
大
伴
家
持

の
歌

に

つ
い
て
の
覚

え
書

二

つ

の

様

式

美

の

展

開

ー

竹

原

崇

雄

教
室

の
窓
外

の
風
景
は
す
で
に
冬

の
季
節
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
内
で
行
な
わ
れ
て
い
る
授
業
も
叉
、
寒

々
と
し
た
冬
の
影

を
漂
わ

せ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
国
語
の
授
業
は
単

な
る
解
釈

で
終
わ

っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
を
通
し
て
、
民

族

の
精
神
を
、
美
的
感
応
性
を
、
現
代

に
生
き
る
人
間
の
問
題
を
、

尋
ね
な
け
れ
ば
意
味
が
な

い
は
ず
の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
画

一
化
さ
れ
た
形
式
に
縛
ら
れ
て
、
教
師
も
生
徒
も
自
己
の
文
学
的
創

造
性
を
内

に
秘
め
た
ま
ゝ
、
枯
渇
さ
せ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な

状
況
に
陥

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

夏
の
休

み
に
課
外
授
業
を
例
年
の
ご
と
く
行
な

っ
た
。
土
佐
、
蜻

蛉
、
万
葉

の
き
れ
は
し
に
形
式
的
な
注
釈
を
施
し
て
い
っ
た
。
正
確

に
口
語
訳
を
し
、
評
を
加
え
る
の
は
、
い
つ
も
な
が
ら
気
骨
の
折
れ

る
仕
事

で
は
あ

っ
た
。
そ
の
最
後
に
家
持
の
歌
が
あ

っ
た
。
学
生
時

代
に
読

ん
だ
時
も
い
い
歌
だ
な
と
思

っ
た
。
今
度
も
又
、
そ
の
人
を

感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え
た
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

に
、
以
前
の
メ
モ
を
た
よ
り
に
、
万
葉
の
歌
人
家
持

に
つ
い
て
、
私

の
創
造
的
解
釈
を
施
し
て
み
た
。

「
勝
手
な
解

釈
」
を
し
た
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
以
下
の
論
は
、
私
個
人

の
ノ
ー
ト
の
域
を
出
な
い
も

の
で
あ
る
。

一

現
在
ま
で
に
万
葉
の
歌
人
家
持
に
つ
い
て
は
、
多
方
面
か
ら
の
研

究
が
い
ろ
く

と
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歌
人
と
し
て
の
天
賦
の

素
質
、
直
覚
的
印
象
表
現
様
式
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
考
察
が
な

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
点

に
焦
点
を
あ
て
、
家

持

の
印
象
表
現
様
式
に
類
型
的
な
も

の
が
あ
る

こ
と
を
認
め
、
そ
の

展
開
の
姿
を
探

っ
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

人
生
経
験
を
積
ん
だ
場
合
に
お
い
て
の
対
象

に
対
す
る
直
観
の
働

き
は
、
若

い
時
代
の
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
深
さ
多
様
さ
と
い
う
点
で

比
す
べ
く
も
な
い
が
、
直
観
の
根
本
に
存
す
る
素
朴
な
美
的
認
識
の

-～-



様
式
性

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
同

一
主
体
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以

上
、
同

一
様
式
の
下
に
統

一
さ
れ
得
る
要
素
を
持

つ
も
の
と
思
わ
れ

る
。
幼

い
日
の
歌
に
完
成
期
の
歌
の
繭
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

る
。
家
持
と
い
う
歴
史
的
人
間
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
美
的
印

象
表
現

の
様
式
が
、
和
歌
と
い
う
形
の
中
で
ど
の
よ
う
な
形
で
具
象

化
さ
れ
、
人
生
の
様

々
な
事
象
の
中
で
ど
の
よ
う
な
推
移

の
形
を
辿

っ
た
か
、
歌
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
の

で
あ
る
。

二

振
仰
け
て
若
月
見
れ
ば

一
目
見
し
人
の
眉
引
お
も
ほ
ゆ
る
か
も

（巻
第
六
鰯
）

こ
れ

は
、
家
持
の
現
存
歌
の
中
で
は
、
最
も
若

い
時
分
に
詠
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
於
て
、
す
で
に
、
家
持
的
な
特
性
を

十
分
に
示
し
、
完
成
期
に
お
け
る
彼
の
作
を
暗
示
せ
し
め
る
も
の
が

あ
る
。

一
見

い
か
に
も
若

い
男
の
清
純
な
恋
の
想
を
感
性
的
に
表
現
し
て

い
る
よ
う

に
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
振
仰

い
で
若
月
を
眺
め
る
清
純
な
貴

公
子
の
姿
は

「
人
の
眉
引
お
も
ほ
ゆ
る
」
に
よ

っ
て
、
そ
の
清
ら
か

さ
が
半
減

せ
し
め
ら
れ
、

う

っ
積
し
た
感
情
の
流

れ
が

逆
流

し
て

「
若
月
」
に
帰

っ
て
行
く
。
静
的
な
清
純
さ
と
、
う

っ
積
し
た
妖
艶
さ

と
が
、
互

い
に
統

一
的
傾
向
を
有
す
る
基
盤
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も

融
合
統

一
の
境
地
に
至
り
得
な
く
、

「
若
月
」
の
領
分
と
、

「
お
も

ほ
ゆ
る
」
の
占
め
る
領
分
と
は
、
互
い
に
引
き
あ

い
な
が
ら
、
自
己

の
領
分
の
限
界
内
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

技
巧
的
に
は
未
完
成
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
の
歌
に
お
け
る
特

性
を
、
即
ち
、
細
か
く
澄
ん
だ
静
的
な
面
と
、
う

っ
積
し
た
、
や
り

ば
の
な
い
よ
う
な
精
神
状
態
で
妖
艶
な
美
し
さ
を
表
出
し
て
い
る
面

と
の
両
特
性
を
、
こ
の
歌
か
ら
抽
出
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

家
持

の
歌
の
形
成
過
程
は
、

こ
の
両
面
の
発
展
、
な
ら
び
に
交
渉
の

中
に
辿
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特
性
が
、
そ
の
当
初

よ
り
現
わ
れ
、
彼
の
歌
を
彼

の
歌
と
し
て
特
性
づ
け
る
も
の
と
な

っ

て
い
る
こ
と
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
歌
に
お
け
る
二
面
性
は
、

互
い
に
他
を
否
定
し

あ
う
と
い
う
よ
う
な
対
位
的
関
係
に
立

つ
も
の
で
は
な
く
、
統

一
へ

の
傾
向
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
両
老
が
分
離
的
位
置
を
占

め
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
さ
し
た
る
矛
盾
、
分
裂
を
示
す
こ

と
な
く
強
い
印
象
性
を
持

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
素
材
や
、
場
面
の

急
転
換
な
ど
に
ょ
る
両
特
性

の
分
離
は
、
分
離

し
て
い
る
が
故
に
、

却

っ
て
、
歌
の
内
部
に
お
け
る
情
調
の
揺
れ
を
自
由
に
し
、

一
定
の

枠

の
中
に
於
て
、
制
約
さ
れ
、
動
き
を
失
な

い
が
ち
の
和
歌
的
美
の

世
界
を
、
そ
の
枠
の
中
で
制
約
さ
せ
ぬ
自
由
を
与
え
つ
つ
、
形
象
化

し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
は
、
あ
く
ま
で
も
分
離

の
上
に
立

っ
た
自
由
さ
で
あ
り
、
統

一
の
上
に
あ
る
幅
広
い
天
地
に

遊
ぶ
自
由
さ
に
は
遙
か
に
及
ぶ
も
の
で
は
な

い
し
、
全
体
的
に
流
れ

る
よ
う
な
律
動
美
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
も
、
対
象
と
主
体
の
心
情
と

-1〕-



の
完
全
な
融
合
統

一
が
果
さ
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
因
る
も
の
で
あ

る
。

「
振
仰
け
て
若
月
見
れ
ば
」
と
い
う
気
負

っ
た
表
現
は
、
そ
の

純
粋
な
美
し
さ
を
次
の
句
の
中
に
ま
で
導
き
入
れ
る
こ
と
な
く
し
て

「
眉
引
」
と
い
う
言
葉
の
上
で
の
照
応
だ
け
に
終
り
、
「
一
目
見
し
」

「
人
の

眉
引
」

「
お
も

ほ
ゆ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、

律
動
美

の
な

い
堅
い
語
感

に
妨
げ
ら
れ
て
、
意
味
の
上
で
は
無
理
に
連
続

へ
の
意

志
を
持
ち

つ
つ
も
、
結
局
全
体
と
し
て
は
不
統

一
の
ま
ま
放
置
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
若

い
歌
は
、若
い
歌
な
り
に
、そ
の
技
巧
の
未
熟

ヒ
ト

ヒ
ト

さ

を
.露

呈

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

（
コ

L

「
人
」
と

い
う
音

の
流
れ

も

滞

り
が

ち
で
あ
る
。

）

彼

の
歌

に
お
け
る

一
つ
の
特
性
で
あ
る
艶
麗
さ
、
こ
れ
は
輝
く
よ

う
な
美
し
さ
を
示
す
も

の
で
は
な
く
、
深
く
対
象
に
沈
潜
せ
し
め
た

主
体
感
情
を
ゆ
る
や
か
な
流
れ
で
放
出
し
な
が
ら
、
そ
の
中

へ
自
己

の
す
べ

て
を
投
入
し
て
ゆ
く
、

内
面
的
に

重
く
沈
む
美

し
さ
で
あ

る
。
従

っ
て
、
彼
の
叙
景
歌
は
純
粋
な
景
物
の
み
を
絵
画
的

に
描
写

し
た
も

の
も
あ
る
が
、
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
、
主
情

の
投
影
が
見

ら
れ
る
場
合
が
多

い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
静
的
な
、
細
か
な
感
情
の

流
れ
を
背
後
に
持

つ
、う
ら
枯
れ
た
、
わ
び
し
い
狐
独
感
は
、
清
純
な

美
を
把
握
し
た
他
の

一
つ
の
特
性
か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
更

に
自
己
省
察
の
目
を
深
く
さ
せ
、
細
く
鋭
く
、
魂

に
切
り

込
ん
で
行
き

つ
つ
自
己
否
定
の
傾
向
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
世
を
憂
し
と
は
思
い
つ
つ
も
、
自
ら
へ
の
愛
惜

の
念

に
悲
し
む
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
姿
勢
か
ら
流

れ
出
る
美
の
様
式
は
、
他
の

一

美
の
様
式
に
そ
の
影
を
落
し
、

構
築
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三

つ
の
特
性
で
あ

る
深
く
重
い
艶
麗
な

互
に
交
錯
し
つ
つ
調
和
美

の
世
界
を

雨
隠
り
情

い
ぶ
せ
み
出
で
見
れ
ば
春
日
の
山
は
色
づ
き
に
け
り

 

（八

・
56
）

ひ
さ
か
た
の
雨
の
降
る
日
を
た
だ
独
り
山
辺
に
居
れ
ば
い
ぶ
せ

 

か
り
け
り

（四

・
6
）
7

自
己
の
内
面
で
奥
悩
し
、
流
出
口
を
見
出
せ
な
い
熱

っ
ぽ
い
感
情

が
、
紅
葉
し
た
春
日
の
山
と
い
う
対
象
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。
紅

葉
し
た
春
日
の
山
が
美
し
い
と
か
、
そ
れ
に
よ

っ
て
晴
れ
晴
れ
す
る

と
か
い
う
の
で
は
な
い
。
散
文
の
論
理
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
詩
の
世

界
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
の
上
に
立
脚

し
な
が
ら
、
そ
れ
を

超
え
た
情
調
で
も

っ
て
、
こ
の
歌
は
統

一
さ
れ
、
象
徴

へ
の
能
動
的

契
機
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
、
二
句
に
お
け
る
主
体
感
情
の
内
面
の
色
あ

い
は
、
四
、
五
句

に
お
け
る
現
実
の
外
面
の
色
彩
描
写
に
よ

っ
て
妖
艶
さ
を
更
に
深
化

さ
せ
、

「
い
ぶ
せ
」
き
感
情
は
、
色
づ
い
た
春

日
の
山
に
対
す
る
静

か
な
叙
情
の
流
れ
と
な

っ
て
詠
嘆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
感

情

の
表
出
は
な
い
。
又
、
春
日
の
山
も
強
く
己
れ
を
主
張
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
暗
い
世
界
か
ら
薄
明
の
世
界

へ
と
志
向
し
つ
つ
、

ほ
の
か
な
明
か
る
さ
を
認
識
し
て
再
び
内
面
の
暗
い
世
界

へ
と
帰

っ

=

-～



て
行
き
、
春
日
の
山
は
静
か
に
い
ぶ
せ
き
感
情

の
中

へ
消
え
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
妖
艶
さ
に
よ

っ
て
裏
う
ち
さ
れ
た
家
持
独
特
の
情
調

美
は
、
し
ば
く

夢
を
媒
介
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

思
は
ぬ
に
妹
が
笑
ひ
を
夢
に
み
て
情
の
う
ち
に
燃
え

つ
つ
ぞ
居

る

（川
「
●
18

-

7ー）

葉
根
纏
今
為
る
妹
を
夢
に
見
て
情

の
う
ち
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も

（四
●
05

;

7「）

こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
は
、
夢
は
妹
と
関
係
し
そ
れ
に
よ

っ
て
恋

情
が
更
に
激
し
く
か
き
た
て
ら
れ
て
い
く
。
夢
と
そ
の
中
に
浮
か
ぶ

妹
と
、
そ
れ
に
対
す
る
恋
情
の
交
錯
か
ら
に
お
い
出
す
な
ま
め
い
た

美
し
さ
は
、

思
慕
の
対
象
が
夢
を
媒
介

と
し
て
い
る
だ
け
に
、

末

句
に
内
面
の
激
し
い
動
き
を
表
現
す
る
句
を
置
い
て
い
る
の
と
相
俊

っ
て

、
ゆ

ら
く

と
幻

影

の
ご

と

く

空

間

に
広

が

っ
て

い
く

。

若

月

の
中
に
ほ
の
か
に
恋
人
を
見
た
清
純
な
貴
公
子

の
眼
は
、
か
き
た
て

ら
れ
た
恋
情
の
炎
の
中
に
視
力
を
失
な

っ
て
、
想
念

の
世
界
の
夢
と

化
し
て
い

っ
た
。
家
持
の
圧
縮
せ
ら
れ
た
情
念
が
、
夢
を
媒
介
と
し

て
対
象
の
中

へ
流
露
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
雨
隠
り
情
い
ぶ
せ
み
」
の
歌
に
於
て
は
、
何
か
判
断

の
つ
か
ぬ

も
や
2氏

と
し
た
感
情
が
、突
出

口
を
見
出
し
得
ず
に
、ゆ
る
や
か
に

渦
を
巻
き

つ
つ
、
鈍
く
重
く
内
面
の
世
界

へ
沈
む
情
調
を
示
し
て
い

る
の
で
あ

る
が
、

妹
の
に
こ
や
か
な

笑
み
を
夢
に

見
た
こ
の
歌
は

「
雨
隠
り
」
の
歌
か
ら
暗
示
せ
ら
れ
る
鈍
く
重

い
量
感
を
基
底
に
包
含

し
な
が
ら
も
、
そ
の
重
さ
で
も

っ
て
沈
黙
の
世
界
に
沈
潜
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
く
、
夢
に
よ

っ
て
か
き
た
て
ら
れ
た
情
念
が
、
静
か
ら

動

へ
と
激
し
い
息
づ
き
の
下
に
、
な
ま
め
か
し

い
色
彩
感
覚
を
触
発

し
つ
つ
、
情

の
う
ち
で

「
燃
え

つ
つ
」

「
恋
ひ
わ
た
」

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
変
化
が
な
く
、
又
余
裕
が
な
い
。

す
べ
て
が

一
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
色
調
で
覆
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
、
家
持
の
感
情
を
的
確
に
表
現
し
得
て
、
全
体
を
柔
ら
か
な
韻
律

が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
家
持
の
作
歌
過
程
に
お

け
る

一
つ
の
到
達
点
を
示
し
得

て
い
る
と

言

っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ

う
。

「
人
の
眉
引
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
」
に
よ

っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
た

彼

の
特
性
の

一
面
で
あ
る
艶
麗
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
ま
で
成
長

し
、
結
実
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
艶
麗
な
美
の
表
現
様
式
を
更
に
発
展
さ
せ
、
そ
の
極

に
ま
で
展
開
し
得
た
と
こ
ろ
で
、
詠
者
家
持
の
主
体
の
感
情
を
除
去

し
、
絵
画
の
様
に
額
縁
に
は
ま

っ
た
美
し
さ
を
形
象
化
せ
し
め
て
い

る
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。

を
と

春
の
苑
く
れ
な
ゐ
に
ほ
ふ
桃
の
花
し
た
照

る
道
に
出
で
立

つ
娠

め

 
 

嬬

（+九
・
13
）
 

こ
こ
に
於
て
は
、
詠
者
は
単
な
る

一
個

の
傍

観
者
と
し
て
存
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
春
の
苑
」
と
体
言
で
初

五
文
字
の
世
界
を
ま

と
め
あ
げ
、
そ
れ
に
助
詞
の
類
を
接
続
さ
せ
て
下
と
の
連
結
関
係
を

保

つ
と
い
う
の
で
は
な
く
、

一
首
全
体
の
構
造

の
上
に
春
の
苑
の
美

し
く
柔
ら
か
な
雰
囲
気
を
投
げ
か
け
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で



あ

っ
た
。
更
に
、
こ
の

「
春
の
苑
」
は

「
城
嬬
」
と
い
う
よ
う
な
特

殊
な
用
語

に
よ
る
体
言
止
め
の
表
現
と
呼
応
し
て
、
美
麗
な
枠
を
構

成
す
る
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
全
く
無
駄
の
な
い
作
と
言

っ
て
よ
か

ろ
う
。
美
な
ら
ざ
る
も
の
は
す
べ
て
除
去
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
成
立

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

一
幅
の
絵
の
文
字
化
だ
と
言

っ
て
も
差
し

支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
只
、
春
と
い
う
雰
囲
気
の
醸
し
出
す
や
ら
わ

ら
か
な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
が
、
そ
れ
は
春

の
う
ら
ら
か
な
陽
光
の

音
、

「
く
れ
な
ゐ
」
に

「
に
ほ
ふ
」
て
い
る
桃
の
花
か
ら
流
れ
出
る

音
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
リ
ズ
ム
感
を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
れ
だ
け
に
却

っ
て
、
美
が
叙
情
と
し
て
流
れ
去
る
こ
と
な
く

両
端
に
美
し
い
語
感

の
体
言
を
置
き
、
中
心
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
に

「
桃
の
花
」
を
位
置
せ
し
め
て
、
や
や
も
す
れ
ば
流
れ
去
ら
む
と
す

る
陽
光

の
美
し
さ
を
う
け
と
め
さ
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、ど
こ
か
ら
と

も
な
く
、
全
体
的
な
雰
囲
気
と
し
て
春
が
漂

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
ど
こ
に
も
う

っ
積
し
た
や
る
せ
な
い
感
情
の
影
は
な
く

艶
麗
な
る
も
の
の
粋
を
集
結
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
歌
と
思

わ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
家
持
の
特
性
の

一
面
を
十
分
に
示
し

得
た
歌
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

四

今

一
方
、
家
持
の
他
の
特
性
の
一
た
る
清
純
な
面
に
お
け
る
美
の

把
握
は
、
そ
の
境
遇
の
影
響
を
強
く
受
け
、
後
に
な
る
に
従

っ
て
、

清
純
な
も

の
か
ら
主
体
感
情
に
色
濃
く
染
ま

っ
た
哀
愁
を
帯
び
た
も

の
へ
と
変
容
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
家
持
の
越
中
守
の
任

を
契
機
と
し
て
、
艶
麗
な
歌
が
そ
れ
以
前
に
比
し
て
減
少
し
で
い
る

こ
と
と
も
深
い
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
る
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

振
仰

い
で
若
月
を
眺
め
た
夢
多
き
多
感
な
貴

公
子
の
感
受
性
は
、

そ
の
心
の
琴
線
で
秋
風
の
音
に
亡
妻
を
偲
ぶ
歌
を
奏
で
さ
せ
る
の
に

十
分
で
あ

っ
た
。

今
よ
り
は
秋
風
寒
く
吹
き
な
む
を
い
か
に
か
独
り
長
き
夜
を
宿

む

（四
・
靭
）

秋
風
の
寒
さ
は
、
心
の
寒
さ
で
あ
る
。
独
り
居
の
寂
し
さ
の
み
を

か
こ
っ
て
い
る
の
み
で
は
な
い
。
妻
を
失

っ
た
後
の
孤
独
の
さ
び
し

さ
と
共
に
、
そ
の
さ
び
し
さ
を
亡
き
妻
に
訴
え

よ
う
と
し
つ
つ
、
そ

の
甲
斐
の
な
い
こ
と
を

自
ら
の
胸
に

言
い
き
か
せ
て
い

る
歌
で
あ

る
。
遠
く
き

こ
え
て
く
る
秋
風
の
灰
色
の
音

の
中

に
、
す
べ
て
の
も

の
が
消
え
て
い
く
よ
う
な
、
心
の
余
韻
を
含
ま

せ
た
歌
で
あ
る
。
初

期
の
清
澄
さ
が
、
妻
の
死
と
い
う
環
境
の
変
化
を
契
機
と
し
て
深
化

し
、
哀
愁
の
美
を
構
成
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
う

つ
せ
み

の
代
は
常
な
し
」
と
知

っ
て
い
て
も
、
そ
の
常

無
き
こ
と
が
現
実
と

な

っ
て
は

「
世
間
し
常
斯
く
の
み
と
か
つ
知
れ
ど
痛
き
情
は
忍
び
か

ね
つ
も
」

（三
窺

）

と
な
る
の
が
真

情
と
い

う
も
の
で

は
な
い

か
。
亡
妻
を
傷
む
彼

の
歌
の
形
式
基
盤
は
、

主
体
の
空
虚

感
で
あ

る
。
吹
き
来
る
で
あ
ろ
う
秋
風
も
空
で
あ
り
、

一
人
長
き
夜
を
明
か

す
家
持
の
心
も
又
空
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
を
薄
鈍
色
の

「
さ

ー3ー



び
し
さ
」
が

一
本
の
線
と
し
て
貫
通
し
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
互
い

に
空
感
は
交
流
し
あ
う
。
静
か
な
語
調
の
中
を
主
体
の
虚
し
い
情
が

流
れ
、
細

々
と
余
韻
を
引
き
な
が
ら
、
主
体
の
胸
底
深
く
沈
ん
で
ゆ

く
oこ

の
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
他
の

一
つ
の
特
性

で
あ
る
艶
麗
な
る
も
の
が
影
を
落
し
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が

こ
の
心
情

の
流
れ
が
止
ま

っ
て
胸
の
中
で
渦
を
巻
く
様
に
な

っ
て
く

る
と
、
う

っ
積
し
た
感
情
と
な
り
、
他
の
面
の
特
性
が
具
象
化
さ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
家
持
に
お
け
る
二
つ
の
特
性
は
、
容

易
に
、
心
の
琴
線
の
振
れ
如
何
に
よ

っ
て
、
そ
の
現
わ
れ
方
を
異
に

す
る
わ
け

で
あ
る
。

ぬ
ば

た
ま
の
月
に
向
ひ
て
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
音
は
る
け
し
里
遠

 

み
か

も

（十
七

・
98
）
ヨ

上
の
句
ま
で
の
描
写
は
絵
画
的
な
姿
を
示
し
、
闇

の
中

に
ぼ

ん
や

り
と
浮
か
ぶ
月

の

一
点
に
む
か

っ
た
姿
勢
を
と

っ
て
い
る

ほ
と
と

ぎ
す
の
静

か
な
姿
が
、
主
観
句
の
な
い
構
成
の
中

に
く

っ
き
り
と
描

か
れ
、
そ

の
静
寂

の
境
地
か
ら
、
ゆ
る
や
か
に
「
鳴
く
音
は
る
け
し
」

と
、

ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声

を
歌
い
上
げ
る
と
共
に
、

そ
の
声
を

追

い
な
が

ら
主
観
を
投
入
し
て
ゆ
く
主
客
融
合
の
場
を
設
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
句

に
お
い
て
は
、
客
体
は
聴
覚
の
上

で
の
幻
影
と
し
て
は
存
し
つ
つ
も
、
殆
ん
ど
主
体
の
叙
情
の
流
れ
の

中

に
埋
没

せ
し
め
ら
れ
て
、
そ
の
姿
を
止
め
て
い
な
い
。
只
、
詠
嘆

が
、
前
句

の

「
は
る
け
し
」

の
語
感
の
潮
流
の
中
を
漂
い
、

更
に

「
遠
み
」
と
い
う
よ
う
な
、
主
体
の
全
て
を
投
入
し
た
主
観
句
に
よ

っ

て
構
成
せ
ら
れ
た
世
界
を
、細
い
ゆ
る
や
か
な
線
と
な

っ
て
通
過
し
、

上
の
句
に
よ

っ
て
設
定

せ
ら

れ
た
静
寂
の
境

に
流
れ
入
る

の
で
あ

る
。
客
観
的
な
場
の
設
定
か
ら
、
主
客
混
成
の
境

へ
と
入
り
、
更
に

客
体
を
離
れ
た
主
情

の
描
出
と
な

っ
て
流
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
分
析

の
結
果
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
相
互
の
全

体
的
な
連
関
の
中
か
ら
は
、
散
文
的
論
理
の
世

界
か
ら
、
詩
的
論
理

の
世
界

へ
と
飛
躍
せ
し
め
よ
う
と
い
う
よ
う
な
試
み
が
、
わ
ず
か
な

が
ら
、
家
持
の
創
作
意
識
の
中
に
働
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
め

る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
初
期
万
葉

の
素
朴
、
雄
大
、
即
物

的
な
物
語
性
は
消
失
し
、
細
く
寂
し
い
短
歌
的

叙
情
に
よ

っ
て
支
え

ら
れ
た
歌
境
で
あ
る
。
新
古
今
的
な
非
現
実
的
象
徴
で
は
な
く
、
万

葉
の
伝
統
的
基
盤
の
上
に
立

っ
た
自
己
に
忠
実

な
詩
精
神
か
ら
発
す

る
象
徴

へ
の
志
向
を
、
こ
の
家

持
に
認
め
た

い

気
が
す
る

の
で
あ

る
。こ

の
よ
う

に
、
あ
の
初
期
の
清
純
な
美
し
さ
を
内
包
し
た
彼
の
歌

境
は
、次
第
に
深
み
を
帯
び
て
来
、越
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
そ
の
地

へ
赴

く
と
と
も
に
、
更
に
そ
の
特
性
を
発
揮
し
、
万
葉
集
中
に
於
て
も
、

独
自
の
歌
境
を
展
開
す
る
に
至
る
。

こ
の
こ
と

は
、他
の

一
つ
の
而
、

即
ち
、艶
麗
な
る
も
の
に
支
え
ら
れ
た

「
春
の
苑
紅
に
ほ
ふ
」
の
歌
に

つ
い
て
も
言
い
得
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
更
に
も
ま
し
て
、
対

象

の
中

へ
悲
し
み
の
孤
独
な
自
己
を
沈
潜
せ
し

め
て
、
自
ら
の
運
命

を
見
つ
め
る
よ
う
な
態
度
の
中
で
詠
出
さ
れ
た
も
の
に
は
強
く
感
ぜ

44
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ら
れ
る

の
で
あ
る
。
万
葉
人
に
は
珍
ら
し
い
細
か
な
叙
情
的
精
神
を

身
に
つ
け
た
新
し
い
個
性
を
、
万
葉
の
風
土
の
中
に
置

い
て
、
万
葉

人
た
り
得

よ
う
と
す
る
無
意
識
の
働
き
が
、
歌
の
内
面
か
ら
悲
哀
と

な

っ
て
に
じ
み
出
て
、
美
し
い
調
べ
を
奏
で
る
の
で
あ
る

春
ま
け
て
物
か
な
し
き
に
さ
夜
更
け
て
羽
ぶ
き
鳴
く
鴫
誰
が
田

に
か
住
む

（十
九

.
14
）
4

歌
の
世
界
は
狭
く
細
い
。
詠
者
の
客
観
的
立
場
は
全
く
な
く
、
主

観
が
す

べ
て
を
律
し
、

「
羽
ぶ
き
鳴
く
鴫
」
も
己
の
悲
し
み
の
中
で

把
え
る
。
鴫
の
声
に
対
す
る
主
観
の
在
り
方
は
、
前
に
挙
げ
た

「
ぬ

ば
た
ま

の
」
の
歌
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
対
象
を
客
体
と
し
て

一
応
定
位
さ
せ
る
か
否
か
が
、
こ
の
歌
と
前
に
挙
げ
た
歌
と
の
分
岐

点
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
鴫
の
声
を
た
の
し
む
と

い
う
よ
う
な
余
裕
は
全
く
な
い
。
鴫
も
詠
者
も
分
離
し
得
る
も
の
で

は
な
く
、
鴫
の
声
、
即
詠
者
の
声
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
◎

五

 
の

家
持

に
と

っ
て
、
越
中
と
い
う
新
し
い
環
境
が
「
重
圧

で
あ

っ
た
」

か
、

コ
尽
外
の
山
水
に
自
適
し
て
心
お
だ
や
か
に
身
は
ゆ
た
か
に
世

な
ゆ

塵
の
煩
累

に
遠
ざ
か
っ
て
い
た
」
か
、
推
測
し
得
べ
く
も
な
い
が
、

こ
の
風
土

の
中
で
詠
ま
れ
た
歌
が
、
清
純
さ
と
艶
麗
さ
と
の
両
特
性

を
十
分

に
発
揮
せ
し
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
よ

っ
て
み
れ
ば
、
作

歌
に
専
念
し
得
て
、
そ
の
歌
境
を
大
き
く
開
拓
し
得
た
と
は
言
い
得

よ
う
。

大
伴
氏
の
族
長
と
し
て
、
苦
難
の
淵
に
立
た
せ
ら
れ
た
家
持
と
て

も
、
常
に

一
族
の
運
命
を
思

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
都
を
離
れ
て

は
、
自
然
の
山
野
水
辺
の
美
景
の
中
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
さ
び
し
さ
に

「京

の
て
ぶ
り
」

「
京
の
大
路
」
を
念

頭
に
置
き
な

つ
か
し
む

こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
家
持
の
後
半
生

を
す
べ
て
苦
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
現
実
の
苦
悩
か
ら
身
を

避
け
よ
う
と
敢
て
し
た
と
も
思
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
堅
香
子
の

花
に
情
を
か
け
、
妹
を
偲
ぶ
時

の
家
持

の
心
情

に
は
、
族
長
と
し
て

の
意
識
が
影
を
お
と
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
精

神
の
基
底
に
、
日
常
の
生
活
体
験
が
影
を
投
げ

か
け
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
、
は

っ
き
り
と
自
己
の
置
か
れ
た
危
機
を
意

識
し
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
、
漠
然
と
し
た
色
あ
い
で
心
の
表
面

を
染
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
堅
香
子
の
花
は
や
は
り
家
持
に
と

っ

て
自
然
の
存
在
以
外
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
家
持

も
、
現
実
と
直
面
す
る
時
、
族
長
と
し
て
の
自
己
を
強
く
意
識
し
、

そ
れ
を
う
た
い
あ
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
は

族
長
と
し
て
の
自
己
を
全
う
せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
所

詮
は
、
都
に
育
ち
、
三
日
月
に
思
う
人
の
眉
を
な

つ
か
し
む
清
純
な

貴
公
子
と
し
て
の
素
質
し
か
な
か

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
こ
に
、彼
の

「
ま
す
ら
を
」
の
意
識
を
把
握

し
て
お
き
た
い
。

一

般
に

「
ま
す
ら
を
」
と
は
、

「益
荒
男
」

「
優

る
男
」
「
ま
さ
り
男
」

註
（
3
）

と
さ
れ
て
い
る
が
、

理
想
的

男
性
像

を
表
現

す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「
ま
す
ら
を
」

の
意
識
を
、

家
持
が

-10-



ら

「
族
に
喩
す
歌
」

（十
九

.46
）
4

に
お
い
て
大
き
く
振
り
か
ざ
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
憧
れ

の
対
象
と
し
て
の
理
想
像
た
る
べ
き

「
ま
す
ら
を
」
は
、

す

で
に
家
持
自
身
を
示
す
言
葉
で
は
な
か

っ
た
。
彼
は
、
そ
の
逃
れ

ゆ
く
理
想
像
を
虚
し
く
追
い
求
め
る
弱
々
し
き
歌
人
で
し
か
な
か

っ

た
の
で
あ
る
。

「
政
治
史
よ
り
彼
を
見
れ
ば
、
彼
の
力
は
、
次
第
に

註
（
4
）

う
す
れ
行
く
も
の
ゝ
光
で
あ
る
。
」

政
治
的

に
身
を
処
し
て
い
く
手
腕
を
持
た
な
か

っ
た
が
故
に
、
彼

の
未
路
は
悲
劇
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
族
長
と
し
て
立

っ
て
行
く
自

信

の
な
い
彼

の
上
に
、
そ
の
重
荷
が
、
否
応
な
し
に
の
し
か
か

っ
て

来
た
時
、

「
ま
す
ら
を
」
の
意
識
を
振
り
起
し
は
す
る
も
の
の
、
未

期
的
苦
悩
を
背
負

っ
た
万
葉
の
歌
人
は
、
万
葉
の
風
土
に
誕
生
し
た

「
ま
す
ら
を
」
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。
声
を
大
に
し
て
叫
べ
ば
叫

ぶ
程
、
理
想
像
は
遠
く
、
声
は
虚
空
を
さ
迷
う
の
で
あ
る
。

「
劔
大

 

刃
」

（+
九
・
46
）、
家
持
に
と

っ
て
、
何
と
そ
ぐ
わ
な
い
言
葉
で
は

4

な
い
か
。

か
く
し

て
、
家
持
自
ら
、
自
己
の
世
の
中
に
対
す
る
在
り
方
を
否

定
的
な
方
向
に
於
て
把
握
す
る
に
至
る
と
、
族
長
と
し
て
の
己
れ
を

捨
て
、
狭

い
、
し
か
し
、
そ
こ
だ
け
に
の
み
許
ざ
れ
た
自
由
の
あ
る

自
己
の
内
面
の
世
界
に
入

っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
こ
に

の
み
し
か
、
安
住
の
地
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

こ
に
も
安
ら
ぎ
は
な
か
っ
た
。
三
日
月
の
影
に
思
う
人
を
偲
ん
だ
清

純
な
直
観

は
な
か

っ
た
。
若
月
は
あ

っ
て
も
、思
う
人
は
い
て
も
、そ

れ
を

淡
い
色
彩
の
中

で

憧
憬

す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
唯

一
の
安
住
の
地
と
み
る
自
己
の
内
的
世

界
が
、
す
で
に
安
住

の
地
た
り
得
な
い
こ
と
を
認
め
た
時
、
心
の
暗

い
陰
は
、
さ
び
し
い

諦
念
の
境
地
を
志
向
す
る
の
で
あ

っ
た
。

「
煩
悶
の
中
に
あ
る
う
ち

は
、
ま
だ
迷
で
あ
る
が
、
こ
の
瞬
間
を

一
歩
通
過
す
れ
ば
、
そ
こ
は

群
（
5
）

已
に
芸
術
で
は
な
く
て
、
信
仰
の
世
界
に
な
る
」
と
久
米
常
民
氏
は

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
心
の
世
界
に
お
い
て
、
家
持
の
歌

の
二

つ
の
特
性
は

一
体
に
融
合
し
て
昇
華
す
る
の
で
あ
る
。

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
が
な
し
こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す

ロ

鳴
く
も

（+
九
.
29
）
4

わ
が
宿
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き

こ
の
夕
か
も

（十
九

・
29
）
 

う
ら
く

に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
悲
し
も
独
り
し
お

 

も

へ
ば

（十
九

.
29
）
 

こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
評
価
が
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
家
持

の
到
達
し
た
最
高
の
作
品
で
あ
る
と
共
に
、
万

葉
集
の
至
り
得
た
境
地
で
も
あ
る
。

こ
の
完
成

さ
れ
た
歌
を
こ
ま
か

に
分
析
す
る
こ
と
は
私

に
は
出
来
な
い
が
、
た
だ
、

こ
こ
に
は
、
彼

の
歌
の
二
大
特
性
で
あ
る
、
清
純
な
る
も
の
と
艶
な
る
も
の
、
繊
細

な
る
も
の
と
優
美
な
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
完
全
な
統

一
が
果
さ
れ
、

彼

の
和
歌
の
歴
史
を
貫
い
て
流
れ
て
き
た
こ
の
両
者

の
交
流
が
、
こ

こ
に
完
成
形
態
と
し
て
そ
の
美
し
い
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
言
え
よ
う
。
艶
な
る
も
の
、
優
美
な
る
も
の
を
内
に
秘

め
つ
つ
、

1）



う
ら
枯
れ
た
純
粋
な
淡
い
わ
び
し
さ
を
も

っ
て
そ
れ
を
内
包
し
、
か

す
か
な
心

の
陰
影
を
自
然
の
ゆ
ら
ぎ
の
中
に
具
象
化
せ
し
め
た
も
の

で
あ

っ
た
。
岡
崎
義
恵
氏
は

「
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
自
然
も
単
に
描

写
叙
述

せ
ら
れ
た
る
認
識
的
物
件
で
は
な
く
、
暗
示
の
力
を
有
す
る

も
の
で
あ

る
。
鶯
の
な
く
声
、
竹
を
吹
く
風
の
音
は
音
知
覚
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
知
覚
以
上
の
精
神
情
態
を
象
徴
し
て
い
る
。
霞
た
な
び

く
夕
か
げ
、
夕
の
宿
の
群
竹
も
亦
自
然
の
姿
で
あ

っ
て
、
同
時
に
心

註
（
6
）

の
面
影
を
宿
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら

の
歌
は
象
徴
の
域
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
象
微
美
は
、
新
古
今
的
な
絶
望
の
暗

闇

に
漂
う

よ
う
な
幽
か
な
も
の
で
は
な
く
、
万
葉
時
代
に
生
き
た

一

人
の
男
が
、
流
転
し
て
ゆ
く
歴
史
の
渦
中
に
身
を
お
い
て
、
そ
の
生

の
深
み
か
ら
、
愛
す
べ
き
己
の
孤
独
な
姿
を
、
い
と
お
し
く
見
た
時

に
発
せ
ら
れ
た
心
の
声
が
、
万
葉
の
風
土
と

日
体
化
し
た
と
こ
ろ
に

形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

六

久
松
潜

一
博
士
は

「
彼
の
感
傷
的
な
心
持
は
、
す
べ
て
の
も
の
に

註
（
7
）

対
す
る
愛
と
な

っ
て
現
れ
た
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
大
伴
家
持

は
、
確

か
に
、
心
の
優
し
い
人
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。
彼
の
歌
か

ら
に
じ

み
出
て
く
る
浪
漫
性
は
、
そ
の
人
柄
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
家
持
に
血
を
分
け
た
旅
人
も
、
古
代

豪
族
の
面
影
を
と
ど
め
て
は
い
た
が
、
酒
に
そ
の
寂
し
さ
を
紛
ら
わ

せ
る
よ
う
な
、
心
の
優
し
い
人
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
以
通

っ
た
大
伴
の
父
子
を
、
万
葉

の
風
土
は
、
ど

の
よ
う
な
香
り
で
包
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
旅
人
か
ら
家
持

へ

の
歌
の
系
譜
は
、
こ
の
雄
大
な
歴
史
的
風
土
の
解
明
の
中
に
辿
ら
れ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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