こ
ま
で
示
す
か
が
問
題
と
な
る
。
稿
者
は
模
擬
授
業
に
お
い
て
は

水
底
反
射
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
以
下
の
説
明
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。 

 

ま
ず
紅
葉
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
鈴
木
宏

子
氏
は
二
編
の
論
稿
に
お
い
て
平
安
和
歌
の
紅
葉
を
詳
細
に
論
じ
て

い
る
⒂

。
鈴
木
氏
は
、
時
雨
や
露
等
が
紅
葉
を
発
生
さ
せ
る
例
が
『
万

葉
集
』
か
ら
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
秋あ

き

の
露つ

ゆ

は

移う
つ

し
に
あ
り
け
り
水
鳥

み
づ
と
り

の
青
葉

あ

を

ば

の
山や

ま

の
色い

ろ

づ
く
見み

れ
ば
／
秋
露
者
移

尓
有
家
里
水
鳥
乃
青
羽
乃
山
能
色
付
見
者
」（
一
五
四
七
・
三
原
王
）
、

「
隠
口

こ
も
り
く

の
初
瀬

は

つ

せ

の
山や

ま

は
色い

ろ

づ
き
ぬ 

時
雨

し

ぐ

れ

の
雨あ

め

は
降ふ

り
に
け
ら
し
も
／

隠
口
乃
始
瀬
山
者
色
附
奴
鍾
礼
乃
雨
者
零
尓
家
良
思
母
」
（
一
五
九

七
・
大
伴
坂
上
郎
女
）
等
だ
が
、
詳
し
く
は
巻
八
と
巻
一
〇
を
参
照
さ

れ
た
い
。
豊
富
な
歌
例
が
あ
り
、『
万
葉
集
』
の
み
で
紅
葉
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
単
元
を
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

つ
ぎ
に
漢
詩
か
ら
の
影
響
だ
が
、
鈴
木
氏
は
露
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
た
だ
、
漢
詩
に
お
い
て
露
が
紅
葉
を
染
め
る
確
か
な
例
は

『
新
撰
万
葉
集
』
以
外
で
掲
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
管
見
に
も
入
ら
な
い
。

時
雨
も
漢
詩
の
例
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
現
時
点
で
は
、
時
雨
と
露

に
よ
る
紅
葉
が
漢
詩
に
由
来
す
る
可
能
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
。
露
や
時
雨
が
紅
葉
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
発
想
及
び

表
現
は
、
万
葉
歌
に
お
い
て
成
立
し
た
と
ひ
と
ま
ず
考
え
た
い
。 

つ
ぎ
に
比
喩
と
し
て
の
染
色
の
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
平
安
時
代
に
は

多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
確
認
で
き
る
。 

Ｇ
様
々
な
染
色
の
パ
タ
ー
ン 

21
海
に
の
み
ひ
ち
た
る
松
の
深
緑

ふ
か
み
ど
り

い
く
し
ほ
と
か
は
知し

る
べ
か
る

ら
ん 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

（
『
拾
遺
集
』
四
五
七
・
伊
勢
） 

22
水み

づ

の
面お

も

に
綾あ

や

織お

り
乱み

だ

る
春
早
雨

（

春

雨

）

や
山
の

緑
み
ど
り

を
な
べ
て
染そ

む
ら
ん 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

（『
伊
勢
集
』
一
〇
三
） 

23
嘆な

げ

き
つ
つ

涙
な
み
だ

に
染そ

む
る
花
の
色い

ろ

の
思お

も

ふ
ほ
ど
よ
り
う
す
も

マ

マ

あ
る

か
な 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

（
『
能
宣
集
』
三
五
六
） 

21
は
海
水
が
松
を
染
め
る
イ
メ
ー
ジ
、
22
は
春
雨
が
山
の
木
々
を
染

め
る
イ
メ
ー
ジ
、
23
は
涙
が
花
を
染
め
る
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
こ
の
花
は

詞
書
か
ら
紅
梅
と
わ
か
る
。
伊
勢
の
歌
が
重
複
し
た
が
、
22
は
『
新
撰

万
葉
集
』
二
五
五
に
類
歌
が
あ
る
。
ま
た
23
は
紅
涙
だ
が
『
古
今
集
』

二
五
八
の
雁
の
涙
が
秋
の
野
を
染
め
る
歌
と
通
じ
る
。
Ｇ
は
一
応
教

材
に
適
し
そ
う
な
歌
例
を
抜
粋
し
た
が
、
染
色
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
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広
範
な
年
代
と
歌
人
が
共
有
し
て
い
る
。 

こ
こ
で
は
染
め
る
物
体
が
す
べ
て
液
体
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
染
色
技
術
な
い
し
染
色
作
業
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
発
想
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
は
時
雨
・
露
と
紅
葉
の
関

係
に
限
っ
て
教
材
案
を
提
示
し
た
が
、
染
色
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た

詠
み
方
は
よ
り
多
様
な
歌
群
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
次
節
の

発
問
例
で
再
び
触
れ
る
。 

 

紅
葉
の
発
展
的
な
教
材
案 

本
節
は
前
節
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、
古
典
和
歌
の
表
現

方
法
を
よ
り
学
習
で
き
る
教
材
案
を
二
つ
示
す
。
中
等
教
育
で
も
実

施
で
き
る
よ
う
な
発
問
例
も
併
せ
て
示
す
。 

一
つ
目
は
、
紅
葉
の
要
因
に
つ
い
て
の
多
様
な
詠
み
方
の
歌
群
で

あ
る
。 

Ｈ
様
々
な
紅
葉
の
要
因 

24
風
寒さ

む

み
我わ

が
唐か

ら

衣
打う

つ
時
ぞ
萩
の
下し

た

葉ば

も
色い

ろ

ま
さ
り
け
る 

（『
拾
遺
集
』
一
八
七
・
紀
貫
之
） 

25
紅も

み

葉ぢ

葉ば

の

紅
く
れ
な
ゐ

深ふ
か

き
色
見み

れ
ば
水み

な

底そ
こ

ま
で
や
霜し

も

は
置お

く
ら
ん 

（『
清
正
集
』
三
二
） 

26
薄う

す

く
濃こ

く
染
め
か
け
て
け
り 

立
田
姫
紅
葉

も

み

ぢ

の

錦
に
し
き

村
村

（
斑
々
）

に
見み

ゆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

（
『
堀
河
百
首
』
八
六
三
・
紀
伊
） 

24
は
風
が
冷
た
い
た
め
に
萩
の
下
葉
が
色
づ
く
歌
、
25
は
詞
書
を
見

る
に
、
水
底
に
見
え
る
紅
葉
の
深
紅
は
霜
に
よ
る
か
と
い
う
歌
、
26
は

秋
の
女
神
で
あ
る
竜
田
姫
が
紅
葉
を
染
め
る
歌
で
あ
る
。
25
は
難
解

だ
が
、
例
え
ば
期
末
試
験
の
発
展
問
題
に
使
用
で
き
る
か
。
な
お
霜
に

よ
っ
て
紅
葉
す
る
と
い
う
詠
み
方
は
漢
詩
に
由
来
を
持
つ
。『
大
漢
和

辞
典
』
の
「
霜
葉
」
項
に
複
数
の
用
例
が
載
る
が
、
森
田
直
美
氏
も
和

漢
の
紅
葉
を
扱
っ
た
論
稿
で
触
れ
て
い
る
⒃

。 

風
・
霜
は
時
雨
・
露
と
同
じ
気
象
、
竜
田
姫
の
み
伝
承
で
大
き
く
異

な
る
が
、
い
ず
れ
も
紅
葉
の
要
因
と
い
う
点
で
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
で
き

る
。
稿
者
の
模
擬
授
業
で
は
、
多
様
な
詠
み
方
の
一
例
と
し
て
24
の
み

紹
介
し
た
。 

 

発
問
と
し
て
は
、
多
様
な
情
報
を
扱
わ
せ
る
も
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
「
紅
葉
の
要
因
を
整
理
す
る
と
ど
の
よ
う
な
図
に
な
る
か
」
と

問
え
ば
、
景
物
ご
と
の
特
徴
を
押
さ
え
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
相
違

点
と
共
通
点
を
考
察
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
竜
田
姫
や
風
は
他
と

ど
の
程
度
遠
い
か
、
時
雨
と
露
と
霜
は
互
い
の
距
離
感
を
ど
う
図
示

す
る
か
等
、
学
習
者
は
各
景
物
を
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
発
問
は
さ
ら
に
二
種
類
の
発
展
型
を
提
示
で
き
る
。
一
つ
は

「
な
ぜ
霧
や
雪
は
紅
葉
を
発
生
さ
せ
な
い
の
か
」
等
の
、
紅
葉
の
要
因

と
な
ら
な
い
景
物
を
巻
き
込
む
形
式
で
あ
る
。「
霧
は
他
と
違
い
白
く

視
認
さ
れ
る
か
ら
」
等
が
解
答
例
と
し
て
想
定
さ
れ
る
が
、
紅
葉
の
要

因
と
い
う
問
い
を
裏
側
か
ら
考
察
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
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つ
は
前
節
Ｆ
の
染
色
パ
タ
ー
ン
を
考
察

対
象
に
加
え
て
、「
紅
葉
の
要
因
グ
ル
ー

プ
と
染
色
グ
ル
ー
プ
は
ど
の
よ
う
に
図

示
で
き
る
か
」
と
い
っ
た
、
ベ
ン
図
を
必

須
と
す
る
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
図
6

の
よ
う
に
右
を
Ｇ
染
色
歌
群
の
集
合
、
左

を
Ｈ
紅
葉
の
要
因
歌
群
の
集
合
と
す
る

と
、
重
な
る
箇
所
が
Ｅ
時
雨
・
露
の
歌
群
と
な
る
。
こ
れ
を
も
と
に
各

景
物
の
詠
み
方
を
小
グ
ル
ー
プ
と
し
て
書
き
入
れ
る
と
ど
う
な
る
か

や
、
26
の
竜
田
姫
は
染
色
し
て
い
る
の
で
共
通
部
分
の
Ｅ
に
入
れ
る

べ
き
か
、
そ
う
考
え
る
と
17
は
神
奈
備
の
森
が
動
作
主
で
あ
り
26
と

小
グ
ル
ー
プ
に
で
き
る
か
等
、
和
歌
の
類
型
を
要
素
と
集
合
と
し
て

捉
え
る
学
習
が
で
き
る
。
こ
ち
ら
は
難
易
度
が
上
が
る
が
、
図
や
画
像

は
教
育
学
に
お
い
て
「
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
重
要
な
教
材
な

い
し
教
育
法
と
さ
れ
る
⒄

。
こ
の
点
で
も
本
教
材
案
は
有
効
な
教
育
効

果
が
期
待
で
き
る
。 

二
つ
目
は
、
常
緑
樹
の
変
色
し
な
い
性
質
を
詠
ん
だ
歌
群
で
あ
る
。 

Ｉ
常
緑
樹
と
紅
葉 

27
ち
は
や
ぶ
る
神
垣が

き

山
の
榊

さ
か
木

葉ば

は
時
雨
に
色
も
変か

は

ら
ざ
り
け
り 

（『
後
撰
集
』
四
五
七
・
詠
人
不
知
） 

28
時
雨

し

ぐ

れ

つ
つ
日
数
ふ
る
と
も
愛
宕

あ

た

ご

山
樒

し
き
み

が
原
の
色
は
変か

は

ら
じ 

（『
堀
河
百
首
』
九
〇
六
・
藤
原
顕
仲
） 

29
我
が
恋こ

ひ

は
松
を
時
雨
の
染そ

め
か
ね
て
真
葛

ま

く

ず

が
原
に
風か

ぜ

騒さ
わ

ぐ
な
り 

（『
新
古
今
集
』
一
〇
三
〇
・
慈
円
） 

27
は
榊
、
28
は
地
名
樒
原
の
樒
、
29
は
松
で
あ
り
、
当
然
だ
が
い
ず

れ
も
紅
葉
し
な
い
こ
と
が
詠
ま
れ
る
。
な
お
時
雨
・
露
以
外
で
不
変
を

詠
む
歌
例
は
「
置お

く
霜
に
色
も
変か

は

ら
ぬ
榊
葉
に
香か

を
や
は
人
の
留と

め

て
来き

つ
ら
む
」（『
貫
之
集
』
一
九
）
等
、
霜
が
比
較
的
多
い
印
象
を
受

け
る
。 

右
の
う
ち
29
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。
29
は
第
一
学
習
社
の
『
言
語

文
化
』
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
教
材
と
な
っ
て
い
る
。
高
校
一

年
に
は
難
解
な
一
首
だ
が
、
新
古
今
調
の
名
歌
と
い
え
よ
う
。「
年と

し

経ふ

れ
ど
し
る
し
も
見み

え
ぬ
我わ

が
恋こ

ひ

や
常
盤

と

き

は

の
山
の
時
雨
な
る
ら
ん
」

（『
清
輔
集
』
二
三
二
）
が
先
行
歌
と
し
て
確
認
で
き
、
参
考
に
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。
藤
原
清
輔
の
用
い
た
比
喩
も
凝
っ
て
い
る
が
、
慈

円
歌
は
そ
れ
に
輪
を
か
け
て
複
雑
で
あ
る
。
ま
た
長
谷
川
範
彰
氏
は

「
我
が
恋
は
」
句
の
表
現
史
を
論
じ
て
お
り
⒅

、
29
の
構
造
を
理
解
す

る
上
で
参
考
に
な
る
。 

発
問
例
と
し
て
、
Ｉ
の
う
ち
29
の
み
を
取
り
上
げ
て
「
慈
円
歌
に

お
け
る
比
喩
を
説
明
せ
よ
」
が
提
示
で
き
る
。
ひ
ね
り
の
な
い
発
問
だ

が
、
右
の
清
輔
歌
を
補
助
資
料
と
す
る
こ
と
で
、
時
雨
が
紅
葉
を
発
生

さ
せ
る
詠
み
方
の
段
階
的
な
変
遷
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
前
提
知
識
が
な
け
れ
ば
解
答
が
困
難
な
た
め
、
恋
歌
の
詠
み
方

の
パ
タ
ー
ン
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
等
の
事
前
準
備
が
必
要
と
な
ろ

図６ 枠のベン図 
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う
。 別

の
発
問
と
し
て
、
Ｉ
全
体
を
取
り
上
げ
て
「
な
ぜ
こ
の
歌
群
は
紅

葉
し
な
い
の
か
」
と
シ
ン
プ
ル
に
問
う
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。
教
授
者
が

「
常
緑
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
五
節
の
内
容
が
ミ
ス
リ
ー
ド
と
し
て
機

能
し
、
意
外
と
考
察
を
要
す
る
問
題
と
な
り
え
る
。「
常
盤

と

き

は

な
る
松
の

絶た

え
間ま

の
紅
葉
葉ば

を
い
か
で
時
雨
の
分わ

け
て
染そ

め
け
ん
」（
『
玄
玉
集
』

七
〇
三
・
藤
原
公
重
）
な
ど
は
、
松
と
落
葉
樹
を
対
比
し
た
り
、「
常

盤
」
の
語
を
含
ん
で
い
た
り
と
ヒ
ン
ト
に
使
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
発
問

は
生
物
基
礎
の
「
バ
イ
オ
ー
ム
」
と
深
く
関
連
す
る
と
い
う
利
点
も
あ

る
。
生
物
の
専
門
家
の
協
力
が
得
ら
れ
れ
ば
教
科
横
断
的
な
課
題
を

作
成
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。 

よ
り
和
歌
の
考
察
に
重
点
を
置
く
発
問
と
し
て
は
、「
な
ぜ
各
首
は

変
色
し
な
い
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
詠
む
の
か
」
が
提
示
で
き
る
。
解
答
例

と
し
て
は
、
27
は
「
神
域
の
神
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
で
き
る
た

め
」
、
28
は
「
樒
が
原
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
歌
枕
を
詠
み
こ
な
す
た
め
」
、

29
は
「
表
に
出
せ
な
い
恋
心
ま
た
は
う
ま
く
い
か
な
い
恋
模
様
を
表

現
す
る
た
め
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
28
は
歌
枕
を
学
習
し
て
い
な
い
と

難
解
す
ぎ
る
た
め
、
誘
導
が
必
要
と
な
ろ
う
。 

 

ち
な
み
に
「
霜
に
だ
に
枯か

れ
ず
と
聞き

き
し
榊
葉

さ
か
き
ば

の
い
か
な
る
秋
に

紅
葉

も

み

ぢ

し
ぬ
ら
む
」（
『
大
斎
院
御
集
』
三
六
・
女
別
当
）
は
「
同お

な

じ
頃こ

ろ

、

榊
さ
か
き

の
葉は

紅も
み

葉ぢ

た
る
を
、
珍

め
ず
ら

し
き
も
の
か
な
と
」
と
い
う
詞
書
を
持
ち
、

本
当
に
紅
葉
し
た
榊
に
つ
い
て
の
歌
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
状
態
の

葉
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
生
物
と
の
教
科
横
断
に
資
す
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
付
言
し
て
お
く
。 

 

以
上
、
本
節
も
二
つ
の
教
材
案
を
示
し
た
。
Ｈ
は
古
典
和
歌
の
多
様

さ
を
学
習
さ
せ
な
が
ら
情
報
を
整
理
さ
せ
る
案
、
Ｉ
は
教
科
書
採
録

歌
や
生
物
科
目
の
内
容
を
積
極
的
に
活
用
す
る
案
だ
っ
た
。
Ｈ
は
こ

の
単
元
の
ま
と
め
と
し
て
据
わ
り
の
よ
い
内
容
、
Ｉ
は
検
定
教
科
書

を
な
る
べ
く
活
用
し
よ
う
と
し
た
内
容
で
あ
る
。 

 

ま
と
め
と
展
望 

以
上
、
本
稿
は
古
典
和
歌
を
理
科
と
対
比
さ
せ
る
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
の
も
と
、
古
典
和
歌
特
有
の
発
想
方
法
と
歌
例
を
学
習
さ
せ
る

教
材
案
を
示
し
た
。
前
半
で
は
水
底
に
反
射
し
た
像
が
映
る
と
い
う

発
想
及
び
表
現
方
法
を
、
物
理
科
目
の
内
容
と
対
比
さ
せ
た
。
後
半
で

は
時
雨
や
露
が
紅
葉
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
発
想
及
び
表
現
方
法
を
、

生
物
科
目
の
内
容
と
対
比
さ
せ
た
。 

 

本
教
材
案
の
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
教
科
横
断
の
メ
リ
ッ
ト
を
十

分
に
活
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
学
習
目
標
は

あ
く
ま
で
古
典
和
歌
の
特
質
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
だ
が
、
物
理
や
生

物
の
教
育
法
の
知
見
が
あ
れ
ば
よ
り
多
く
の
学
習
効
果
が
期
待
で
き

る
。
そ
れ
ら
が
古
典
和
歌
の
学
習
を
さ
ら
に
促
進
さ
せ
る
可
能
性
も

あ
る
。 
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ま
た
高
校
生
を
学
習
者
に
想
定
し
た
場
合
、
全
体
的
な
難
易
度
の

高
さ
が
懸
念
さ
れ
る
。
一
応
、
ほ
と
ん
ど
の
教
材
と
発
問
は
現
代
語
訳

を
付
し
て
も
機
能
す
る
た
め
、
単
語
や
文
法
の
ハ
ー
ド
ル
は
容
易
に

下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
材
に
用
い
る
歌
数
を
絞
る
の
も
有
効
で
、

稿
者
の
模
擬
授
業
も
歌
数
を
か
な
り
絞
っ
て
実
施
し
た
。 

 

本
教
材
案
の
利
点
と
し
て
は
、
複
数
の
和
歌
を
比
較
検
討
さ
せ
る

取
り
組
み
が
随
所
に
発
生
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
和
歌
は
散
文

に
比
べ
解
釈
が
難
し
い
が
、
短
詩
で
あ
る
た
め
比
較
読
解
は
さ
せ
や

す
い
。P

IS
A

型
読
解
力
や
共
通
テ
ス
ト
の
出
題
形
式
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
複
数
の
資
料
を
比
較
さ
せ
る
教
育
法
は
長
ら
く
ト
レ
ン
ド

で
あ
る
。
稿
者
も
、
比
較
読
解
能
力
は
批
判
的
思
考
力
や
情
報
処
理
能

力
に
直
結
す
る
重
要
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。 

 

も
っ
と
も
、
本
教
材
案
は
ト
レ
ン
ド
の
教
育
法
と
軌
を
一
に
す
る

箇
所
を
持
つ
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
二
次
的
な
調
整
や
授
業
デ
ザ
イ
ン

の
結
果
で
あ
る
。
本
教
材
案
の
出
発
点
は
あ
く
ま
で
、
現
代
人
の
頭
で

生
き
て
い
る
学
習
者
に
古
典
の
特
質
を
示
し
た
い
、
古
典
の
特
質
を

考
察
し
て
ほ
し
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。 

教
科
教
育
法
で
は
、
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
問
題
、
ど
の
よ
う
に
学
ぶ

か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
指
導
要
領
が
掲
げ
る
資
質
・
能
力
の
問
題
が

複
雑
に
絡
み
合
う
。
こ
の
う
ち
、
何
を
学
ぶ
か
は
膨
大
な
作
品
群
の
探

査
と
吟
味
を
要
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
疎
か
に
す
れ
ば
国
語
教
育
は

先
細
り
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
稿
者
は
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
問
題
を
最

重
要
視
し
な
が
ら
、
今
後
も
新
奇
性
の
あ
る
教
材
開
発
を
目
指
す
。 

 

※
引
用
は
、『
〔
永
承
六
年
〕
夏 

六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
歌
合
』
は
「
平
安

朝
歌
合
大
成 

増
補
新
訂
」
に
、『
海
人
手
子
良
集
』
は
「
新
注
和
歌
文
学

叢
書
」
に
、
そ
れ
以
外
の
韻
文
作
品
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
、
『
土
佐

日
記
』
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
、
『
日
本
紀
略
』
は
「
新
訂

増
補
国
史
大
系
」
に
、『
芸
文
類
聚
』
は
中
文
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
に
、

『
全
唐
詩
』
は
中
華
書
局
出
版
、
一
九
六
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。
韻

文
作
品
は
適
宜
漢
字
を
あ
て
ル
ビ
を
振
っ
た
。 

 

注 ⑴
大
塚
誠
也
「
既
習
者
が
再
び
短
歌
と
出
会
う
と
き―

導
入
の
工
夫
と
実
作
の

手
引
き―

」（『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
三
七
集
、
二
〇
一
七
年
三

月
）。 

⑵
関
連
書
籍
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
例
え
ば
勝
又
基
編
『
古
典
は
本
当

に
必
要
な
の
か
、
否
定
論
者
と
議
論
し
て
本
気
で
考
え
て
み
た
。』（
文
学
通

信
、
二
〇
一
九
年
）
等
。 

⑶

h
ttp

s://w
w

w
.y

o
u
tu

b
e.co

m
/w

atch
?v

=
E

n
M

v
s4

A
Q

-ac

（
二
〇
二
二
年
一
一
月
三
日
現
在
視
聴
可
能
）
。 

⑷
梶
川
信
行
「
古
す
ぎ
る
教
科
書
の
万
葉
観
」（
梶
川
信
行
編

『
お
か
し
い
ぞ
！ 

国
語
教
科
書 

古
す
ぎ
る
万
葉
集
の

読
み
方
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
梶
川
信
行
・
野
口
恵
子
・
佐
藤
織

衣
・
鈴
木
雅
裕
・
佐
藤
愛
「
高
校
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
、
全
二
十
三
種

https://www.youtube.com/watch?v=EnMvs4AQ-ac
https://www.youtube.com/watch?v=EnMvs4AQ-ac
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を
徹
底
解
剖
」（
同
上
）
、
小
林
賢
太
「
教
科
書
の
和
歌
教
材―

〈
勅
撰
集
〉

と
〈
私
家
集
〉―

」（『
日
本
文
学
』
第
六
七
巻
第
五
号
、
二
〇
一
八
年
五
月
）、

大
石
真
由
香
「
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
和
歌
教
材
を
考
え
る
授
業
実

践―

定
訓
の
な
い
歌
を
教
科
書
に
載
せ
る
こ
と
に
つ
い
て―

」（『
岐
阜
聖
徳

学
園
大
学
紀
要
〈
教
育
学
部
編
〉』
第
六
〇
集
、
二
〇
二
一
年
二
月
）、
中
村

佳
文
「
う
た
を
重
ね
る―

和
歌
短
歌
・
和
漢
比
較
教
材
と
メ
デ
ィ
ア
文
化
」

（『
中
古
文
学
』
第
一
〇
七
号
、
二
〇
二
一
年
五
月
）。 

⑸
畑
綾
乃
・
小
松
俊
介
「
教
科
横
断
型
授
業
実
践
〈
美
術
科×

国
語
科
〉 

―

A
rt

と
言
葉―

」（
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
『
研
究
紀
要
』
第
六
三
巻
、
二

〇
二
二
年
三
月
）、
阿
久
津
慎
也
・
今
野
百
恵
「
生
徒
の
課
題
価
値
の
変
容
を

促
す
授
業
実
践
研
究―

異
教
科
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
の
可
能
性―

」

（『
宮
城
教
育
大
学
教
職
大
学
院
紀
要
』
第
三
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）
。 

⑹
中
川
一
史
・
小
林
祐
紀
・
兼
宗
進
・
佐
藤
幸
江
編
著
・
監
修
『
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
実
現
す
る
学
び
の
未
来 

S
T

E
(A

)M
教
育
を
始
め
る

前
に
［
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
実
践
10
］』（
翔
泳
社
、
二
〇
二
〇

年
）
等
。 

⑺
井
村
有
里
・
田
中
寛
子
「『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
み
る
十
種
雲
形

―

地
学
・
古
典
教
科
横
断
型
の
試
み―

」（
『
大
阪
教
育
大
学
紀
要 

総
合
教

育
科
学
』
第
七
〇
巻
、
二
〇
二
二
年
二
月
）、
井
村
有
里
・
西
村
聡
太
朗
・
田

中
寛
子
・
岡
本
義
雄
「『
源
氏
物
語
』「
野
分
」
の
台
風
分
析―

教
科
横
断
型

授
業
の
提
案―

」（
『
み
ん
な
の
地
学
』
第
三
号
、
二
〇
二
二
年
六
月
）、
峯
悦

子
・
下
村
香
菜
子
・
藤
井
佑
介
「
高
等
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
思
考
の
活
性

化
を
促
す
教
科
横
断
的
な
授
業
実
践
」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研

究
紀
要
』
第
二
一
号
、
二
〇
二
二
年
八
月
）
。 

⑻
小
町
谷
照
彦
校
注
『
拾
遺
和
歌
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
）、
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』

（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
の
石
川
泰
水
執
筆
「
底
」
項
。 

⑼
渡
辺
秀
夫
「
紀
貫
之
の
和
歌
と
漢
詩
材
」（『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
勉

誠
出
版
、
一
九
九
一
年
）。 

⑽
長
谷
部
剛
「
賈
島
「
棹
穿
波
底
月
、
船
壓
水
中
天
」
の
生
成
と
流
伝
に
つ
い

て
」（『
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
』
第
四
二
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）。 

⑾
神
田
龍
身
「『
貫
之
集
』―

は
じ
め
に
屏
風
歌
あ
り
」「『
土
佐
日
記
』―

言
葉

と
死
」（『
紀
貫
之
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。 

⑿
一
瀬
恵
理
「
『
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
八
月
十
六
日
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌

合
』
を
め
ぐ
る
一
考
察―

中
国
的
な
語
句
の
使
用
に
つ
い
て
」（
橘
の
会
『
小

論
』
第
九
号
、
一
九
九
一
年
三
月
）、
一
瀬
恵
理
「「
水
上
秋
月
」
題
歌
を
め

ぐ
っ
て―

詠
歌
の
場
と
し
て
の
『
貞
元
二
年
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌
合
』

―

」（
橘
の
会
『
小
論
』
第
一
〇
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）、
一
瀬
恵
理
「『
貞

元
二
年
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
栽
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て―

宴
中
和
歌
に
み
ら
れ

る
沈
倫
歌―

」（
橘
の
会
『
小
論
』
第
一
一
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）、
山
本

真
由
子
「
三
条
左
大
臣
殿
前
栽
歌
合
に
つ
い
て
」（『
平
安
朝
の
序
と
詩
歌―

宴
集
文
学
攷―

』
塙
書
房
、
二
〇
二
一
年
）。 

⒀
北
井
佑
実
子
「『
貫
之
集
』
解
釈
上
の
問
題
点―

素
寂
本
を
手
が
か
り
に―

」

（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
第
九
二
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。 

⒁
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成 

増
補
新
訂 

第
二
巻
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九

五
年
）
の
一
〇
四
五
～
一
〇
五
六
頁
。 
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⒂
鈴
木
宏
子
「〈
も
み
じ
と
錦
の
見
立
て
〉
の
周
辺―

和
歌
と
漢
詩
文
の
間―

」

（
犬
養
廉
編
『
古
典
和
歌
論
叢
』
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）、
鈴
木
宏
子

「『
古
今
集
』
に
お
け
る
〈
景
物
の
組
合
せ
〉―

花
を
隠
す
霞
・
紅
葉
を
染
め

る
露―

」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
六
六
巻
第
一
二
号
、
一
九
八
九
年
一
一
月
）。 

⒃
森
田
直
美
「「
黄
葉
」
と
「
紅
葉
」―

上
代
か
ら
平
安
へ
、
表
記
移
行
の
要
因

に
関
す
る
一
試
論―
」（
『
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
色
彩
表
現
の
研
究
』
風
間

書
房
、
二
〇
一
一
年
）
。 

⒄
例
え
ば
佐
々
木
基
成
「
図
像
を
用
い
た
解
釈
・
説
明
力
育
成
の
試
み―

石

田
徹
也
の
作
品
を
教
材
と
し
て
」
（『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
三

〇
集
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。 

⒅
長
谷
川
範
彰
「
「
我
が
恋
は
」
で
は
じ
ま
る
和
歌
と
そ
の
変
遷―

八
代
集
所

収
歌
を
中
心
に―

」（『
中
古
文
学
』
第
九
八
号
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
）。 

 

（
お
お
つ
か
・
せ
い
や 
本
学
准
教
授
） 


