
『
更
級
日
記
』
小
考

－
　
「
あ
さ
み
ど
り
」
　
の
歌
と
源
資
通
　
－

西

　

山

　

秀

　

人

『
更
級
日
記
』
　
は
、
少
女
時
代
よ
り
晩
年
ま
で
の
約
四
十
年
に
及
ぶ
菅
原
孝
標
女
の
生
涯
を
綴
r
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
‖
上
洛
の
記
、
臼
家
居
の
記
、
日
宮
仕
え
の
記
、
囲
物
詣
で
の
記
、
㈲
晩
年
の
記
の
五
部
に
お
お
む
ね
分
類
さ
れ
、

物
語
へ
の
憧
博
と
神
仏
へ
の
信
仰
と
い
う
二
極
対
立
の
視
座
か
ら
人
生
を
顧
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
全
編
に
わ
た
っ
て
看
取

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
臼
宮
仕
え
の
記
は
、
長
暦
三
年
　
（
一
〇
三
九
）
作
者
三
二
歳
の
頃
、
後
朱
雀
天
皇
皇
女
祐
子
内
親
王

へ
の
初
出
仕
の
模
様
を
記
し
た
四
九
段
に
始
ま
り
、
長
久
三
年
二
〇
四
二
）
　
～
寛
徳
元
年
（
一
〇
四
四
）
　
に
お
け
る
源
資

通
と
の
邁
道
を
緩
々
語
っ
た
六
〇
段
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
記
事
を
指
す
が
、
中
で
も
六
〇
段
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
多
く

の
紙
幅
を
割
き
、
『
源
氏
物
語
』
　
に
範
を
仰
ぎ
つ
つ
、
理
想
的
な
王
朝
美
の
世
界
を
現
出
し
て
い
る
。

作
者
と
資
通
と
の
出
合
い
は
十
月
朔
日
、
「
ほ
し
の
ひ
か
り
だ
に
見
え
ず
く
ら
き
に
」
時
雨
そ
ぼ
降
る
夜
、
高
倉
殿
で
催

さ
れ
た
不
断
経
の
折
で
あ
っ
た
。
「
お
と
な
し
く
し
づ
や
か
な
る
け
は
ひ
に
て
物
な
ど
い
」
う
人
で
、
作
者
も
「
く
ち
お
し

か
ら
ざ
な
り
」
と
好
印
象
を
持
つ
。
し
か
も
、
「
世
の
つ
ね
の
う
ち
つ
け
の
け
さ
う
び
て
な
ど
も
い
ひ
な
さ
ず
、
世
中
の
あ

は
れ
な
る
こ
と
ゞ
も
な
ど
」
を
語
る
の
で
、
さ
す
が
に
黙
り
こ
く
つ
て
も
い
ら
れ
ず
、
朋
輩
女
房
と
と
も
に
応
対
し
て
い
る

と
、
や
が
て
話
題
は
春
秋
の
定
め
に
及
ん
で
ゆ
く
。
秋
に
心
を
寄
せ
る
朋
輩
に
対
し
て
、
作
者
は
春
を
よ
し
と
し
て
、
「
あ

『
更
級
日
記
』
小
考



語

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

さ
緑
花
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
つ
、
お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月
」
と
詠
じ
た
と
こ
ろ
、
資
通
は
こ
の
歌
を
「
返
ゝ
う
ち
ず

ん
じ
て
」
、
「
こ
よ
ひ
よ
り
後
の
い
の
ち
の
も
し
も
あ
ら
ば
さ
は
春
の
夜
を
か
た
み
と
お
も
は
む
」
と
返
歌
、
さ
ら
に
斎
宮
の

雪
の
夜
の
思
い
出
と
冬
の
月
の
興
趣
に
つ
い
て
語
り
、
今
宵
は
「
斎
富
の
雪
の
夜
に
お
と
る
べ
き
心
ち
も
せ
ず
な
む
」
と
い

う
一
言
を
残
し
て
去
っ
て
い
く
。

そ
の
後
の
邁
近
譜
に
つ
い
て
は
省
略
に
従
う
が
、
資
通
が
上
掲
「
あ
さ
み
ど
り
」
　
の
一
首
を
返
す
返
す
吟
詠
し
た
の
は
、

本
当
に
　
「
此
の
歌
を
感
賞
し
た
」
　
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
当
該
歌
は
、
詠
作
事
情
を
や
や
異
に
し
な
が
ら
も
『
新

（

4

）
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（

6

）

古
今
集
』
　
に
採
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
か
　
「
作
者
の
歌
の
中
で
、
も
っ
と
も
美
し
い
、
す
ぐ
れ
た
も
の
」
「
幽
艶
な
す
ぐ
れ
た
歌
」

と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
的
な
視
点
か
ら
当
該
歌
の
詠
風
を
捉
え
て
み
る
と
、
「
異
質

で
は
な
い
が
当
代
一
般
の
慣
用
的
情
趣
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
」
　
い
よ
う
で
あ
り
、
『
新
古
今
集
』
　
へ
の
入
集
を
も
っ
て
当

該
歌
を
日
記
随
一
の
秀
歌
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
ろ
う
。
今
な
お
解
釈
に
揺
れ
が
み
ら
れ
、
決
し
て
明

解
と
は
い
え
な
い
当
該
歌
を
な
ぜ
資
通
が
繰
り
返
し
吟
詠
し
た
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
卑
見
を
述
べ
て
み
た

い。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
あ
さ
み
ど
り
」
　
の
歌
は
次
に
挙
げ
る
資
通
の
春
秋
優
劣
論
を
踏
ま
え
た
上
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

春
秋
の
事
な
ど
い
ひ
て
、
「
時
に
し
た
が
ひ
見
る
こ
と
に
は
、
葡
萄

矧
笥
丹
日
動
1
引
封
町
利
匂
¶
1
日
到
引
見
甲
引
当
剖
引
け
風
幻
相
和
に
、
琵
琶
の
ふ
か
う
で
う
ゆ
る
、
か
に



ひ
き
な
ら
し
た
る
、
い
と
い
み
じ
く
き
こ
ゆ
る
に
、
又
秋
に
な
り
て
、
月
い
み
じ
う
あ
か
き
に
、
そ
ら
は
き
り
わ
た
り

た
れ
ど
、
手
に
と
る
ば
か
り
さ
や
か
に
す
み
わ
た
り
た
利
に
、
か
ぜ
の
を
と
、
む
し
の
こ
ゑ
、
と
り
あ
つ
め
た
る
心
地

す
る
に
、
撃
の
こ
と
か
き
な
ら
さ
れ
た
る
、
ゐ
や
う
定
の
ふ
き
す
ま
さ
れ
た
る
は
、
な
ぞ
の
春
と
お
ぼ
ゆ
か
し
。
又
、

さ
か
と
お
も
へ
ば
、
冬
の
夜
の
、
そ
ら
さ
へ
さ
え
わ
た
り
い
み
じ
き
に
、
ゆ
き
の
ふ
り
つ
も
り
、
ひ
か
り
あ
ひ
た
る

に
、
ひ
ち
り
き
の
わ
な
ゝ
き
い
で
た
る
は
、
春
秋
も
み
な
わ
す
れ
ぬ
か
し
」
と
い
ひ
っ
ゞ
け
て
、
「
耳
「
拙
可
射
御
心

日
当
割
引
」
と
ゝ
ふ
に
、
秋
の
夜
に
心
を
よ
せ
て
こ
た
へ
給
を
、
「
さ
の
み
お
な
じ
さ
ま
に
は
い
は
じ
」
と
て
、

あ
さ
緑
花
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
つ
～
お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
春
の
夜
の
月

と
こ
た
へ
た
れ
ば
、
返
ゝ
う
ち
ず
ん
じ
て
、
「
さ
は
、
秋
の
よ
は
お
ぼ
し
す
て
つ
る
な
ゝ
り
な
。

こ
よ
ひ
よ
り
後
の
い
の
ち
の
も
し
も
あ
ら
ば
さ
は
春
の
夜
の
か
た
み
と
お
も
は
む
」

と
い
ふ
に
、
秋
に
心
よ
せ
た
る
人
、

人
は
み
な
春
に
心
を
よ
せ
つ
め
り
我
の
み
や
見
む
秋
の
よ
の
月

（六〇段）

傍
線
部
A
で
語
ら
れ
た
霞
に
け
ぶ
る
騰
月
夜
の
イ
メ
ー
ジ
に
　
「
花
」
を
添
え
て
一
首
に
仕
立
て
て
い
る
。
そ
の
表
現
形
成

に
際
し
て
は
、
佐
藤
和
書
氏
が
指
摘
さ
れ
た
、

不
明
不
暗
騰
胱
月

①
て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は
て
ぬ
葡
卯
刻
の
封
．
図
割
矧
刻
に
し
く
物
ぞ
な
き
　
（
千
里
集
・
7
2
）

九
月
十
五
日
宮
の
御
念
仏
は
じ
め
ら
れ
け
る
夜
、
あ
そ
び
な
ど
せ
ら
れ
て
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
ふ
る
き
事
な
ど

『

更

級

日

記

」

小

孝

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三



四

語
る

お
も
ふ
心
を
人
々
読
み
け
る
に

②
古
へ
を
こ
ふ
る
涙
に
く
ら
さ
れ
て
お
ぼ
ろ
に
み
ゆ
る
秋
叫
封
叫
矧
（
公
任
集
・
4
8
4
）

春
の
夜
の
月

③
く
も
り
な
き
そ
ら
も
か
す
み
に
卵
割
副
．
旬
刊
ひ
か
り
に
あ
か
ぬ
副
引
叫
句
叫
柳
（
頼
長
集
・
7
）

な
ど
の
先
躍
詠
に
依
拠
し
た
可
能
性
も
少
な
く
な
い
が
、
加
え
て
、

④
い
づ
れ
を
か
え
だ
と
も
わ
か
む
あ
を
や
ぎ
の
は
な
も
ひ
と
つ
に
あ
さ
み
ど
り
な
る
　
（
近
江
御
息
所
歌
合
・
柳
・
2
）

二
月
庚
申
に
、
女
房
ど
も
お
き
ゐ
て
あ
か
す
に
い
ひ
や
る

⑤
刷
封
な
ら
ば
を
り
あ
か
し
て
も
あ
り
な
ま
し
料
雪
柳
（
高
遠
集
・
聖

の
存
在
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
あ
さ
み
ど
り
」
　
は
平
安
和
歌
で
は
上
掲
④
を
筆
頭
に
新
芽
の
形
容
と
し
て
詠
ま
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、

⑥
あ
さ
み
ど
り
か
ひ
あ
る
春
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
か
す
み
な
ら
ね
ど
た
ち
の
ぼ
り
け
り
　
（
大
和
物
語
・
1
4
6
段
）

（10）

⑦
あ
さ
み
ど
り
は
る
た
つ
そ
ら
に
う
ぐ
ひ
す
の
は
つ
こ
ゑ
ま
た
ぬ
ひ
と
は
あ
ら
じ
な

（
和
漢
朗
詠
集
・
上
・
鴬
・
7
3
、
麗
景
殿
女
御
）

な
ど
と
同
様
、
春
霞
の
色
を
形
容
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、

⑧
あ
さ
み
ど
り
は
な
の
に
し
き
を
は
る
が
す
み
い
く
ら
と
し
り
て
い
そ
ぎ
た
つ
ら
む
　
（
尊
経
閣
文
庫
本
元
輔
集
・
1
3
6
）

の
よ
う
な
例
な
ら
と
も
か
く
、
当
該
歌
の
場
合
は
春
の
草
木
と
は
関
わ
り
な
く
「
あ
さ
緑
花
も
ひ
と
つ
に
…
」
と
続
け
て
お

り
、
そ
れ
が
一
首
の
解
釈
を
揺
る
が
せ
て
い
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
資
通
の
歌
作
に
は
夏
の
月
を
詠
じ
た
、



五

⑨
な
に
を
か
は
あ
く
る
し
る
し
と
思
ふ
べ
き
ひ
る
に
か
は
ら
ぬ
夏
の
夜
の
つ
き
　
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
2
2
3
）

を
見
る
が
、
そ
の
詠
風
は
い
た
っ
て
平
明
で
、
風
流
人
の
彼
を
も
っ
て
し
て
も
当
該
歌
の
主
意
を
即
座
に
つ
か
み
得
た
か
ど

う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
資
通
が
当
該
歌
を
「
返
ゝ
う
ち
ず
ん
じ
」
た
の
は
、
鼎
立
す
る
月
の
美
に
言
及
し
た
自
身

の
こ
と
ば
を
承
け
て
、
種
々
の
既
成
表
現
を
効
果
的
に
摂
取
す
る
こ
と
で
と
っ
さ
の
応
答
を
も
の
し
た
作
者
の
機
転
に
感
服

し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
歌
意
が
理
解
し
が
た
い
た
め
に
何
度
も
吟
詠
し
た
と
い
う
見
方
も
可
能
だ
が
、
当

該
歌
を
承
け
て
即
「
…
さ
は
春
の
夜
を
か
た
み
と
お
も
は
む
」
と
い
う
返
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当
該
歌
の

出
来
ば
え
に
不
満
を
覚
え
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
傍
線
部
D
の
「
い
づ
れ
に
か
御
心
と
ゞ
ま
る
」
と
い
う
彼
の
問
い
か

け
は
、
お
そ
ら
く
初
め
か
ら
孝
標
女
に
標
的
を
し
ぼ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
女
の
文
学
的
才
覚
を
見
よ
う
と
し
た
一
種
の

「
試
問
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
孝
標
女
は
当
意
即
妙
の
和
歌
を
も
っ
て
応
答
し
た
の
で
、
資

通
は
合
格
の
意
を
込
め
た
返
歌
を
与
え
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
資
通
の
返
歌
が
当
該
歌
の
表
現
を
全
く
無
視
し
た
、

会
話
体
の
詠
み
ぶ
り
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。

右
の
よ
う
に
推
察
す
る
理
由
を
も
う
一
つ
挙
げ
た
い
。
前
引
の
資
通
の
優
劣
論
を
和
歌
的
見
地
か
ら
分
析
し
て
み
る
と
、

実
は
　
『
源
氏
物
語
』
　
か
ら
の
影
響
の
み
な
ら
ず
後
掲
恵
慶
法
師
詠
と
の
関
連
も
窺
わ
れ
、
作
者
は
そ
の
引
歌
に
呼
応
す
る
形

で
当
該
歌
を
詠
じ
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
傍
線
部
B
で
、
秋
の
月
光
の
澄
み
切
っ
た
明
る
さ
を

「
手
に
と
る
ば
か
り
」
と
形
容
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
源
氏
物
語
』
　
の
、

⑲
め
ぐ
り
来
て
手
に
と
る
ば
か
り
さ
や
け
き
ゃ
淡
路
の
島
の
あ
は
と
見
し
月
　
（
校
風
）

に
依
拠
し
た
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
　
『
源
註
拾
遺
』
　
『
源
注
余
滴
』
は
証
歌
と
し
て
、

「
更
級
日
記
」
小
考



六

浩
る

東
山
に
て
、
月
あ
か
き
夜

⑪
久
万
は
手
に
と
る

は
か
り
な
り
に
け
り
く
も
の
ゐ
る
て
ふ
て
ら
に
や
ど
り
て
　
（
恵
慶
集
・
8
2
）

の
恵
慶
詠
を
挙
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
⑲
か
ら
の
影
響
を
想
定
す
る
に
と
ど
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冬
の

夜
の
情
趣
を
語
っ
た
傍
線
部
C
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
『
堀
氏
物
語
』
朝
顔
巻
の
「
冬
の
夜
の
澄
め
る
月
に
雪

の
光
り
あ
ひ
た
る
空
こ
そ
」
云
々
の
叙
述
に
加
え
て
、

冬
の
よ
の
月

⑲
あ
ま
の
は
ら
そ
ら
さ
へ
さ
え
や
ま
さ
る
ら
む
こ
ほ
り
と
見
ゆ
る
冬
の
よ
の
月
　
（
恵
慶
集
・
1
1
6
）

の
一
首
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
推
察
に
立
て
ば
、
作
者
は
「
そ
ら
さ
へ
さ
え
わ
た
り
」
　
の
引
歌
を

即
座
に
恵
慶
詠
と
看
破
し
、
そ
れ
に
呼
応
す
べ
く
当
該
歌
の
詠
出
に
際
し
て
「
…
…
見
ゆ
る
～
の
夜
の
月
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
を
意
図
的
に
用
い
た
と
い
う
見
方
も
可
能
と
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
⑲
は
　
『
古
今
六
帖
』
　
の
ほ
か
　
『
拾
遺
抄
』
　
『
拾
遺
集
』

に
も
採
ら
れ
、
ま
た
日
記
中
に
は
同
じ
く
恵
慶
詠
の
、

河
原
院
の
い
づ
み
の
も
と
に
す
ず
み
侍
り
て

⑲
松
影
の
い
は
ゐ
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
夏
な
き
と
し
と
思
ひ
け
る
か
な
　
（
拾
遺
集
・
夏
・
1
3
1
）

を
踏
ま
え
た
と
思
し
い
、

お
く
山
の
．
い
．
し
み
水
到
む
l
す
l
甜
励
相
可
あ
か
ぬ
も
の
と
は
い
ま
の
み
や
し
る

（
三
一
段
、
「
四
月
つ
ご
も
り
が
た
、
さ
る
べ
き
ゆ
へ
あ
り
て
、
東
山
な
る
所
へ
う
つ
ろ
ふ
。
…
」
）

も
見
出
し
得
る
。
作
者
が
傍
線
部
C
の
発
言
か
ら
⑲
の
恵
慶
詠
の
一
節
を
想
起
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。



七

も
ち
ろ
ん
、
上
述
し
た
よ
う
に
当
該
歌
が
種
々
の
既
成
表
現
に
寄
り
す
が
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
だ
が
、
引
歌

と
な
っ
た
恵
慶
詠
と
対
応
性
を
持
た
せ
、
し
か
も
傍
線
部
で
語
ら
れ
た
春
の
臓
月
の
情
趣
を
も
表
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

な
り
の
工
夫
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
資
通
は
、
そ
う
し
た
作
者
の
機
転
と
細
や
か
な
配
慮
に
感
じ
入
り
、
当

該
歌
を
返
す
返
す
吟
詠
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
資
通
に
対
す
る
こ
う
し
た
作
者
の
心
配
り
は
、
そ
の
翌
年
八
月
、
宮
中
で
の
再
会
時
に
詠
ま
れ
た
、

な
に
さ
ま
で
思
い
で
け
む
な
を
ざ
り
の
こ
の
は
に
か
け
し
ゝ
ぐ
れ
ば
か
り
を
　
（
六
〇
段
）

の
一
首
に
お
い
て
も
窺
い
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
歌
は
「
時
雨
の
夜
こ
そ
、
か
た
時
わ
す
れ
ず
こ
ひ
し
く
侍
れ
」
と
い
う

資
通
の
こ
と
ば
を
承
け
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
表
現
形
成
に
際
し
て
は
お
そ
ら
く
馬
内
侍
の
、

十
月
ば
か
り
、
お
も
へ
る
こ
と
よ
み
て
と
宮
よ
り
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

⑲
ね
ぎ
め
し
て
た
れ
か
聞
く
ら
む
此
比
の
習
叫
を
　
（
馬
内
侍
集
・
1
4
3
）

に
依
拠
し
た
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑲
は
　
『
千
載
集
』
　
『
後
葉
集
』
　
『
続
詞
花
集
』
等
の
撰
集
類
に
採
ら
れ
、

（13）

中
世
以
降
は
馬
内
侍
の
代
表
歌
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
が
、
孝
標
女
の
時
代
に
お
い
て
も
、

⑮
引
例
可
動
叫
石
和
刷
を
見
て
も
な
ぐ
さ
め
よ
つ
ね
な
ら
ぬ
よ
ぞ
つ
ね
な
ら
ぬ
こ
と
（
尊
経
閣
文
庫
本
定
頼
集
・
1
1
2
）

⑲
秋
ふ
か
み
封
嘲
叫
嘩
両
に
笥
は
る
か
に
し
か
の
こ
ゑ
を
き
く
か
な
　
（
弁
乳
母
集
・
6
0
）

⑫
ね
覚
め
し
て
誰
か
又
困
り
さ
夜
千
鳥
お
と
な
ふ
秋
の
ふ
か
き
あ
は
れ
を

『
更
級
日
記
』
小
考



ノヽ

語
る

（
大
木
抄
・
巻
十
三
・
秋
雑
・
5
5
4
2
・
宣
旨
、
「
疎
子
内
親
王
家
歌
合
、
千
鳥
」
）

な
ど
、
⑭
か
ら
の
表
現
摂
取
を
想
定
し
う
る
歌
作
が
散
見
さ
れ
る
点
、
当
時
す
で
に
人
口
に
檜
英
し
て
い
た
も
の
と
思
し

い
。
作
者
と
資
通
と
の
出
会
い
は
昨
年
の
「
十
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
」
、
し
か
も
「
ほ
し
の
ひ
か
り
だ
に
見
え
ず
く
ら
き
に
、

う
ち
し
ぐ
れ
つ
ゝ
、
こ
の
は
に
か
ゝ
る
を
と
の
お
か
し
き
」
折
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
孝
標
女
は
時
雨
の
夜
の
想
い

出
を
よ
り
鮮
明
化
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
と
し
て
、
⑲
の
表
現
を
自
詠
に
織
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
こ
と
な

が
う
こ
た
ふ
べ
き
ほ
ど
」
で
は
な
い
と
慌
た
だ
し
く
詠
ま
れ
た
「
な
に
さ
ま
で
」
　
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
を
つ
ぶ
さ
に

見
て
い
く
と
、
先
の
「
あ
さ
み
ど
り
」
　
の
歌
と
同
様
、
作
者
の
資
通
に
対
す
る
配
慮
が
感
じ
取
れ
よ
う
。
な
お
、
後
に
資
通

は
朋
輩
女
房
を
訪
ね
て
返
歌
を
託
し
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
歌
は
伝
わ
ら
な
い
。

以
上
、
本
稿
で
は
『
更
級
日
記
』
　
に
お
け
る
源
資
通
と
の
避
退
澤
に
焦
点
を
当
て
、
資
通
が
「
あ
さ
み
ど
り
」
の
歌
を

「
返
…
フ
ち
ず
ん
じ
」
た
理
由
に
つ
い
て
従
来
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
検
討
を
施
し
て
き
た
。
資
通
は
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
歌
そ
の
も
の
よ
り
も
作
者
の
当
意
即
妙
の
応
答
ぶ
り
に
感
服
し
、
ゆ
え
に
当
該
歌
を
何
度
も
吟
詠
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
一
応
の
結
論
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
既
成
表
現
を
巧
み
に
摂
取
し
っ
つ
折
に
あ
っ
た
和
歌
を
詠
も
う
と
す
る
孝
標

女
の
歌
作
態
度
は
、
も
っ
と
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

紙
幅
の
制
約
も
あ
っ
て
触
れ
得
な
か
っ
た
が
、
資
通
と
の
邁
近
澤
自
体
、
「
作
者
の
意
識
下
の
願
望
が
生
み
出
し
た
一
場

（14）

の
夢
物
語
」
で
あ
っ
た
可
能
性
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
彼
の
よ
う
な
貴
公
子
に
自
詠
を
感
賞
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
す
で
に
物

語
と
決
別
し
た
は
ず
の
作
者
を
し
て
も
な
お
止
め
や
ら
ぬ
　
「
あ
ら
ま
し
事
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
光
源
氏
を
地
で



九

行
く
よ
う
な
情
趣
た
っ
ぷ
り
の
資
通
の
語
り
口
が
、
す
べ
て
作
者
に
よ
っ
て
一
字
一
句
練
り
上
げ
ら
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
「
あ
さ
み
ど
り
」
以
下
の
対
資
通
詠
も
や
は
り
「
夢
物
語
」
　
の
一
コ
マ
と
し
て
新
た
に
詠
出
さ
れ
た
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
日
を
期
し
て
考
え
て
み
た
い
。

（2）

以
下
、
『
更
級
日
記
』
　
の
本
文
・
章
段
数
は
橋
本
不
美
男
・
杉
谷
寿
郎
・
小
久
保
崇
明
氏
『
更
級
日
記
　
翻
刻
・
校

注
・
影
印
』
　
（
昭
5
4
　
笠
間
書
院
）
　
に
拠
る
。
ま
た
、
歌
集
本
文
の
引
用
は
　
『
新
編
国
歌
大
観
』
、
散
文
本
文
の
引
用

は
　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
　
に
拠
る
。

中
嶋
朋
恵
氏
「
春
秋
優
劣
論
と
冬
の
月
」
　
（
『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
第
1
7
号
　
昭
5
9
・
3
）
　
は
、
本
段
の
春
秋

の
定
め
の
場
面
が
　
「
源
氏
物
語
の
、
春
秋
優
劣
論
か
ら
冬
へ
の
展
開
と
い
う
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
鼎
立
し
た
形
と

題
材
と
を
受
け
継
い
で
い
る
」
　
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

玉
井
幸
助
氏
『
更
級
日
記
新
註
』
　
（
昭
2
4
　
目
黒
書
店
）
。

『
新
古
今
集
』
　
の
詞
書
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
祐
子
内
親
王
ふ
ぢ
つ
ぼ
に
す
み
侍
り
け
る
に
、
女
房
う
へ
人
な
ど
、

さ
る
べ
き
か
ぎ
り
も
の
が
た
り
し
て
、
春
秋
の
あ
は
れ
い
づ
れ
に
か
心
ひ
く
な
ど
あ
ら
そ
ひ
侍
り
け
る
に
、
人
々
お

ほ
く
秋
に
心
を
よ
せ
侍
り
け
れ
ば
」
　
（
春
上
・
5
6
）
。

佐
伯
梅
友
氏
『
更
級
日
記
の
新
し
い
解
釈
』
　
（
昭
3
0
　
至
文
堂
）
。

関
根
慶
子
氏
『
講
談
社
学
術
文
庫
　
更
級
日
記
全
訳
注
（
下
）
』
　
（
昭
5
2
　
講
談
社
）
。

『
更
級
日
記
」
小
考
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一

〇

杉
谷
寿
郎
氏
「
更
級
日
記
－
宮
仕
え
記
事
を
通
し
て
」
　
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
4
7
年
4
月
号
）
。

小
谷
野
純
一
氏
『
更
級
日
記
全
評
釈
』
　
（
平
8
　
風
間
書
房
）
　
で
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
句
「
あ
さ
み
ど
り
」

を
空
の
色
の
形
容
と
み
る
か
、
春
霞
の
色
の
形
容
と
み
る
か
で
諸
注
解
釈
が
分
か
れ
る
。
後
述
。

「
更
級
日
記
歌
の
位
相
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
6
0
年
4
月
号
、
『
平
安
和
歌
文
学
表
現
論
』
平
5
有
精
堂
所
収
）
。

初
二
旬
は
「
は
る
た
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
三
吉
野
の
山
も
か
す
み
て
け
さ
は
見
ゆ
ら
ん
」
　
（
拾
遺
集
・
春
・
1
・

忠
卑
）
　
な
ど
に
み
る
類
型
的
発
想
に
依
拠
し
っ
つ
、
春
の
到
来
と
と
も
に
空
一
面
霞
み
わ
た
っ
た
情
景
を
詠
じ
た
も

の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
単
に
空
の
青
さ
を
形
容
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』
　
（
昭
5
2
　
笠
間
書
院
）
　
に
拠
る
。

注
2
論
文
。

そ
の
他
、
『
古
来
風
体
抄
』
　
『
時
代
不
同
歌
合
』
　
『
中
古
三
十
六
人
歌
合
』
　
『
新
歌
仙
』
　
『
女
房
三
十
六
人
歌
合
』
　
に
も
。

な
お
、
『
後
葉
集
』
　
の
詞
書
に
は
「
一
条
院
御
時
、
皇
后
宮
、
十
月
ば
か
り
の
よ
し
づ
か
に
て
し
ぐ
れ
し
け
る
に
、

う
た
よ
め
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
う
た
」
　
（
冬
・
4
0
2
）
　
と
あ
る
。

（
1
4
）
　
吉
岡
噴
氏
「
た
だ
木
ぞ
三
つ
立
て
る
」
　
（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
土
佐
日
記
　
蛸
蛤
日
記
　
紫
式
部
日
記
　
更
級

日
記
』
平
1
　
岩
波
書
店
所
収
）


