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早
大
藏
『「
撫
子
の
」
百
韻
』
訳
注
（
二
）

伊 

藤 

伸 

江
・
奥 

田 

　 

勲

　
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
伊
地
知
鐵
男
文
庫
蔵
『
集
連
』
内
に
、
細
川
勝
元
が
発
句
を
詠
ん
だ
『「
撫
子
の
」
百
韻
』
が
収
録
さ
れ
て

て
い
る
。
こ
の
百
韻
は
、
張
行
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
、
専
順
、
心
敬
、
行
助
、
宗
祇
、
宗
怡
ら
連
歌
師
が
参
加
し
、
細
川
勝
元
と
そ
の

家
臣
た
ち
が
張
行
し
た
百
韻
で
、
多
く
の
連
衆
が
『
熊
野
千
句
』
の
連
衆
と
重
な
る
。
心
敬
が
在
京
時
に
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
細
川
右

京
兆
家
と
そ
の
家
臣
が
連
衆
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
文
化
圏
と
心
敬
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
重
要
な
百
韻
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伊

藤
と
奥
田
は
、
心
敬
の
連
歌
作
品
の
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、『「
撫
子
の
」
百
韻
』
の
表
現
分
析
が
非
常
に
有
用
で
あ
る
と
判
断
し
、

こ
の
百
韻
の
注
釈
作
業
を
共
同
で
行
い
、
発
表
を
な
す
こ
と
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
訳
注
及
び
翻
刻
、
解
説
は
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

「
中
世
歌
学
の
享
受
か
ら
見
た
心
敬
の
文
学
作
品
の
創
造
と
新
撰
菟
玖
波
文
学
圏
へ
の
影
響
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
伊
藤
、
研
究

分
担
者
奥
田
）
の
成
果
で
あ
る
。
注
釈
等
の
執
筆
に
関
し
て
は
、
伊
藤
が
下
原
稿
を
作
成
し
、
奥
田
と
の
メ
ー
ル
会
議
及
び
複
数
回
の
対

面
会
議
で
意
見
交
換
、
討
議
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
完
成
原
稿
に
ま
と
め
た
。

早
大
蔵
『「
撫
子
の
」
百
韻
』
訳
注
（
二
） 

【
凡
例
】

一
、
底
本
は
早
大
図
書
館
伊
地
知
鐵
男
文
庫
蔵
『
集
連
』
内
に
存
す
る
某
年
月
日
張
行
の
賦
初
何
百
韻
（『「
撫
子
の
」
百
韻
』）
で
あ
る
。



（ 　 ）

愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第14号（2013）

七
八

47

該
本
は
、
他
に
伝
本
を
聞
か
な
い
い
わ
ゆ
る
孤
本
で
あ
る
た
め
対
校
本
は
な
い
。

一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
あ
ら
た
め
て
清
濁
を
付
し
た
。
翻
字
本
文
は
百
韻
と

し
て
示
し
て
あ
る
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送
り
仮

名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難

読
語
句
に
は
、
校
注
者
が
括
弧
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開
い
て
い
る
。
校
注
者
に
よ
る
改
訂
部
分
の
う
ち
、

特
記
す
べ
き
も
の
は
、
注
釈
内
に
付
記
し
た
が
、
底
本
は
虫
損
に
よ
っ
て
、
欠
字
及
び
判
読
し
が
た
い
部
分
が
若
干
存
す
る
た
め
、

本
文
を
推
定
の
上
考
察
し
た
句
が
存
す
る
。

一
、
各
句
に
は
、
折
の
表
示
と
そ
の
折
内
の
番
号
、
百
韻
全
体
の
通
し
番
号
を
頭
に
示
し
、
前
句
を
添
え
た
。

一
、
語
釈
に
あ
げ
る
和
歌
、
連
歌
例
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
百
韻
の
読
解
に
有
効
な
際
に
は
、
先
例
の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も

例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
私
に
清
濁
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要
に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
各
句
に
は
、【
式
目
】【
作
者
】【
語
釈
】【
現
代
語
訳
】
の
説
明
項
目
を
設
け
る
と
共
に
、
二
句
一
連
の
連
歌
の
中
で
句
が
ど
の
よ
う

に
作
用
す
る
か
、
及
び
独
立
し
た
一
句
で
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
に
配
慮
し
【
現
代
語
訳
】
の
他
に
【
付
合
】【
一
句
立
】
の
項

目
を
設
け
た
。
さ
ら
に
必
要
な
場
合
に
は
【
考
察
】【
補
説
】
の
項
目
も
設
け
た
。

※
本
訳
注
（
二
）
の
引
用
文
献
典
拠
一
覧
及
び
参
考
文
献
は
、
同
時
に
刊
行
さ
れ
る
『
愛
知
県
立
大
学 

説
林
』
掲
載
の
訳
注
（
三
）
の

末
尾
に
掲
載
す
る
。
通
覧
の
際
に
参
照
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

（
初
折
　
裏
　
五
）
小
松
が
末
ぞ
草
に
ま
じ
れ
る

一
三
　
つ
れ
な
く
て
な
び
く
色
を
も
見
え
ぬ
世
に
　
　
専
順

　【
式
目
】
恋
（
つ
れ
な
く
て
・
な
び
く
）　
世
只
一
、
浮
世
〻
中
の
間
に
一
　
恋
世
一
　
前
世
後
世
な
ど
に
一
（
一
座
五
句
物
）

　【
作
者
】
専
順
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　【
語
釈
】
●
つ
れ
な
く
て
　
変
ら
ぬ
さ
ま
で
。
薄
情
で
。「
つ
れ
な
く
て
あ
は
れ
こ
の
世
の
波
の
上
に
た
て
る
や
た
れ
も
う
き
し
ま
の
松
」

（
宗
祇
集
・
雑
・
二
三
四
）。「
霜
夜
の
今
朝
の
草
ぞ
枯
れ
た
る
／
有
明
の
入
野
の
松
は
つ
れ
な
く
て
」（
連
歌
愚
句
・
秋
・
三
四
二
／
三
四

三
）。
●
な
び
く
色
　「
な
び
く
」
は
、
風
な
ど
に
動
か
さ
れ
て
、
先
端
が
横
に
伏
す
形
に
な
る
こ
と
で
、
前
句
と
の
付
合
で
は
、
そ
の
様

を
い
う
。
一
句
で
は
、
女
性
が
男
性
の
恋
情
を
受
け
入
れ
る
様
子
。「
舟
遠
き
春
の
朝
川
日
の
さ
し
て
／
柳
に
高
く
風
な
び
く
色
」（
寛
正

六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
・
六
七
／
六
八
・
宗
祇
／
宗
怡
）。「
春
や
涙
に
ま
か
せ
ざ
る
ら
む
／
初
草
に
う
ち
な
び
く
色
を
待
つ
も
う

し
」（
下
草
（
金
子
本
）・
恋
・
六
一
一
／
六
一
二
）。

　【
付
合
】「
松
」
か
ら
「
待
つ
」
を
想
起
し
、「
小
松
」
の
常
緑
で
あ
る
さ
ま
か
ら
、「
つ
れ
な
く
て
」
と
付
け
、
付
句
を
恋
の
句
に
転
換

し
て
い
る
。「
高
砂
の
松
の
緑
は
つ
れ
な
く
て
尾
上
の
花
の
色
ぞ
う
つ
ろ
ふ
」（
新
千
載
集
・
春
下
・
一
三
二
・
京
極
為
兼
）。

　【
一
句
立
】
薄
情
に
も
知
ら
な
い
ふ
う
で
、
こ
ち
ら
に
心
を
よ
せ
て
く
れ
る
様
子
も
見
え
な
い
あ
の
人
と
の
仲
で
は
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
小
さ
な
松
の
先
が
草
に
ま
じ
っ
て
見
え
て
い
る
。）
ま
っ
す
ぐ
に
生
え
て
動
か
ず
、
風
に
な
び
く
ふ
う
も
な
い

よ
う
で
。

（
初
折
　
裏
　
六
）
つ
れ
な
く
て
な
び
く
色
を
も
見
え
ぬ
世
に

一
四
　
む
な
し
き
暮
を
誰
に
う
ら
み
ん
　
　
心
敬

　【
式
目
】
恋
（
う
ら
み
）　
誰
（
人
倫
）　
暮
与
暮
（
可
隔
五
句
物
）

　【
作
者
】
心
敬

　【
語
釈
】
●
む
な
し
き
暮
　
恋
人
の
訪
れ
が
な
い
の
で
、
む
な
し
い
気
持
ち
で
い
る
夕
暮
れ
時
。「
た
え
は
て
ば
い
か
に
せ
ん
と
か
う
つ

せ
み
の
む
な
し
き
暮
は
音
を
の
み
ぞ
泣
く
」（
宝
治
百
首
・
寄
虫
恋
・
二
八
八
二
・
衣
笠
家
良
）。「
む
な
し
き
暮
を
い
か
が
す
ぐ
さ
む
／

人
は
来
で
猿
鳴
く
山
の
奥
の
庵
」（
諸
家
月
次
連
歌
抄
・
四
九
／
五
〇
・
無
記
名
）。
●
誰
に
う
ら
み
ん
　
誰
に
恨
み
を
言
お
う
か
。「
契

り
し
も
も
し
思
ひ
寝
の
夢
な
ら
ば
待
つ
夜
明
け
ぬ
と
誰
に
う
ら
み
ん
」（
草
根
集
・
契
待
恋
・
四
三
九
五
）。「
寂
し
と
も
言
ふ
べ
き
頃
の
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夜
半
の
月
／
老
い
の
心
を
誰
に
う
ら
み
ん
」（
専
順
独
吟
年
次
不
詳
何
袋
百
韻
・
七
一
／
七
二
・
専
順
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
世
」
は
「
夜
」
と
も
解
せ
、
そ
こ
か
ら
「
夜
」・「
暮
」
と
時
刻
の
言
葉
の
縁
が
出
る
。「
つ
れ
な
く
て
け
ふ
も
す
ぎ

ぬ
と
思
ふ
に
は
暮
る
る
空
さ
へ
う
ら
め
し
き
か
な
」（
六
百
番
歌
合
・
夕
恋
・
八
一
七
・
藤
原
季
経
）。

　【
一
句
立
】
む
な
し
い
気
持
ち
で
迎
え
る
夕
暮
れ
時
を
、
い
っ
た
い
誰
の
せ
い
と
い
っ
て
恨
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
あ
の
人
は
訪
れ

て
く
れ
ず
、
恨
み
を
言
う
機
会
も
な
い
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
私
に
対
し
て
冷
た
く
薄
情
な
ま
ま
で
、
心
を
寄
せ
て
く
れ
る
様
子
も
見
え
な
い
あ
の
人
と
の
仲
で
は
）、
訪
れ

て
も
ら
え
な
い
、
む
な
し
い
気
持
ち
で
迎
え
る
夕
暮
れ
時
を
誰
の
せ
い
と
い
っ
て
う
ら
み
に
思
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
初
折
　
裏
　
七
）
む
な
し
き
暮
を
誰
に
う
ら
み
ん

一
五
　
憂
心
我
と
な
ぐ
さ
む
か
た
も
な
し
　
　
勝
元

　【
式
目
】
雑
　
我
（
人
倫
） 

　【
作
者
】
勝
元
　
百
韻
で
は
以
後
「
宗
」
の
一
字
名
で
出
る
。「
宗
」
は
細
川
宗
家
を
示
す
も
の
か
。

　【
語
釈
】
●
憂
心
　
つ
ら
い
気
持
ち
。「
身
の
程
は
我
が
身
な
が
ら
も
知
る
も
の
を
う
き
心
と
は
思
は
ず
や
君
」（
寂
蓮
法
師
集
・
六
一
）。

「
憂
心
た
が
い
に
し
へ
を
残
す
ら
ん
／
花
散
里
は
世
々
の
松
風
」（
竹
林
抄
・
春
・
一
八
二
・
宗
砌
）。
●
我
と
　
自
然
に
。「
日
を
い
た
む

一
葉
は
お
と
す
風
も
な
し
　
病
葉
な
ど
と
て
、
夏
よ
り
色
こ
き
葉
は
、
わ
れ
と
風
よ
り
先
に
落
侍
れ
ば
な
り
」（
芝
草
句
内
岩
橋
上
）。
●

な
ぐ
さ
む
方
も
な
し
　（
気
持
ち
が
）
晴
れ
る
こ
と
も
な
い
。「
慰
む
」（
四
段
活
用
）
は
、
心
が
晴
れ
る
。「
恋
し
さ
の
慰
む
か
た
ぞ
な
か

り
け
る
あ
は
ぬ
昔
は
身
を
も
う
ら
み
き
」（
言
葉
集
・
恋
中
・
一
〇
三
・
阿
闍
梨
長
覚
）。

　【
付
合
】
恋
人
の
せ
い
に
し
て
う
ら
む
こ
と
も
で
き
な
い
つ
ら
さ
を
、
と
は
い
え
自
分
の
中
で
も
処
理
で
き
な
い
つ
ら
さ
だ
と
「
誰
」

「
我
」
の
対
比
を
入
れ
て
句
作
し
た
。

　【
一
句
立
】
こ
ん
な
つ
ら
い
気
持
ち
は
、
自
然
と
晴
れ
る
こ
と
も
な
い
。
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　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
訪
れ
て
も
ら
え
な
い
、
む
な
し
い
気
持
ち
で
迎
え
る
夕
暮
れ
時
を
誰
の
せ
い
と
い
っ
て
う
ら
み
に
思
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。）　
そ
し
て
こ
の
つ
ら
い
気
持
ち
は
、
お
の
ず
と
慰
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
の
だ
。

（
初
折
　
裏
　
八
）
憂
心
我
と
な
く
さ
む
か
た
も
な
し

一
六

　
秋
よ
り
外
の
里
を
し
ら
ば
や

　
　
通
賢

　【
式
目
】
秋
（
秋
）　
里
（
居
所
・
体
）

　【
作
者
】
通
賢

　【
語
釈
】
●
秋
よ
り
外
の
　
秋
で
は
な
い
時
期
の
。「
い
か
に
し
て
も
の
思
ふ
人
の
す
み
か
に
は
秋
よ
り
外
の
里
を
求
め
む
」（
相
模
集
・

虫
の
声
々
を
聞
き
て
・
七
六
、
新
勅
撰
集
二
二
五
に
採
録
（
第
五
句
「
里
を
た
ず
ね
む
」））。「
秋
よ
り
外
の
恋
の
か
な
し
さ
／
あ
ふ
こ
と

を
何
に
い
の
ら
む
神
無
月
」（
園
塵
第
三
・
恋
・
九
八
五
／
九
八
六
）。

　【
付
合
】
前
句
の
ぼ
ん
や
り
と
物
思
い
に
ふ
け
る
様
を
秋
ゆ
え
の
物
思
い
と
し
、
そ
の
つ
ら
さ
ゆ
え
、
も
の
思
い
を
誘
う
秋
の
景
物
の

な
い
、
別
の
時
期
の
里
を
知
り
た
い
と
付
け
た
。
語
釈
に
掲
出
し
た
相
模
歌
が
強
く
影
響
す
る
。

　【
一
句
立
】
秋
と
い
う
季
節
で
な
い
里
の
様
子
を
知
り
た
い
も
の
だ
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
つ
ら
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自
然
と
心
が
晴
れ
る
こ
と
も
な
い
。）
そ
ん
な
物
思
い
に
私
を
誘
う
秋
は

つ
ら
い
か
ら
、
秋
の
景
物
の
な
い
時
期
の
里
の
様
子
を
知
り
た
い
も
の
だ
。

（
初
折
　
裏
　
九
）
秋
よ
り
外
の
里
を
し
ら
ば
や

一
七
　
詠
侘
ぬ
ふ
り
に
し
ま
ま
の
宿
の
月
　
　
宗
祇

　【
式
目
】
秋
（
月
）　
宿
只
一
旅
一
（
一
座
二
句
物
）

　【
作
者
】
宗
祇
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　【
語
釈
】
●
詠
侘
ぬ
　
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
こ
と
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
な
が
め
わ
び
ぬ
秋
よ
り
外
の
宿
も
が
な
野

に
も
山
に
も
月
や
す
む
ら
ん
」（
新
古
今
集
・
秋
上
・
三
八
〇
・
式
子
内
親
王
）。「
雲
の
か
か
れ
る
空
ぞ
さ
び
し
き
／
な
が
め
侘
ぬ
と
は

人
も
知
れ
月
も
見
よ
」（
竹
林
抄
・
恋
下
・
八
五
四
・
宗
砌
）。「
な
が
め
わ
び
ぬ
る
遠
山
の
秋
／
紀
の
海
や
玉
津
島
松
霧
こ
め
て
」（
専
順

五
百
句
・
秋
・
六
四
八
／
六
四
九
）。「
思
ひ
か
ね
つ
と
恨
や
ら
ば
や
／
な
が
め
侘
ぬ
い
た
づ
ら
臥
の
朝
ぼ
ら
け
」（
老
葉
（
毛
利
本
）・
恋

上
・
八
四
五
／
八
四
六
）。
●
ふ
り
に
し
ま
ま
の
　
古
く
な
る
に
ま
か
せ
た
。「
日
を
か
さ
ね
雪
も
昔
の
友
ま
つ
や
ふ
り
に
し
ま
ま
の
高
砂

の
松
」（
草
根
集
・
松
上
雪
・
七
一
七
一
・
宝
徳
三
年
十
月
二
十
四
日
詠
）。「
古
り
に
し
ま
ま
の
文
の
一
筆
／
玉
笹
に
ま
だ
朝
霜
の
落
ち

や
ら
で
」（
新
撰
菟
玖
波
集
・
冬
・
一
一
三
四
／
一
一
三
五
・
兼
載
）。
●
宿
の
月
　
宿
を
照
ら
す
月
。「
宿
ト
ア
ラ
バ
、
月
」（
連
珠
合
璧

集
）。「
陰
も
の
深
く
散
る
や
藤
が
枝
／
見
つ
つ
と
へ
た
そ
が
れ
過
る
宿
の
月
」（
竹
林
抄
・
恋
下
・
八
五
六
・
能
阿
）。

　【
付
合
】
新
古
今
集
三
八
〇
、
式
子
内
親
王
詠
に
よ
る
本
歌
取
。
前
句
の
「
秋
よ
り
外
の
」
に
「
な
が
め
わ
び
ぬ
」「
宿
」「
月
」
を
付

け
る
。

　【
一
句
立
】
も
う
眺
め
る
こ
と
が
つ
ら
く
堪
え
が
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
古
く
な
る
に
ま
か
せ
た
宿
を
照
ら
し
て
い
る
月
を
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
秋
の
季
節
で
な
い
里
の
様
子
を
知
り
た
い
も
の
だ
。）
も
う
眺
め
る
こ
と
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
、
古
く
な
る
に
ま
か
せ
た
宿
を
照
ら
し
て
い
る
月
を
。

（
初
折
　
裏
　
十
）
詠
侘
ぬ
ふ
り
に
し
ま
ま
の
宿
の
月

一
八
　
露
も
干
が
た
き
庭
の
む
ら
草
　
　
行
助

　【
式
目
】
秋
（
露
）　
露
（
降
物
・
可
隔
三
句
物
）　
庭
（
居
所
・
用
）　
　
庭
只
一
　
庭
の
教
な
ど
云
て
一
（
一
座
二
句
物
）　
む
ら
草
（
植
物
）　

草
与
草
（
可
隔
五
句
物
）

　【
作
者
】
行
助

　【
語
釈
】
●
露
も
干
が
た
き
　
露
も
乾
き
に
く
い
。「
袖
に
置
く
露
も
干
が
た
き
夕
べ
と
や
雲
井
の
雁
も
音
を
ば
添
ふ
ら
ん
」（
平
親
清
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五
女
集
・
夕
雁
・
二
二
四
）。「
消
ゆ
る
間
あ
れ
や
山
里
の
霧
／
す
さ
ま
じ
き
滝
の
下
道
露
も
干
ず
」（
小
鴨
千
句
第
四
百
韻
・
四
八
／
四

九
・
之
好
／
心
敬
）。
●
む
ら
草
　
む
ら
が
っ
て
生
え
て
い
る
草
。「
誰
分
け
ん
誰
か
手
慣
れ
ぬ
駒
な
ら
ん
八
重
茂
り
行
く
庭
の
村
草
」（
和

泉
式
部
集
・
草
の
い
と
あ
を
や
か
な
る
を
、
遠
く
い
に
し
人
を
思
ふ
・
七
〇
四
）。「
野
原
の
小
松
庭
の
村
草
／
今
朝
の
朝
け
霜
か
雪
か
と

降
り
そ
め
て
」（
園
塵
第
四
・
冬
・
六
八
一
／
六
八
二
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
宿
」
か
ら
「
庭
」「
露
」
と
連
想
し
、
古
び
て
い
く
ま
ま
に
ま
か
せ
た
宿
と
い
う
こ
と
か
ら
、
手
入
れ
も
さ
れ
て
い

な
い
草
の
茂
っ
た
庭
と
し
た
。「
詠
詫
ぬ
」
か
ら
「
露
」
を
涙
と
見
う
る
。

　【
一
句
立
】
露
も
か
わ
き
に
く
い
ほ
ど
に
む
ら
が
り
繁
茂
し
た
庭
の
草
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
、
誰
も
訪
ね
て
く
れ
ず
、
古
く
な
る
に
ま
か
せ
た
宿
を
照
ら
し
て
い
る
月
を
眺
め
て
物
思
い
す
る
こ
と
が
、
も
う

堪
え
が
た
く
つ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。）
袖
に
置
く
涙
の
露
が
乾
く
暇
も
な
い
の
と
同
様
、
草
に
置
く
露
も
乾
き
が
た
い
、
そ
ん

な
庭
の
草
々
。

（
初
折
　
裏
　
十
一
）
露
も
干
が
た
き
庭
の
む
ら
草

一
九
　
柴
運
ぶ
山
下
道
の
か
き
く
も
り
　
　
光
長

　【
式
目
】
雑
　
柴
（
植
物
）　
山
下
道
（
山
類
・
用
↑「
梯
」
な
ど
に
つ
い
て
「
已
上
如
此
類
山
用
也
、
他
准
之
」（
連
歌
新
式
）
と
あ
る

の
に
よ
り
推
定
）

　【
作
者
】
光
長
。
経
歴
不
明
。
執
筆
で
あ
る
の
で
、
こ
の
一
句
し
か
出
詠
し
て
い
な
い
。

　【
語
釈
】
●
柴
運
ぶ
　
薪
に
す
る
た
め
刈
り
取
っ
た
柴
を
運
ぶ
。「
我
が
庵
の
煙
ぞ
ほ
そ
き
朝
市
に
は
こ
ぶ
や
し
げ
き
峰
の
椎
柴
」（
心

敬
集
・
山
家
煙
・
三
四
四
）。「
柴
運
ぶ
尾
上
の
道
の
松
が
も
と
／
梯
遠
く
向
か
ふ
山
里
」（
応
仁
二
年
十
月
二
十
二
日
白
河
百
韻
・
九
／

十
・
穆
翁
／
宗
祇
）。「
細
く
ぞ
見
ゆ
る
柴
運
ぶ
道
／
山
の
名
の
斧
の
響
き
は
か
す
か
に
て
」（
新
撰
菟
玖
波
集
・
雑
二
・
二
七
二
六
／
二

七
二
七
・
足
利
義
政
）。
●
山
下
道
　
山
か
ら
降
り
て
く
る
道
。
山
す
そ
の
道
。「
松
繁
き
山
下
道
は
ま
だ
く
ら
し
あ
く
る
も
待
た
ず
急
ぐ
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旅
人
」（
徽
安
門
院
一
条
集
・
八
四
）。「
分
過
ぐ
る
山
下
道
の
追
風
に
は
る
か
に
お
く
る
蟬
の
諸
声
」（
新
後
拾
遺
集
・
夏
・
二
七
一
・
藤

原
実
泰
）。「
さ
び
し
さ
は
荻
吹
く
風
の
夕
間
暮
／
山
下
道
は
あ
ふ
人
も
な
し
」（
寛
正
三
年
二
月
二
七
日
何
人
百
韻
・
二
五
／
二
六
・
光

能
／
宗
江
）。
●
か
き
く
も
り
　
暗
く
な
り
物
の
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
。
日
暮
れ
近
く
ま
で
柴
を
刈
っ
て
か
ら
、
刈
り
取
っ
た
分
を

背
負
っ
て
山
を
下
っ
て
く
る
の
で
、
あ
た
り
は
暗
く
な
り
、
足
元
が
見
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。「
か
き
く
も
り
」
は
和
歌
で
も
連
歌
で

も
雨
や
雪
が
降
る
際
の
空
の
様
子
に
使
わ
れ
、
こ
こ
で
の
用
法
は
珍
し
い
。「
満
ち
来
る
潮
ぞ
音
荒
く
な
る
／
か
き
曇
り
夕
立
つ
波
に
風

落
ち
て
」（
新
撰
菟
玖
波
集
・
夏
・
五
五
三
／
五
五
四
・
足
利
義
政
）。

　【
付
合
】
露
が
庭
草
に
降
り
て
い
る
前
句
を
夕
暮
れ
の
情
景
と
と
り
、
山
か
ら
柴
を
運
び
庵
の
庭
に
帰
る
さ
ま
と
し
た
。

　【
一
句
立
】
柴
を
運
ん
で
下
り
て
く
る
山
の
下
の
方
の
道
は
、
暗
く
な
っ
て
い
て
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
夕
露
も
乾
く
こ
と
な
く
、
む
ら
が
り
繁
っ
て
い
る
庭
の
草
。）
柴
を
運
ん
で
下
り
て
く
る
山
す
そ
の
道
は
、
暗

く
な
っ
て
い
て
。

（
初
折
　
裏
　
十
二
）
柴
運
ぶ
山
下
道
の
か
き
く
も
り

二
〇
　
夕
を
急
ぐ
松
ぞ
木
高
き
　
　
実
中

　【
式
目
】
雑
　
夕
字
懐
紙
替
て
四
　
夕
与
夕
時
分
（
可
隔
五
句
物
）　
松
（
植
物
）　
松
与
松
（
七
句
可
隔
物
）　
木
与
草
（
可
隔
三
句
物
）　

木
与
木
（
可
隔
五
句
物
）

　【
作
者
】
実
中

　【
語
釈
】
●
夕
を
急
ぐ
　
夕
暮
れ
時
に
な
る
の
を
恐
れ
、
道
を
急
ぐ
。「
お
く
れ
じ
と
夕
を
い
そ
ぐ
旅
人
の
こ
え
て
く
る
し
き
あ
し
が
ら

の
山
」（
宝
治
百
首
・
雑
・
三
七
七
八
・
源
顕
氏
）。
ま
た
は
、
早
く
夕
暮
れ
時
に
な
る
こ
と
。「
神
無
月
嶺
に
朝
日
は
さ
し
な
が
ら
夕
べ

を
急
ぐ
村
時
雨
か
な
」（
道
助
法
親
王
家
五
十
首
・
朝
時
雨
・
七
〇
二
・
藤
原
孝
継
）。
●
松
ぞ
木
高
き
　
元
来
は
、
松
が
丈
高
く
な
る
こ

と
に
長
寿
の
意
を
こ
め
た
、
祝
意
を
持
つ
語
句
。
た
だ
、
こ
こ
は
祝
意
を
感
じ
さ
せ
な
い
。「
緑
添
ふ
若
葉
を
こ
め
て
開
く
藤
の
花
の
ま
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せ
ゆ
ふ
松
ぞ
木
高
き
」（
草
根
集
・
藤
花
繞
松
・
八
四
八
四
・
享
徳
三
年
三
月
二
十
六
日
詠
）。「
年
越
え
て
雪
降
る
神
の
井
垣
か
な
／
緑

立
ち
そ
ふ
松
ぞ
木
高
き
」（
永
享
五
年
北
野
社
法
楽
万
句
第
十
一
座
第
四
百
韻
・
発
句
／
脇
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
柴
」
か
ら
「
夕
」
を
付
け
る
。「
柴
ト
ア
ラ
バ
、
夕
」（
連
珠
合
璧
集
）。

　【
一
句
立
】
早
々
に
日
が
暮
れ
暗
く
な
っ
て
い
く
中
に
、
松
が
高
く
そ
び
え
て
い
る
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
柴
を
運
ん
で
下
り
て
く
る
山
す
そ
の
道
は
、
暗
く
な
っ
て
き
て
い
て
。）
夕
暮
れ
の
中
、
家
路
を
急
げ
ば
、
松

が
高
く
そ
び
え
て
い
る
の
が
見
え
る
。

（
初
折
　
裏
　
十
三
）
夕
を
急
ぐ
松
ぞ
木
高
き

二
一
　
照
す
日
の
か
げ
の
み
い
と
ふ
夏
た
け
て
　
　
元
説

　【
式
目
】
秋
（
夏
た
け
て
）　
日
（
光
物
）

　【
作
者
】
元
説

　【
語
釈
】
●
照
す
日
　
照
り
つ
け
る
太
陽
。「
秋
と
吹
く
風
も
か
く
れ
て
照
す
日
の
か
た
ふ
く
空
を
ま
つ
の
下
陰
」（
氏
真
集
Ⅱ
・
残
暑
・

四
〇
三
）。「
波
よ
り
出
で
て
照
す
日
の
影
／
紅
の
う
き
て
流
る
る
竜
田
川
」（
園
塵
第
四
・
秋
・
六
〇
三
／
六
〇
四
）。
●
夏
た
け
て
　
夏

が
終
わ
っ
て
。「
風
に
ほ
ふ
池
の
は
ち
す
に
夏
た
け
て
夕
暮
れ
竹
の
色
ぞ
涼
し
き
」（
拾
玉
集
・「
池
晩
蓮
芳
謝
、
窓
秋
竹
意
深
」・
一
九
二

五
）。「
か
く
て
夏
た
け
秋
も
過
ぎ
、
東
国
の
兵
こ
と
ご
と
く
帰
り
し
か
ば
、
南
国
は
し
ず
か
に
な
り
に
け
り
」（『
太
平
記
』
巻
三
十
四
諸

軍
勢
退
散
の
事
）。「
お
ほ
か
た
は
秋
に
な
り
ぬ
と
夏
た
け
て
／
む
す
び
す
て
ず
は
何
忘
れ
水
」（
宗
長
追
善
千
句
第
二
百
韻
・
九
十
五
／

九
十
六
・
荒
木
田
守
武
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
夕
を
急
ぐ
」
を
日
が
暮
れ
て
暗
く
な
る
の
が
早
く
な
る
と
取
り
、
日
が
長
い
夏
が
終
わ
り
秋
に
な
っ
た
か
ら
と
説

明
を
付
け
た
。
ま
た
、
前
句
「
松
ぞ
木
高
き
」
は
、
元
来
は
祝
意
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
っ
た
。
付
句
で
も
、
同
様
に
元
来
は
祝
意
を
表

わ
す
語
句
「
照
す
日
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。「
春
き
な
ば
心
の
ど
け
く
照
す
日
に
い
か
な
る
霜
か
露
も
残
ら
ん
」（
法
門
百
首
・
衆
罪
如
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霜
露
・
四
〇
）。

　【
一
句
立
】
照
り
つ
け
る
日
の
光
を
い
や
が
っ
て
ば
か
り
の
夏
が
終
わ
っ
て
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
夕
暮
れ
時
、
暗
く
な
る
の
が
早
く
な
っ
た
中
に
、
松
が
高
く
そ
び
え
て
い
る
。）
照
り
つ
け
る
日
の
光
を
嫌
っ

て
ば
か
り
い
た
夏
が
終
わ
っ
て
。

（
初
折
　
裏
　
十
四
）
照
す
日
の
か
げ
の
み
い
と
ふ
夏
た
け
て

二
二
　
す
く
な
き
水
□

（
を
）

小
田
に
せ
く
声
　
　
盛
長

　【
式
目
】
雑
　
水
（
水
辺
・
用
）

　【
作
者
】
盛
長

　【
語
釈
】
●
せ
く
　
水
の
流
れ
を
ふ
さ
い
で
止
め
る
こ
と
。
例
え
ば
、
冬
の
間
休
ん
で
い
た
田
に
は
、
春
、
水
を
入
れ
、
稲
が
成
長
し

実
る
ま
で
水
が
干
上
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
保
つ
。「
春
は
先
あ
ら
す
き
か
へ
す
小
山
田
の
す
く
な
き
水
に
蛙
鳴
く
な
り
」（
草
根
集
・

春
虫
・
一
六
九
四
・
永
享
四
年
二
月
二
日
詠
）。「
い
で
わ
れ
も
水
洩
ら
さ
じ
と
お
り
た
ち
て
か
た
み
に
せ
く
や
小
田
の
苗
代
」（
雪
玉
集
・

苗
代
・
七
二
八
五
）。
水
が
せ
か
れ
る
こ
と
を
題
材
に
し
た
句
は
、
宗
祇
が
よ
く
詠
ん
で
い
る
。「
よ
は
く
も
お
つ
る
春
雨
の
音
／
せ
く
水

も
は
や
ふ
る
跡
の
あ
ら
を
田
に
」（
葉
守
千
句
第
三
百
韻
・
四
六
／
四
七
・
重
阿
／
宗
祇
）。「
せ
く
水
を
氷
に
ゆ
づ
る
朽
葉
か
な
」（
萱
草

（
伊
地
知
本
）・
六
三
三
）。
こ
こ
は
、「
せ
く
」
の
み
で
、
川
の
水
を
せ
き
と
め
、
そ
れ
を
田
に
導
き
入
れ
る
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
●
声
　
せ
き
い
れ
る
、
水
の
音
。「
谷
深
き
岩
間
に
夏
を
せ
く
水
の
声
よ
り
奥
は
秋
風
ぞ
吹
く
」（
下
葉
集
・
澗
底
泉
・
一
八
八
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
い
と
ふ
」
気
持
ち
の
理
由
を
、
水
が
か
れ
る
ゆ
え
と
し
た
。

　【
一
句
立
】
少
な
い
水
を
小
田
に
せ
き
と
め
入
れ
る
、
そ
の
音
が
す
る
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
照
り
つ
け
る
日
の
光
を
嫌
っ
て
ば
か
り
い
た
夏
が
終
わ
っ
て
。）
夏
が
れ
で
少
な
く
な
っ
た
水
を
、
川
か
ら
小

田
に
せ
き
い
れ
て
い
る
、
そ
の
音
が
す
る
。
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　【
考
察
】
虫
損
に
よ
る
欠
字
を
「
を
」
と
類
推
し
、
補
っ
て
考
察
し
て
い
る
。

（
二
折
　
表
　
一
）
す
く
な
き
水
□を

小
田
に
せ
く
声

二
三

　
人
ぞ
行
く
湊
は
塩
や
か
れ
ぬ
ら
ん

　
　
心
敬

　【
式
目
】
雑
　
人
（
人
倫
）　
湊
（
水
辺
・
体
）　
塩
（
水
辺
・
用
）

　【
作
者
】
心
敬

　【
語
釈
】
●
人
ぞ
行
く
　
人
が
行
く
よ
。
人
が
歩
い
て
い
け
な
か
っ
た
は
ず
の
場
所
に
人
が
い
る
の
を
見
つ
け
た
驚
き
で
あ
る
。
　
●
湊
　

船
の
停
泊
す
る
所
。
ま
た
、
水
の
出
入
り
口
を
い
う
。『
連
珠
合
璧
集
』
に
は
「
海
と
河
の
行
あ
ひ
也
」
と
注
す
る
。「
舟
を
も
よ
を
す
う

ら
の
朝
あ
け
／
塩
か
な
ふ
み
な
と
は
風
や
く
も
る
ら
ん
」（
文
安
雪
千
句
第
七
百
韻
・
八
／
九
・
有
春
／
聖
阿
）。
●
塩
　
満
ち
た
り
引
い

た
り
す
る
海
水
の
流
れ
。
潮
。
塩
が
か
れ
る
と
は
、
潮
が
引
く
こ
と
。
干
潟
が
で
き
、
地
面
が
姿
を
あ
ら
わ
す
。「
し
ほ
が
れ
の
ひ
が
た

の
磯
の
波
間
よ
り
あ
ら
は
れ
出
づ
る
離
れ
岩
か
な
」（
宝
治
百
首
・
雑
・
三
三
七
七
・
蓮
性
）。「
汐
が
れ
の
入
江
の
ぬ
な
は
根
を
深
み
／

心
の
底
ぞ
結
ぼ
ほ
れ
行
く
」（
熊
野
千
句
第
六
百
韻
・
四
一
／
四
二
・
道
賢
／
心
敬
）。「
潮
干
の
方
に
急
ぐ
旅
人
／
玉
津
島
み
に
ゆ
く
ほ

ど
や
か
す
む
ら
む
」（
那
智
籠
・
九
七
二
／
九
七
三
）。

　【
付
合
】
前
句
の
小
田
を
河
口
近
く
に
あ
る
湊
田
と
し
、
潮
が
引
い
た
海
辺
の
情
景
を
付
け
た
。「
湊
ト
ア
ラ
バ
、
田
　
鹽
む
か
ふ
」（
連

珠
合
璧
集
）。
ま
た
、
湊
田
の
光
景
は
正
徹
や
正
広
が
よ
く
詠
ん
で
い
る
。

　【
一
句
立
】
人
が
歩
い
て
行
く
よ
。
湊
は
潮
が
引
い
て
、
道
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
少
な
い
水
を
小
田
に
せ
き
入
れ
る
音
が
す
る
。）　
人
が
歩
い
て
い
く
よ
。
湊
は
潮
が
引
い
て
、
道
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　【
考
察
】
虫
損
部
分
を
推
定
し
て
句
を
再
現
し
た
。
推
定
を
是
と
し
た
時
、「
湊
」「
塩
」
と
い
う
語
を
詠
み
入
れ
、
水
辺
の
体
・
用
を

同
時
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
塩
」
は
、
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
制
定
の
『
新
式
今
案
』
で
も
『
応
安
新
式
』
で
「
用
」
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と
さ
れ
た
定
め
か
ら
変
化
は
な
い
。
以
前
に
注
釈
を
な
し
た
『
寛
正
六
年
正
月
十
六
日
何
人
百
韻
』
に
お
い
て
も
、
心
敬
は
、「
塩
」
を

水
辺
の
体
の
事
物
と
同
時
に
詠
み
い
れ
て
い
る
。
や
は
り
「
塩
」
に
関
し
て
は
、
体
用
の
外
と
し
て
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
「
本
能
寺
蔵
『
落
葉
百
韻
』
訳
注
（
六
）
付
、
考
察
及
び
式
目
表
」（『
愛
知
県
立
大
学 

説
林
第
60
号
』（
平
成
24
・
3
））
内
、

「
百
韻
に
お
け
る
宗
匠
心
敬
」
で
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
二
折
　
表
　
二
）
人
ぞ
行
く
湊
は
塩
や
か
れ
ぬ
ら
ん

二
四
　
舟
の
あ
ら
は
に
葦
そ
よ
ぐ
音
　
　
専
順

　【
式
目
】
雑
　
舟
（
水
辺
・
体
用
之
外
（
新
式
今
案
））　
葦
（
水
辺
・
用
）　
葦
（
植
物
）

　【
作
者
】
専
順

　【
語
釈
】
●
舟
の
あ
ら
は
に
　
舟
が
あ
ら
わ
に
見
え
て
。
葦
が
繁
る
と
舟
の
姿
が
み
え
に
く
く
な
る
。「
夏
深
み
玉
江
に
繁
る
葦
の
葉
の

そ
よ
ぐ
や
船
の
か
よ
ふ
な
る
ら
ん
」（
千
載
集
・
夏
・
水
草
隔
船
・
二
〇
四
・
藤
原
忠
通
）。
●
葦
　
葦
は
水
辺
に
生
え
る
イ
ネ
科
の
多
年

草
。
二
メ
ー
ト
ル
以
上
に
伸
び
、
秋
に
は
穂
を
出
す
。「
葦
そ
よ
ぐ
潮
瀬
の
浪
の
い
つ
ま
で
か
憂
き
世
の
中
に
う
か
び
わ
た
ら
む
」（
新
古

今
集
・
釈
教
・
一
九
一
九
・
行
基
菩
薩
）。「
夕
風
荒
き
川
つ
ら
の
里
／
葦
そ
よ
ぐ
陰
に
小
舟
や
と
ま
る
ら
む
」（
応
仁
二
年
正
月
朔
日
宗

祇
独
吟
何
人
百
韻
・
五
／
六
）。「
水
寒
き
江
に
飛
ぶ
鷺
の
ま
た
降
り
て
／
よ
る
浪
な
ら
し
葦
そ
よ
ぐ
音
」（
葉
守
千
句
第
二
百
韻
・
四
五

／
四
六
・
宗
友
／
宗
悦
）。

　【
付
合
】「
湊
」
に
「
舟
」
を
付
け
る
。
葦
間
か
ら
見
え
る
舟
の
姿
は
よ
く
見
ら
れ
る
実
景
で
あ
る
が
、
こ
の
景
は
、「
さ
は
る
」
と
い

う
言
葉
を
媒
介
に
し
て
、
述
懐
、
恋
、
釈
教
等
の
句
に
転
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
専
順
は
釈
教
の
句
を
出
す
お
膳
立
て
の
句
と
し
て

詠
み
い
れ
て
い
る
。「
さ
わマ

マ

る
ト
ア
ラ
バ
、
蘆
わ
け
舟
」（
連
珠
合
璧
集
）。

　
一
句
で
は
丈
高
い
葦
に
隠
さ
れ
て
い
た
舟
が
、
葦
が
風
に
ゆ
ら
い
だ
こ
と
で
姿
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
様
子
。「
我
が
ご
と
や
わ
び
し

か
る
ら
ん
さ
は
り
多
み
葦
間
分
け
ゆ
く
舟
の
心
地
は
」（
一
条
摂
政
御
集
・
一
七
四
）。
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　【
一
句
立
】
舟
が
あ
ら
わ
に
見
え
る
ほ
ど
に
、
葦
が
風
に
ゆ
ら
い
で
い
る
、
そ
の
音
が
す
る
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
人
が
歩
い
て
い
く
よ
。
湊
は
潮
が
引
い
て
、
道
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。）
風
も
出
て
、
舟
が
あ
ら
わ
に
見

え
る
ほ
ど
、
丈
高
い
葦
が
ゆ
ら
い
で
い
る
、
そ
の
音
が
す
る
。

（
二
折
　
表
　
三
）
舟
の
あ
ら
は
に
葦
そ
よ
ぐ
音

二
五

　
心
に
は
さ
は
る
事
な
き
世
を
捨
て

　
　
常
安

　【
式
目
】
釈
教
（
世
を
捨
て
）　
世
只
一
　
浮
世
々
中
の
間
に
一
　
恋
世
一
　
前
世
後
世
な
ど
に
一
（
一
座
五
句
物
）

　【
作
者
】
常
安

　【
語
釈
】
●
さ
は
る
　
差
し
支
え
る
。「
を
の
づ
か
ら
を
は
り
に
向
か
ふ
夕
暮
れ
や
日
頃
の
法
も
さ
は
り
な
ら
ま
し
」（
寛
正
百
首
・
釈

教
・
九
九
）。「
難
波
女
が
舟
さ
す
春
の
袖
の
へ
に
／
さ
は
る
心
の
よ
し
あ
し
ぞ
う
き
」（
宝
徳
四
年
千
句
第
八
百
韻
・
七
五
／
七
六
・
忍

誓
／
専
順
）。「
あ
ふ
事
は
か
た
わ
れ
舟
の
法
の
道
／
心
の
月
の
さ
は
る
よ
し
あ
し
」（
親
當
句
集
・
雑
・
七
七
三
／
七
七
四
）。
●
世
を
捨

て
　
出
家
を
し
て
。「
葦
ト
ア
ラ
バ
、
世
」（
連
珠
合
璧
集
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
舟
」、「
葦
」
に
「
さ
は
る
」、「
世
」
を
付
け
る
。
葦
の
間
を
分
け
て
進
む
舟
に
は
、
葦
が
障
害
物
と
な
る
。「
み
な

と
い
り
の
葦
分
け
小
舟
さ
は
り
多
み
わ
が
思
ふ
人
に
あ
は
ぬ
こ
ろ
か
な
」（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
五
三
・
柿
本
人
麻
呂
）。

　【
一
句
立
】
心
中
に
は
、
妨
げ
と
な
る
思
い
が
な
い
の
で
、
世
の
中
を
思
い
捨
て
て
出
家
を
し
て
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
舟
が
あ
ら
わ
に
見
え
る
ほ
ど
に
、
丈
高
い
葦
が
風
に
ゆ
ら
い
で
い
る
頃
。）　
進
む
舟
に
と
っ
て
は
葦
が
障
害
物

に
な
っ
て
い
る
が
、
私
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
葦
の
よ
う
な
障
害
物
は
な
く
、
何
も
出
家
の
妨
げ
と
な
る
事
は
な
い
。
そ
れ
で
、
浮
世
を

ふ
り
捨
て
て
出
家
し
て
い
る
こ
と
よ
。
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（
二
折
　
表
　
四
）
心
に
は
さ
は
る
事
な
き
世
を
捨
て

二
六

　
住
ま
れ
ば
住
ま
ん
仮
の
山
里

　
　
宗
祇

　【
式
目
】
雑

　【
作
者
】
宗
祇

　【
語
釈
】
●
住
ま
れ
ば
住
ま
ん
　
住
む
事
が
で
き
る
な
ら
、
住
も
う
。「
世
の
う
さ
を
お
も
ひ
す
て
て
や
す
ま
る
る
と
心
の
と
ま
る
山

﹇
　
　
﹈」（
文
保
百
首
・
雑
・
三
三
八
九
・
少
将
内
侍
）。「
忘
れ
草
老
い
の
心
を
種
な
れ
や
／
住
ま
れ
ば
こ
の
世
憂
き
に
ま
か
せ
む
」（
文

安
年
間
山
何
百
韻
「
花
は
ひ
も
」・
二
三
／
二
四
）。
●
仮
の
山
里
　
か
り
そ
め
に
分
け
入
る
山
里
。
こ
の
語
句
は
和
歌
、
連
歌
共
に
管
見

に
入
ら
な
い
。
似
た
語
句
と
し
て
は
「
仮
の
山
路
」
が
あ
る
。
宗
祇
は
、
第
八
句
に
お
い
て
も
、
珍
し
い
語
法
（「
日
も
夕
霧
」）
で
句
作

り
を
し
て
い
る
が
、
こ
こ
も
、
宗
祇
の
造
語
か
。
ま
た
、
そ
の
造
語
を
許
し
採
用
す
る
宗
匠
心
敬
の
采
配
に
も
注
目
さ
れ
る
。「
捨
て
や

ら
で
子
を
思
ふ
鹿
の
し
る
べ
よ
り
仮
の
山
路
は
厭
ひ
出
で
に
き
」（
壬
二
集
・
三
一
九
四
）。

　【
付
合
】
前
句
に
お
い
て
世
を
捨
て
た
人
が
、
山
に
入
る
と
し
て
付
け
た
。「
世
」
に
は
「
仮
」
が
付
く
。「
世
を
捨
て
て
す
ま
れ
ぬ
身

こ
そ
悲
し
け
れ
か
か
る
み
や
ま
の
あ
と
を
見
な
が
ら
」（
続
古
今
集
・
釈
教
・
七
九
六
・
入
道
前
太
政
大
臣
）。

　【
一
句
立
】
住
む
事
が
で
き
る
な
ら
、
住
ん
で
み
よ
う
。
か
り
そ
め
に
分
け
い
る
山
里
に
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
私
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
何
も
出
家
の
妨
げ
と
な
る
事
は
な
い
、
世
を
き
っ
ぱ
り
と
ふ
り
捨
て
、）
住
む
事
が

で
き
る
な
ら
、
か
り
そ
め
に
分
け
入
る
山
里
だ
と
は
思
う
が
、
住
ん
で
み
よ
う
。

（
二
折
　
表
　
五
）
す
ま
れ
ば
す
ま
ん
仮
の
山
里

二
七
　
か
こ
は
じ
な
風
に
か
た
ぶ
く
柴
の
門
　
　
盛
長

　【
式
目
】
雑
　
門
（
居
所
・
体
）

　【
作
者
】
盛
長
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　【
語
釈
】
●
か
こ
は
じ
な
　
囲
わ
な
い
つ
も
り
だ
よ
。
山
に
隠
れ
住
む
隠
者
は
、
こ
の
世
が
仮
の
世
で
あ
り
、
住
ま
い
も
仮
の
も
の
に

す
ぎ
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
庵
を
守
る
た
め
に
周
囲
を
囲
う
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
の
で
あ
る
。「
賤
が
屋
に
か
こ
ふ
や
柴
の
仮

の
世
は
住
み
う
し
と
て
も
あ
は
れ
い
つ
ま
で
」（
続
千
載
集
・
雑
下
・
一
九
九
四
・
院
御
製
）。
●
風
に
か
た
ふ
く
　
吹
く
風
に
、
傾
い
て

い
る
。「
武
隈
の
松
も
一
本
か
れ
に
け
り
風
に
傾
く
声
の
さ
び
し
さ
」（
重
之
集
・
一
九
九
）。「
人
は
離
れ
ぬ
る
蓬
生
の
か
げ
／
八
重
葎
か

た
ふ
く
門
を
ひ
き
と
ぢ
て
」（
宗
長
独
吟
長
享
二
年
太
神
宮
法
楽
千
句
第
八
百
韻
・
九
二
／
九
三
）。
●
柴
の
門
　
柴
を
編
ん
で
作
っ
た
粗

末
な
門
の
あ
る
家
。「
柴
の
門
」
は
、
山
中
に
あ
り
、
山
家
の
風
情
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。「
か
よ
ひ
こ
し
柴
の
門
た
ち
見
え
ぬ
ま
で
卯

の
花
咲
け
る
み
山
辺
の
里
」（
六
条
修
理
大
夫
集
・
山
家
卯
花
・
九
三
）。「
音
す
る
風
ぞ
人
だ
の
め
な
る
／
里
遠
き
太
山
隠
れ
の
柴
の
門
」

（
竹
林
抄
・
雑
上
・
一
二
七
九
・
行
助
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
山
里
」
に
「
柴
の
門
」
を
付
け
た
。
ま
た
、「
日
暮
ら
し
の
鳴
く
山
里
の
夕
暮
れ
は
風
よ
り
ほ
か
に
訪
ふ
人
も
な
し
」

（
古
今
集
・
秋
上
・
二
〇
五
・
詠
み
人
し
ら
ず
）
か
ら
、
人
里
離
れ
た
「
山
里
」
に
は
、「
風
」
以
外
は
誰
も
訪
れ
て
こ
な
い
と
い
う
連
想

が
あ
る
。

　【
一
句
立
】
囲
わ
な
い
つ
も
り
だ
よ
。
訪
れ
て
く
る
強
い
風
に
傾
い
て
し
ま
う
よ
う
な
、
柴
で
作
っ
た
粗
末
な
門
の
家
だ
が
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
住
む
事
が
で
き
る
な
ら
、
住
ん
で
み
よ
う
。
か
り
そ
め
に
分
け
入
る
山
里
に
。）
そ
の
時
に
は
、
こ
の
世
は
仮

の
世
な
の
だ
か
ら
、
囲
っ
た
り
し
た
く
は
な
い
の
だ
よ
。
強
い
風
に
傾
い
て
し
ま
う
よ
う
な
、
柴
で
作
っ
た
粗
末
な
門
の
家
で
あ
っ
て
も
。

　【
考
察
】『
徒
然
草
』
第
十
一
段
に
は
、
庭
の
柑
子
の
木
を
厳
重
に
囲
っ
た
山
里
の
庵
の
様
に
興
ざ
め
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
山
里
に
隠

れ
住
み
な
が
ら
も
、
執
着
心
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
隠
者
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
そ
う
し
た
章
段
と
も
連
想
を
持
っ
て
い
る

か
。「
か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
と
、
あ
は
れ
に
見
る
程
に
、
か
な
た
の
庭
に
、
大
き
な
る
柑
子
の
木
の
、
枝
も
た
わ
わ
に
な
り
た
る
が

ま
は
り
を
き
び
し
く
囲
ひ
た
り
し
こ
そ
、
少
し
こ
と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
覚
え
し
か
。」（
徒
然
草
）
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（
二
折
　
表
　
六
）
か
こ
は
じ
な
風
に
か
た
ぶ
く
柴
の
門

二
八

　
袖
に
ぞ
う
つ
る
明
方
の
月

　
　
行
助

　【
式
目
】
秋
（
月
）　
袖
（
衣
類
）　
明
方
（
時
分
）

　【
作
者
】
行
助

　【
語
釈
】
●
袖
に
ぞ
う
つ
る
　
袖
に
涙
が
た
ま
り
、
月
が
映
じ
る
。
恋
の
風
情
の
あ
る
表
現
。「
深
山
路
の
木
の
下
露
に
ぬ
れ
ゆ
け
ば
袖

に
ぞ
う
つ
る
有
明
の
月
」（
元
久
詩
歌
合
・
山
路
秋
行
・
一
〇
〇
・
藤
原
業
清
）。
●
明
方
の
月
　
明
け
方
に
な
っ
て
も
ま
だ
出
て
い
る
月
。

「
な
が
む
れ
ば
松
よ
り
西
に
な
り
に
け
り
影
は
る
か
な
る
明
け
方
の
月
」（
拾
遺
愚
草
・
花
月
百
首
・
六
七
五
）。「
流
れ
て
の
後
や
う
き
名

と
な
り
ぬ
ら
ん
／
秋
の
最
中
の
明
方
の
月
」（
竹
林
抄
・
秋
・
四
七
五
・
心
敬
）。「
住
み
が
た
き
山
に
は
な
ど
か
入
り
ぬ
ら
ん
／
峰
の
柴

屋
の
明
方
の
月
」（
老
葉
・
秋
・
四
三
九
／
四
四
〇
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
か
た
ぶ
く
」
か
ら
、
月
が
沈
み
か
け
た
様
子
を
連
想
し
て
、「
明
方
の
月
」
を
付
け
た
。
庵
の
周
り
を
囲
っ
て
い
な

い
か
ら
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
沈
み
か
け
た
低
い
位
置
の
月
で
も
見
え
る
と
す
る
。

　【
一
句
立
】
袖
の
涙
に
、
明
け
方
に
な
っ
て
も
ま
だ
出
て
い
る
月
が
映
っ
て
い
る
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
囲
っ
た
り
し
た
く
な
い
の
だ
よ
。
強
い
風
に
傾
い
て
し
ま
う
よ
う
な
、
柴
で
作
っ
た
粗
末
な
門
の
家
で
あ
っ
て

も
。）
だ
か
ら
こ
そ
、
涙
の
た
ま
っ
た
私
の
袖
に
は
、
明
け
方
に
な
っ
て
傾
き
沈
み
か
け
た
月
が
映
る
の
だ
。

（
二
折
　
表
　
七
）
袖
に
ぞ
う
つ
る
明
方
の
月

二
九
　
色
お
し
む
秋
の
縹
の
薄
衣
　
　
専
順

　【
式
目
】
秋
（
秋
）　
薄
衣
（
衣
類
）

　【
作
者
】
専
順

　【
語
釈
】
●
色
お
し
む
　
色
を
惜
し
む
。
こ
こ
は
、
月
草
で
染
め
た
縹
色
が
う
つ
ろ
い
や
す
い
の
を
惜
し
む
こ
と
で
あ
る
。「
月
草
の
縹
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の
帯
の
色
も
う
し
こ
な
た
か
な
た
の
う
つ
り
や
す
さ
に
」（
新
撰
和
歌
六
帖
・
月
草
・
二
〇
五
九
・
藤
原
信
実
）。
●
縹
　
露
草
（
月
草
）

の
花
で
染
め
た
、
薄
青
い
色
を
言
う
。「
花
田
帯
ト
ア
ラ
バ
、
夏
衣
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
初
雪
を
お
び
た
る
松
や
薄
縹
」（
行
助
句
集
・

一
四
八
三
）。
●
薄
衣
　
地
の
薄
い
衣
服
。
薄
衣
（
う
す
ぎ
ぬ
）。
夏
の
衣
服
で
あ
る
。「
涼
し
さ
は
時
し
も
同
じ
蟬
の
羽
に
あ
つ
ら
へ
て

け
る
薄
衣
か
な
」（
新
撰
和
歌
六
帖
・
な
つ
ご
ろ
も
・
一
七
二
四
・
藤
原
信
実
）。「
あ
ふ
ぎ
を
お
け
ど
風
ぞ
身
に
し
む
／
や
ぶ
れ
け
り
広

き
芭
蕉
葉
う
す
衣
」（
小
鴨
千
句
第
三
百
韻
・
三
四
／
三
五
・
日
晟
／
心
恵
）。

　【
付
合
】「
袖
」
の
縁
か
ら
「
衣
」
を
付
け
、
ま
た
「
月
」
か
ら
「
月
草
」
を
連
想
し
、「
月
草
」
で
染
め
た
「
縹
」
を
呼
び
こ
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
二
八
句
同
様
、
二
九
句
も
「
秋
（
飽
き
）
と
の
掛
詞
」、「
薄
衣
」
に
よ
り
恋
の
風
情
が
あ
る
。「
月
草
の
縹
の
帯
は
と
け
そ
め

ぬ
か
へ
ら
ぬ
色
を
誰
に
と
は
ま
し
」（
続
拾
遺
集
・
恋
三
・
九
二
二
・
衣
笠
家
良
）。

　【
一
句
立
】
季
節
は
夏
か
ら
秋
に
う
つ
ろ
い
、
薄
衣
の
う
つ
ろ
い
や
す
い
縹
色
を
惜
し
む
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
涙
の
た
ま
っ
た
私
の
袖
に
は
、
明
け
方
に
な
っ
て
も
ま
だ
出
て
い
る
月
が
映
っ
て
い
る
。）
そ
の
薄
い
月
の
色

を
惜
し
ん
で
い
る
こ
と
よ
。
秋
に
な
っ
て
も
縹
色
の
薄
衣
を
ま
と
い
な
が
ら
。

　【
考
察
】
従
来
、
和
歌
で
は
「
縹
の
帯
」
を
詠
む
も
の
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
な
「
縹
の
衣
」
の
作
例
と
し
て
、「
月
草
の
花
田
の
衣
う
つ

た
へ
に
秋
ぞ
う
つ
ろ
ふ
蓬
生
の
宿
」（
草
根
集
・
擣
衣
・
九
九
六
八
・
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
九
月
廿
日
詠
、
正
徹
千
首
四
三
八
に
再

録
）、「
月
草
の
縹
の
衣
う
つ
声
も
う
つ
ろ
ひ
弱
る
有
明
の
空
」（
宗
祇
集
・
聞
擣
衣
・
一
三
一
）
が
あ
り
、「
縹
の
衣
」
が
正
徹
に
と
り
あ

げ
ら
れ
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
祇
に
は
「
は
か
な
き
露
を
片
敷
の
袖
／
朝
顔
の
縹
の
衣
う
ち
わ
び
て
」（
萱
草
（
伊
地
知
本
）・

五
六
八
／
五
六
九
）
と
い
う
句
例
も
あ
る
。
空
色
の
「
帯
」
で
は
な
く
、
空
色
の
涼
し
げ
な
着
物
で
あ
る
「
衣
」
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、

印
象
も
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
。
二
九
句
「
縹
の
薄
衣
」
は
専
順
の
工
夫
で
あ
り
、
正
徹
の
周
辺
、
特
に
連
歌
師
た
ち
の
間
で
は
、

「
縹
」
と
い
う
語
の
使
い
方
に
関
し
て
、
連
歌
の
付
合
に
お
け
る
語
句
の
個
別
対
応
の
中
か
ら
、
従
来
詠
ま
れ
て
い
た
語
句
の
結
び
つ
き

（「
縹
の
帯
」）
を
微
妙
に
ず
ら
し
、
結
び
変
え
て
、
歌
語
で
は
な
い
新
た
な
語
句
（「
縹
の
衣
」）
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
よ
う
な
、
自
由

な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
六
句
の
場
合
と
同
様
、
宗
匠
心
敬
は
そ
う
し
た
ず
ら
し
を
許
し
な
が
ら
、
百
韻
を
張
行
し
て
い
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る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

（
二
折
　
表
　
八
）
色
お
し
む
秋
の
花
田
の
薄
衣

三
〇

　
帯
た
る
露
の
野
に
結
ぶ
比

　
　
心
敬

　【
式
目
】
秋
（
露
）　
露
（
降
物
）

　【
作
者
】
心
敬

　【
語
釈
】
●
帯
た
る
　「
帯
た
る
」
の
内
、「
帯
」
に
は
名
詞
の
「
帯
」
を
掛
け
て
い
る
。「
帯
ト
ア
ラ
バ
、
む
す
ぶ
　
花
田
」（
連
珠
合

璧
集
）。「
仲
絶
え
ば
か
ご
と
や
負
ふ
と
あ
や
ふ
さ
に
花
田
の
帯
は
取
り
て
だ
に
見
ず
」（
源
氏
物
語
・
紅
葉
賀
・
光
源
氏
）。「
月
草
の
一

花
ぞ
め
の
こ
ろ
も
へ
ず
／
空
に
お
び
た
る
雲
ぞ
棚
引
く
」（
顕
証
院
会
千
句
第
九
百
韻
・
七
五
／
七
六
・
宗
砌
／
竜
忠
）。
●
野
に
結
ぶ
　

露
が
野
原
に
置
く
。
和
歌
に
は
こ
の
語
句
は
な
く
、
連
歌
で
も
、
こ
の
語
句
を
露
に
対
し
て
用
い
た
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、「
蟬

の
羽
の
衣
お
り
た
つ
泉
か
な
／
袂
涼
し
く
結
ぶ
朝
露
」（
寛
正
四
年
六
月
廿
三
日
唐
何
百
韻
「
蟬
の
羽
の
」・
発
句
／
脇
・
道
賢
／
勝
元
）

等
、「
露
」
が
「
結
ぶ
」
と
い
う
形
で
心
敬
参
加
百
韻
の
用
例
は
あ
る
。「
結
ト
ア
ラ
バ
、
帯
　
露
」（
連
珠
合
璧
集
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
花
田
」
に
「
帯
」
を
付
け
、
付
句
内
に
は
「
帯
」
と
「
露
」
の
両
方
の
縁
語
と
し
て
「
結
ぶ
」
を
入
れ
て
い
る
。

ま
た
、
前
句
の
「
衣
」
の
縁
か
ら
も
「
帯
」
が
入
る
。
掛
詞
を
核
と
し
て
縁
語
を
ち
り
ば
め
、
句
境
転
換
を
促
し
た
句
で
あ
る
。

　【
一
句
立
】
草
が
帯
び
た
露
が
野
に
玉
と
な
っ
て
置
く
頃
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
季
節
は
夏
か
ら
秋
に
う
つ
ろ
い
、
う
つ
ろ
い
や
す
い
色
が
惜
し
ま
れ
る
、
縹
色
の
薄
衣
。）
涼
し
さ
に
、
草
が

帯
び
て
い
る
露
が
野
原
に
玉
と
置
く
よ
う
に
な
る
頃
だ
。
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（
二
折
　
表
　
九
）
帯
た
る
露
の
野
に
む
す
ぶ
比

三
一

　
真
萩
原
い
づ
く
あ
れ
ど
も
朝
に
て

　
　
実
中

　【
式
目
】
秋
（
真
萩
原
）

　【
作
者
】
実
中

　【
語
釈
】
●
真
萩
原
　
萩
原
。「
真
萩
」
は
萩
の
美
称
。「
真
萩
原
露
に
う
つ
ろ
ふ
月
の
色
も
花
に
な
り
行
く
曙
の
原
」（
玉
葉
集
・
秋
上
・

五
〇
四
・
西
園
寺
実
兼
）。「
真
萩
原
露
の
し
ろ
地
を
お
り
か
へ
て
紫
深
き
唐
錦
か
な
」（
為
重
集
・
萩
如
錦
・
二
四
八
）。「
今
宵
や
野
辺

の
露
の
か
り
ふ
し
／
庵
し
め
む
夕
風
に
ほ
ふ
真
萩
原
」（
宗
祇
独
吟
寛
正
年
間
何
船
百
韻
「
は
ら
ふ
べ
き
」・
五
〇
／
五
一
）。
萩
の
花
は

秋
の
代
表
的
な
花
で
あ
る
。「
秋
の
野
は
花
の
色
々
お
ほ
か
れ
ど
萩
の
錦
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
」（
新
続
古
今
集
・
秋
上
・
三
九
七
・
藤
原

頼
輔
）。
●
い
づ
く
あ
れ
ど
も
　「
い
づ
く
は
あ
れ
ど
も
」
の
略
で
、
ど
こ
で
も
そ
う
だ
が
の
意
で
あ
ろ
う
。「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ

れ
ど
塩
竈
の
浦
こ
ぐ
舟
の
つ
な
で
か
な
し
も
」（
古
今
集
・
東
歌
・
一
〇
八
八
）。
●
朝
に
て
　
朝
の
様
子
で
あ
っ
て
。「
朝
に
て
（
こ
そ

よ
し
）」
の
意
か
。
萩
の
花
は
暁
の
露
に
ぬ
れ
て
花
開
く
。「
暁
の
露
に
鹿
鳴
い
て
花
始
め
て
発ひ

ら

く
」（
和
漢
朗
詠
集
・
萩
・
二
八
二
）。「
高

円
の
野
辺
の
秋
萩
こ
の
ご
ろ
の
暁
露
に
咲
き
に
け
る
か
も
」（
万
葉
集
・
秋
雑
・
一
六
〇
五
・
大
伴
家
持
、
玉
葉
集
四
九
四
に
再
録
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
露
」
に
「
萩
」
を
付
け
た
。「
萩
の
露
玉
に
ぬ
か
む
と
と
れ
ば
け
ぬ
よ
し
見
む
人
は
枝
な
が
ら
見
よ
」（
古
今
集
・

秋
上
・
二
二
二
・
詠
み
人
し
ら
ず
）。

　【
一
句
立
】
萩
原
は
、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
暁
露
に
ぬ
れ
て
花
を
開
く
朝
の
様
が
一
番
す
ば
ら
し
い
の
で
あ
っ
て
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
涼
し
さ
に
、
草
が
帯
び
た
露
が
野
に
玉
と
な
っ
て
置
く
頃
、）
萩
の
野
原
は
、
ど
こ
の
原
で
も
そ
う
だ
が
、
そ

ん
な
涼
し
い
朝
の
様
子
が
一
番
す
ば
ら
し
い
の
だ
。

　【
考
察
】
萩
の
花
は
、
春
の
桜
の
花
を
「
花
の
錦
」
と
賞
讃
す
る
の
に
対
し
て
、「
萩
の
錦
」
と
表
現
さ
れ
対
比
さ
れ
て
、
そ
の
美
し
さ

を
詠
ま
れ
る
（
語
釈
に
挙
げ
た
藤
原
頼
輔
歌
な
ど
）。
歌
題
に
も
「
萩
如
錦
」
が
十
四
世
紀
か
ら
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
正
徹
、
心
敬

ら
に
は
、
漢
語
「
夜
の
錦
」
を
使
っ
て
、
夜
見
て
も
そ
の
美
し
さ
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
徹
は
「
と
は
れ
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ね
ば
庭
に
日
影
は
さ
し
な
が
ら
萩
の
錦
ぞ
暗
き
夜
の
闇
」（
草
根
集
・
閑
庭
萩
・
八
一
六
〇
・
享
徳
二
年
七
月
廿
日
詠
）
と
、
誰
に
も
見

て
も
ら
え
な
い
萩
は
「
夜
の
錦
」（
暗
く
て
見
え
な
い
の
で
、
か
い
の
な
い
こ
と
）
と
同
じ
と
詠
み
、
心
敬
も
「
宮
城
野
や
夜
の
錦
の
色

な
ら
ぬ
小
萩
が
露
に
や
ど
る
月
か
な
」（
心
敬
集
・
四
六
）
と
詠
む
。
こ
う
し
た
形
容
の
仕
方
と
、
語
釈
の
例
に
出
し
た
、『
和
漢
朗
詠
集
』

二
八
二
の
漢
詩
例
か
ら
、
萩
の
花
は
、
暁
の
露
に
開
き
初
め
た
み
ず
み
ず
し
い
美
し
さ
を
最
も
よ
し
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
折
　
表
　
十
）
真
萩
原
い
づ
く
あ
れ
ど
も
朝
に
て

三
二
　
夕
ぞ
つ
ら
き
花
の
う
つ
ろ
ふ
　
　
宗

　【
式
目
】
花
（
春
）

　【
作
者
】
勝
元

　【
語
釈
】
●
夕
ぞ
つ
ら
き
　
夕
暮
れ
時
が
つ
ら
い
気
持
ち
な
の
だ
。「
吹
き
し
を
り
身
に
し
む
色
の
風
よ
り
も
夕
ぞ
つ
ら
き
秋
の
思
ひ
は
」

（
建
保
元
年
七
月
内
裏
歌
合
・
暮
恋
・
三
六
・
藤
原
忠
定
）。「
朝
顔
は
ほ
ど
な
き
か
げ
を
盛
り
に
て
／
た
だ
夕
暮
は
う
く
つ
ら
き
頃
」（
文

安
月
千
句
第
八
百
韻
・
九
五
／
九
六
・
聖
阿
／
良
珍
）。
●
花
の
う
つ
ろ
ふ
　
花
が
色
あ
せ
、
散
る
。「
萩
原
や
下
葉
色
づ
く
夕
露
に
散
り

が
た
見
せ
て
花
ぞ
う
つ
ろ
ふ
」（
嘉
元
百
首
・
萩
・
一
一
三
〇
・
小
倉
実
教
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
朝
」
に
相
対
さ
せ
て
「
夕
」
を
付
け
る
。
恋
人
の
来
な
い
の
を
悲
し
む
意
と
し
て
使
わ
れ
る
語
句
「
夕
ぞ
つ
ら
き
」

を
、
花
に
用
い
た
。
付
合
で
は
う
つ
ろ
う
花
は
萩
の
花
で
あ
り
、
前
句
の
考
察
で
見
た
よ
う
に
、
せ
っ
か
く
の
萩
の
花
も
見
え
な
く
な
っ

て
は
何
の
甲
斐
も
な
い
の
で
あ
る
。

　【
一
句
立
】
夕
暮
れ
時
は
う
ら
め
し
い
こ
と
よ
。
暗
く
な
る
に
つ
れ
て
、
花
は
色
あ
せ
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
秋
萩
の
野
原
は
、
ど
こ
の
野
原
で
あ
っ
て
も
、
花
が
露
に
咲
き
始
め
る
朝
が
最
も
輝
か
し
く
見
え
る
こ
と
だ
。）

そ
れ
に
対
し
て
、
夕
暮
れ
時
は
う
ら
め
し
い
こ
と
よ
。
暗
く
な
る
に
つ
れ
て
、
花
は
色
あ
せ
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
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（
二
折
　
表
　
十
一
）
夕
ぞ
つ
ら
き
花
の
う
つ
ろ
ふ

三
三

　
明
日
ま
で
を
春
の
日
数
と
思
は
ば
や

　
　
頼
宣

　【
式
目
】
春
（
春
）

　【
作
者
】
頼
宣

　【
語
釈
】
●
明
日
ま
で
　
一
日
余
分
に
明
日
ま
で
。「
明
日
ま
で
も
ち
ら
で
見
る
べ
き
花
な
ら
ば
暮
れ
行
く
日
を
ば
嘆
か
ざ
ら
ま
し
」（
重

家
集
・
花
下
日
暮
・
五
八
三
）。
●
日
数
　
一
定
の
日
数
。「
春
の
日
数
」
は
春
の
季
節
の
日
数
。「
く
れ
て
行
く
春
の
日
数
も
花
の
色
も

う
つ
り
は
て
ぬ
る
夕
暮
れ
の
空
」（
紫
禁
和
歌
集
・
九
三
六
）。「
と
ど
め
ん
か
た
も
長
き
別
れ
路
／
花
の
散
る
春
の
日
数
の
今
日
つ
き
て
」

（
美
濃
千
句
第
四
百
韻
・
五
四
／
五
五
・
圭
祐
／
専
順
）。

　【
付
合
】
前
句
の
「
夕
」
を
春
の
最
終
日
の
夕
暮
れ
と
と
ら
え
、
春
を
惜
し
む
心
情
を
詠
ん
だ
。
付
句
の
第
一
句
の
「
明
日
ま
で
」
も

恋
の
語
句
と
し
て
使
わ
れ
る
事
が
多
く
、
前
句
の
「
夕
ぞ
つ
ら
き
」
と
の
間
に
、
恋
情
の
イ
メ
ー
ジ
の
つ
な
が
り
を
漂
わ
せ
る
。「
生
き

て
よ
も
明
日
ま
で
人
も
つ
ら
か
ら
じ
こ
の
夕
暮
を
と
は
ば
と
へ
か
し
」（
新
古
今
集
・
恋
四
・
一
三
二
九
・
式
子
内
親
王
）。

　【
一
句
立
】
せ
め
て
明
日
ま
で
を
ま
だ
春
の
日
数
だ
と
思
い
た
い
も
の
だ
。

　【
現
代
語
訳
】（
前
句
　
夕
暮
れ
時
は
う
ら
め
し
い
こ
と
よ
。
暗
く
な
る
に
従
い
、
花
は
色
あ
せ
て
散
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。）
だ
が
、

今
日
で
春
が
終
わ
り
だ
と
思
わ
ず
、
せ
め
て
明
日
ま
で
を
ま
だ
春
の
日
数
だ
と
思
い
た
い
も
の
だ
。
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A Translation and an Annotation of Nadeshiko-no-Hyakuin 
in the Collection of Waseda University Library (II)

 ITO Nobue and OKUDA Isao

 This paper is a translation and an annotation of Nadeshiko-no-Hyakuin, which 
is in the collection of Waseda University Library. For each poem from the 13th to 
33rd, it shows the rule for making rengas (shikimoku), meanings of terms, a 
translation of the poem, and one under the combination with the former one, and 
finally it gives an interpretation to it. This is a joint work with Professor Okuda.


