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は
じ
め
に

　

折
口
信
夫
・
釈
迢
空
（
以
後
迢
空
）
の
短
歌
作
品
の
内
、
特

に
全
歌
集
前
半
に
多
く
用
い
ら
れ
る「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」

の
表
現
は
、
こ
の
歌
人
な
ら
で
は
の
抒
情
的
な
気
分
を
た
た
え

た
語
彙
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
す
る
に
至
っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
例
の
持
つ
意
味
や
用
い
方
の

違
い
な
ど
と
合
わ
せ
て
、
か
つ
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る注

１

。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

釈
迢
空
短
歌
語
彙
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
ゆ
く
え

―
―
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―

中
　
西
　
洋
　
子

　

要
約
す
れ
ば
、
先
ず
二
つ
の
語
彙
が
既
成
の
語
彙
で
は
な
く

迢
空
自
身
の
造
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
た
と
え
ば
第
一
歌

集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
の
「
供
養
塔
」
に
お
い
て
、
連

作
五
首
の
内
四
首
が
そ
れ
ぞ
れ
二
首
ず
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
点

に
着
目
し
、
そ
の
主
た
る
必
然
性
を
折
口
が
何
日
に
も
わ
た
っ

て
続
け
た
民
俗
採
訪
の
、
徒
歩
に
よ
る
苛
酷
で
孤
独
な
旅
の
中

か
ら
見
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
こ
と
。
二
語
の
使
用
例
は
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こ
の
第
一
歌
集
と
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
に
ほ
ぼ
集
中

す
る
が
、
中
で
も
「
供
養
塔
」
の
場
合
は
ま
さ
に
こ
の
た
め
に

生
み
出
さ
れ
た
、
他
の
ど
の
よ
う
な
語
を
も
っ
て
し
て
も
叶
わ

な
い
最
適
な
使
用
例
で
あ
っ
た
、
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
を
進
め
る
便
宜
上
、
各
歌
集
に
み
ら
れ
る
二
語

の
使
用
例
に
つ
い
て
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

Ａ
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』（
22
）

Ｂ
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』（
28
注
１
拙
稿
訂
正
）

Ｃ
『
水
の
上
』（
19
）

Ｄ
『
遠
や
ま
ひ
こ
』（
13
）

Ｅ
『
天
地
に
宣
る
』（
２
）

Ｆ
『
倭
を
ぐ
な
』（
８
）

Ｇ
『
私
家
版
自
筆
歌
集
』（
２
）

Ｈ
『
短
歌
拾
遺
』（
３
）

（
以
下
、
歌
集
名
は
記
号
で
呼
ぶ
）

　

以
上
は
二
語
の
合
計
例
で
あ
り
（
活
用
形
、
既
成
の
類
似
語

も
含
む
）、
全
体
で
は
97
例
（
二
語
は
ほ
ぼ
同
数
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
内
使
用
例
の
最
も
多
い
Ｂ
よ
り
次
点
の
Ａ
を
先
の
前
稿
で

採
り
上
げ
た
理
由
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
Ｂ
『
春

の
こ
と
ぶ
れ
』
以
降
、
こ
の
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
は

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
く
の
か
。
Ａ
と
は
異
な
る
様
相
を

見
せ
る
の
か
、
そ
の
ゆ
く
え
に
お
の
ず
と
関
心
が
向
か
う
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
Ｂ
の
用
例
に
見
る
作
品
を
様
々
に
検
討
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
首
の
成
立
に
ど
の
よ
う

な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
同
時
に
、
造
語
に
よ
る
迢
空
的
抒
情
の
独
自
性
、
多
様
性

に
触
れ
る
こ
と
で
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
ゆ
く
え
を

追
う
意
味
も
合
わ
せ
持
つ
。

　

一

　

本
歌
集
は
一
九
三
〇
年
（
昭
５
）
梓
書
房
よ
り
刊
行
。
一
九

二
五
年
（
大
14
）
三
月
よ
り
一
九
二
九
年
（
昭
４
）
十
二
月
（
作

者
38
歳
よ
り
42
歳
）
ま
で
の
五
〇
一
首
を
収
め
る
。

　

こ
の
期
間
は
前
歌
集
に
引
き
続
き
、
愛
知
県
北
設
楽
郡
の
花

ま
つ
り
や
長
野
県
下
伊
那
郡
新
野
の
雪
ま
つ
り
、
能
登
半
島
の

採
訪
旅
行
（
２
回
）
土
佐
、
室
戸
岬
な
ど
主
に
採
訪
目
的
の
旅

が
目
立
つ
。
ま、

つ、

り、

と
い
う
民
俗
的
な
場
に
お
け
る
歌
の
新
分

野
を
拓
き
、
迢
空
独
自
の
世
界
を
創
出
し
た
。
ま
た
島
木
赤
彦
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の
葬
儀
に
出
席
し
、
旅
先
で
古
泉
千
樫
の
死
を
知
る
の
も
こ
の

時
期
で
あ
り
多
く
の
秀
作
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
羽
沢
の

家
」、「
人
ご
と
」、「
東
京
詠
物
集
」、「
門
中
瑣
事
」、「
昭
和
職

人
歌
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
日
常
身
辺
に
取
材
し
た
作
品

が
多
く
、
こ
の
点
に
Ａ
と
の
大
き
な
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い

る注
２

。
論
考
で
は
「
歌
の
円
寂
す
る
時
」、「
短
歌
本
質
成
立
の
時

代
」、「
水
の
女
」、『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
Ⅰ
お
よ
び
国
文
学

篇
、
と
い
っ
た
民
俗
学
的
方
法
に
よ
る
研
究
の
中
核
を
な
す
充

実
し
た
成
果
を
得
た
。

　

実
生
活
で
は
、
國
學
院
大
學
教
授
（
一
九
二
一
年
就
任
）
に

加
え
て
慶
應
義
塾
大
学
教
授
を
兼
任
し
、
生
活
も
安
定
し
て
き

た
。
没
年
ま
で
住
む
こ
と
に
な
る
品
川
区
大
井
出
石
町
に
転
居

し
、
門
弟
の
鈴
木
金
太
郎
・
藤
井
春
洋
と
同
居
す
る
な
ど
環
境

の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
作
歌
活
動
の
上
で
特
筆
す
べ
き
は
「
歌

の
円
寂
す
る
時
」
を
発
表
し
た
際
、
短
歌
滅
亡
論
と
し
て
歌
壇

に
大
き
な
反
響
を
ま
き
起
こ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
前
歌

集
で
試
み
た
句
読
法
に
加
え
て
、
様
々
に
配
置
し
た
句
に
よ
る

四
行
、
又
は
五
行
か
ら
な
る
分
か
ち
書
き
の
表
記
で
あ
り
、
本

歌
集
の
特
色
で
も
あ
る
点
に
留
意
し
た
い
。
巻
頭
は
序
歌
「
我

が
ま
を
す
／
春
の
こ
と
ぶ
れ　

聴
き
た
ま
へ
」
を
も
っ
て
始
ま

る
。
こ
の
国
の
文
学
や
歌
の
盛
ん
な
ら
ん
こ
と
を
願
っ
た
内
容

で
あ
っ
た
。

　

で
は
、「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」（
活
用
形
、
複
合
名
詞
、

既
成
の
類
似
語
も
含
む
）
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
ひ
そ
け
し
」
か
ら
（
傍
線
筆
者
）。

１　

う
つ
り
来
し
ひ
そ
か
ご
ゝ
ろ
は
、
／
も
り
が
た
し
。
／

隣
の
家
に
あ
ら
が
ふ
／
聞
け
ば

２　

の
ぼ
り
来
て
、
／
山
葬
り
ど
に
、
／
額
の
汗　

ひ
そ
か

に
ぬ
ぐ
ひ
／
わ
が
居
た
り
け
り

３　

よ
き
妻
の
／
よ
き
に
つ
け
て
も　

叱
る
時
、
／
ひ
そ
け

き
日
々
の
心
は
、
／
を
ど
ら
む

４　

昼
早
く　

そ
ば
を
う
た
せ
て
／
待
ち
ご
ゝ
ろ
／
ひ
そ
か

な
れ
ど
も
、
／
た
の
し
み
に
け
り

５　

い
ま
は
、
／
わ
れ
の
心
も　

ひ
そ
か
に
な
り
な
む
／
と

目
を
つ
ぶ
り
け
む
／
牀と

こ

の
う
へ
は
も

６　

深
川
の　

冬
木
の
池
に
、
／
青
み
ど
ろ　

浮
き
て
ひ
そ

け
き
／
こ
の
ゆ
ふ
べ
な
り

７　

停
車
場
の
人
ご
み
を
来
て
、
／
な
つ
か
し
さ
。
／
ひ
そ
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か
に
／
茶
な
ど
飲
み　

戻
ら
む

８　

日
の
う
ち
を
／
お
ほ
か
た　

と
ざ
す
家
の
な
か
は
、
／

物
の
在
り
処
の
、
／
ひ
そ
か
に
あ
ら
む

９　

人
の
家
に
、
／
ひ
そ
か
に
来
た
り
、
ひ
そ
か
に
去
る
こ

の
や
す
ら
さ
は
、
／
人
に
告
げ
じ
な

10　

ひ
そ
か
の
心
に
て　

あ
ら
む
。
／
旅
に
し
て
、
／
ま
た　

知
る
人
を
／
亡ナ

く
な
し
に
け
り

11　

朝
闇
に
、／
郭
公
が
／
近
く
鳴
き
に
け
り
。
／
今
日
は
、

／
ひ
そ
か
の
心
に
て
あ
ら
む

12　

い
と
ま
つ
げ
て　

い
な
む　

と
思
ふ
。
／
昼
ふ
け
て
／

あ
る
じ
の
臥ネ

ド処
は
、
／
ひ
そ
ま
り
て
居
り

13　

く
ら
き
ま
ど
、
／
今
日
も
見
て
け
り
。
／
庭
蔵
の
高た

か

処ド

の
牕
は
、
／
ひ
そ
や
か
に　

あ
り

14　

見
え
わ
た
る
山
々
は
／
み
な　

ひ
そ
ま
れ
り
。
／
こ
だ

ま
か
へ
し
の　

な
き
／
夜
な
り
け
り
。

　

以
上
14
首
提
示
し
た
。
こ
の
内
、
造
語
「
ひ
そ
け
し
」
は
３

と
６
の
２
例
、
い
ず
れ
も
連
体
形
で
あ
る
。
３
は
小
題
「
鵠ク

グ
ヒの

人
々
」
の
中
の
智
衲
へ
の
一
首
。「
鵠
」
は
一
九
二
二
年
（
大

11
）、
國
學
院
大
學
師
範
部
学
生
の
間
に
生
ま
れ
た
短
歌
創
作

を
目
的
と
す
る
会
で
、
大
正
14
年
同
人
誌
「
く
ゞ
ひ
」
を
創
刊

す
る
。
智
衲
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
一
連
で
は
、

眞
、
金
三
、
太
郎
、
誠
と
い
う
よ
う
に
総
て
苗
字
が
省
略
さ
れ
、

ま
た
「
鵠
歌
評注

３

」
に
は
苗
字
の
み
の
作
者
名
の
た
め
、
彼
の
姓

名
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
頃
は
新
婚
だ
っ
た
の
か
、
豊
か
で
な
く
と
も
慎
ま
し
く

穏
や
か
な
日
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
叱
る
時
」
に
は
、

本
心
か
ら
で
は
な
い
愛
妻
に
対
す
る
い
と
し
さ
や
甘
や
か
な
気

分
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
う
い
う
時
に
は
た
し
か
に
弾
む
よ
う

な
気
分
を
覚
え
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
若
い
智
衲
の
気
持
ち
を
思

い
や
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
。「
ひ
そ
け
き
日
々
」
は
、
こ
う
し

た
日
常
の
暮
ら
し
の
ふ
と
し
た
挙
措
を
と
ら
え
る
の
に
用
い
ら

れ
た
迢
空
独
自
の
人
間
味
の
滲
む
表
現
で
あ
っ
た
。

　

６
は
「
東
京
詠
物
集
」
五
四
首
の
内
、
最
初
の
「
木
場
」
に

続
く
「
冬
木
」
と
題
す
る
二
首
目
の
作
で
、
共
に
冬
の
叙
景
歌

で
あ
る
。
深
川
の
池
に
青
み
ど
ろ
が
浮
く
夕
暮
の
情
景
に
対
し

て
用
い
た
連
体
形
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
池
の
青
み
ど
ろ
の

状
態
に
も
ひ
び
い
て
い
く
表
現
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。前
稿
で「
ひ

そ
け
し
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
自
分
自
身
や
身
近
な
人
々
、
旅
人

（
そ
の
墓
）、
な
ど
の
人
間
一
般
、
あ
る
い
は
鳥
獣
な
ど
の
生
き
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物
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
こ
う
し
た
観
照

の
ゆ
き
届
い
た
叙
景
歌
の
場
合
に
用
い
て
い
る
例
は
め
づ
ら
し

く
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
こ
の
二
例
以
外
の
い
わ
ゆ
る
類
似
の
既
成
語
、
即
ち

形
容
動
詞
「
ひ
そ
（
や
）
か
な
り
」、
動
詞
「
ひ
そ
ま
る
」、
そ

し
て
語
根
に
名
詞
を
加
え
た
も
の
も
提
示
し
た
。
こ
の
内
１
、

４
、
５
、
10
、
11
は
「
ひ
そ
か
ご
ゝ
ろ
」、「
待
ち
ご
ゝ
ろ
」、「
わ

れ
の
心
」、「
ひ
そ
か
の
心
」
の
よ
う
に
「
心
」
に
即
し
た
名
詞

の
形
で
あ
る
。
1
に
つ
い
て
は
「
自
歌
自
註
」
に注

４

、

…
…
羽
澤
の
坂
の
中
途
の
家
に
引
つ
越
し
て
、
間
も
な
く

正
月
を
迎
へ
た
頃
の
歌
で
あ
る
。（
中
略
）
谷
中
か
ら
羽

澤
へ
移
つ
て
来
て
、
年
が
暮
れ
た
。
こ
れ
で
静
か
に
な
る

と
思
っ
て
ゐ
た
そ
の
ひ
そ
け
さ
は
、
自
分
の
心
で
持
ち
こ

た
へ
ら
れ
な
い
程
、
隣
り
の
音
が
聞
え
る
。

と
述
べ
て
お
り
、
隣
の
夫
婦
喧
嘩
の
音
に
よ
る
自
分
の
心
の
状

態
を
表
現
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
出

来
よ
う
。
２
、
７
、
９
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「（
額
の
汗
）
ひ
そ
か

に
ぬ
ぐ
ひ
」、「
ひ
そ
か
に
（
茶
な
ど
）
飲
み
」、「
ひ
そ
か
に
去
る
」

の
よ
う
に
動
詞
に
か
か
り
、
８
で
は
「
物
の
在
り
処
」
の
状
態

を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
人
の
住
む
家
に
関

わ
っ
て
の
用
い
方
で
あ
る
点
を
考
え
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
動
詞
12
は
「
あ
る
じ
の
臥
処
」、
14
は
「
み
え

わ
た
る
山
々
」
の
状
態
に
つ
い
て
の
、
13
は
「（
庭
蔵
の
）
高

処
の
牕ま

ど

」
の
、
や
は
り
状
態
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
８
、

13
、
14
は
総
じ
て
辞
書
が
示
す
用
法
の
内
に
該
当
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
１
、
４
、
５
、
10
、
11
、
2
、
7
、
9
、
12
、
そ
し

て
８
を
加
え
る
十
首
は
自
分
の
心
や
そ
の
状
態
、
周
囲
の
人
々

に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
十
四
首
全

体
で
は
、
く
り
返
し
に
な
る
が
や
は
り
6
の
用
い
方
が
注
目
さ

れ
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
二

　

も
う
一
方
の
「
か
そ
け
し
」
を
み
て
み
よ
う
。

１　

か
く
し
つ
ゝ
／
い
と
ゞ
さ
び
し
く　

か
そ
か
に
／
ま
す

〳
〵
に
、
思
ひ
え
が
た
く
な
り
行
き
て
、
…
…

２　

物
喰ハ

み
の
／
一イ

チ

期ゴ

病ヤ
マ

ひ
に
足
ら
へ
ど
も
、
か
そ
け
く
／

心　

う
ご
く
こ
と
あ
り
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３　

山
川
の
た
ぎ
ち
を
見
れ
ば
、
／
は
ろ
〳
〵
に
／
満
ち
わ

か
れ
行
く　

音
の
／
か
そ
け
さ

４　

山
川
の
満
ち
あ
ふ
れ
行
く
／
色
見
れ
ば
、
／
命
か
そ
け

く
／
な
ら
む
と
す
る
も

５　

か
そ
か
な
る　

生
き
の
な
ご
り
を
／
我
は
思
ふ
。
／
亡

き
人
も
、
／
よ
く
あ
ら
そ
ひ
に
け
り

６　

霞
ゐ
る
児
湯
の
高
原
／
行
く
へ
な
く　

出
で
つ
　ゝ

遊

び
／
か
そ
け
か
り
け
む

７　

国
遠
く
／
こ
の
若
き
人
を　

住
ま
し
め
て
、
／
世
の
か

そ
け
さ
を　

知
れ
／
と　

言
い
ひ
つ
る

８　

山
中
に
／
わ
が
見
る
夢
の
／
あ
と
な
さ
よ
。
／
覚
め
て

思
ふ
も
、
／
か
そ
け
か
り
け
り

９　

秋
に
む
か
ふ
／
山
の
た
つ
き
の　

か
そ
け
き
に
／
こ
と

し
は
早
く
、
／
雹
ふ
り
に
け
り

10　

息
づ
き
て
／
か
そ
け
か
り
け
り
。
／
夏
ふ
か
き
山
の
木

蓮
子
に
、
／
朱
さ
す　

見
れ
ば

11　

た
ぶ
の
木
の
ふ
る
木
の　

杜
に
／
入
り
か
ね
て
、
／　
　

 

木
の
間
あ
か
る
き
／
か
そ
け
さ
を
見
つ

12　

わ
れ
の
世
の
さ
び
し
き
に
、／
な
ら
ひ　

ゆ
く
な
ら
し
。

／
か
そ
け
く
生
き
て
／
教
へ
子
は
あ
り

13　

遠
つ
丘
脈
の
梢
を　

わ
た
る
／
風
な
ら
し
。
／
音
と
し

も
な
く
／
聴
き
の
か
そ
け
さ

14　

水
脈
ほ
そ
る
／
山
川
の
洲
の
斑
ら
雪
。
／
か
そ
か
に

う
ご
く
／
も
の
こ
そ
は
あ
れ

15　

寺
の
子
ど
も
／
わ
が
前
を
さ
ら
ず　

語
る
な
り
。
／
山

の
か
そ
け
さ
は
、
／
な
れ
が
た
き
か
も

16　

鳥
の
こ
ゑ
／
鐘
の
ひ
ゞ
き
の
／
身
に
し
み
て
、
か
そ
け

き
山
に
／
め
ざ
め
け
る
か
も

17　

歳
深
き
山
の
／
か
そ
け
さ
。
／
人
を
り
て
、
ま
れ
に
も

の
言
ふ
／
声
き
こ
え
つ
ゝ

　

以
上
十
七
首
提
示
し
た
。
こ
の
内
、
３
、
７
、
11
、
13
、

15
、
17
は
名
詞
と
し
て
、
４
、
６
、
８
、
９
、
10
、
12
、
16
は

形
容
詞
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
に
類
似
語
と

し
て
形
容
動
詞
「
か
そ
か
な
り
」
の
用
例
が
１
、
５
、
14
に
見

ら
れ
る
こ
と
も
加
え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
名
詞
、
形
容
詞

に
共
通
す
る
語
根
「
か
そ
け
」
を
持
つ
造
語
「
か
そ
け
し
」
は

17
例
中
13
例
に
の
ぼ
る
が
、
先
の
造
語
「
ひ
そ
け
し
」
に
見
る

２
例
に
比
し
て
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
Ａ

で
は
、
造
語
「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
の
用
い
方
が
同
数
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で
あ
っ
た
こ
と
と
大
き
な
違
い
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
ま
た
、
数
字
の
上
で
み
れ
ば
「
か
そ
け
し
」
は
こ
の
Ｂ

に
至
っ
て
ほ
ぼ
定
着
し
た
傾
向
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。

　

三

　

そ
こ
で
造
語
を
用
い
た
13
例
の
内
、
数
首
に
つ
い
て
述
べ
て

み
た
い
。

２　

物
喰ハ

み
の
／
一イ

チ
ゴ
ヤ
マ

期
病
ひ
に
足
ら
へ
ど
も
、　

か
そ
け
く

／
心　

う
ご
く
こ
と
あ
り

４　

山
川
の
満
ち
あ
ふ
れ
行
く
／
色
見
れ
ば
、
／
命
か
そ
け

く
／
な
ら
む
と
す
る
も

６　

霞
ゐ
る
児
湯
の
高
原
／
行
く
へ
な
く　

出
で
つ
　ゝ

遊

び
／
か
そ
け
か
り
け
む

７　

国
遠
く
／
こ
の
若
き
人
を　

住
ま
し
め
て
、
／
世
の
か

そ
け
さ
を　

知
れ
／
と　

言
ひ
つ
る

８　

山
中
に
／
わ
が
見
る
夢
の
／
あ
と
な
さ
よ
。
／
覚
め
て

思
ふ
も
、
／
か
そ
け
か
り
け
り

９　

秋
に
む
か
ふ
／
山
の
た
つ
き
の　

か
そ
け
き
に
／
こ
と

し
は
早
く
、
／
雹
ふ
り
に
け
り

10　

息
づ
き
て
／
か
そ
け
か
り
け
り
。
／
夏
ふ
か
き
山
の
木

蓮
子
に
、
／
朱
さ
す　

見
れ
ば

12　

わ
れ
の
世
の
さ
び
し
き
に
、／
な
ら
ひ　

ゆ
く
な
ら
し
。

／
か
そ
け
く
生
き
て
／
教
へ
子
は
あ
り

　

あ
ら
た
め
て
と
り
出
し
た
以
上
の
九
首
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２

「
か
そ
け
く
心
う
ご
く
」
４
「
命
か
そ
け
く
」、
６
「
出
で
つ
ゝ

遊
び
か
そ
け
か
り
け
む
」、
７
「
世
の
か
そ
け
さ
を
」、
８
「
覚

め
て
思
ふ
も
、
か
そ
け
か
り
け
り
」
９
「
山
の
た
つ
き
の
か
そ

け
き
に
」、
10
「
息
づ
き
て
か
そ
け
か
り
け
り
」、
12
「
か
そ
け

く
生
き
て
」
な
ど
の
よ
う
に
、
心
、
命
、
遊
び
、
世
、
覚
め
て

思
う
、
山
の
た
つ
き
、
息
づ
き
て
、
生
き
て
、
と
自
分
や
周
囲
、

訪
れ
た
山
の
人
々
の
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

点
に
特
色
が
見
ら
れ
る
。

　

２
は
「
冬
立
つ
厨
」
十
一
首
中
の
一
つ
。
迢
空
が
非
常
な
健

啖
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
連
作
の
最
後
に

は
「
胃
袋
に
満
た
ば
、
／
嘔タ

グ

り
て　

ま
た
喰
は
む
。
／
あ
き
足

ら
ふ
時
の
／
あ
ま
り　

す
べ
な
さ
」
と
詠
う
一
首
も
あ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
常
軌
を
逸
し
た
執
着
ぶ
り
と
い
っ
て
よ
い
。
２
で
は
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そ
う
し
た
一
期
の
病
、
一
生
治
ら
ぬ
病
気
に
満
足
し
て
い
る
上

句
に
対
し
て
の
、
心
の
動
き
に
用
い
た
「
か
そ
け
く
」
を
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
迢
空
百
歌
輪
講
Ⅰ
』注

５

で
は
各
々
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

下
句
は
逆
の
心
の
動
き
（
一
ノ
関
忠
人
）

「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
は
初
期
に
多
用
し
た
「
さ
び

し
」「
か
な
し
」
の
意
味
合
い
を
、
よ
り
自
在
に
拡
大
す

る
た
め
に
採
用
―
―
、（
中
略
）
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
孤

独
感
の
よ
う
な
も
の
を
表
し
て
い
る
（
奈
良
橋
善
司
）

味
覚
と
満
腹
感
を
満
た
し
た
そ
の
充
足
の
時
に
、
そ
こ
は

か
と
な
く
兆
す
こ
こ
ろ
動
き
。
何
と
は
な
く
生
じ
て
く
る

こ
こ
ろ
の
飢
渇
感
（
畠
山
英
治
）

上
句
の
食
へ
の
執
拗
さ
が
一
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲

し
み
と
も
愛
し
み
と
も
つ
か
ぬ
複
雑
な
思
い
が
、
き
わ
め

て
微
か
な
も
の
と
し
て
、
客
観
性
を
持
っ
て
、
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
（
成
瀬
有
）

一
生
直
ら
な
い
病
気
に
、
食
っ
て
食
っ
て
満
腹
す
る
け
れ

ど
も
、
ひ
っ
そ
り
と
心
が
焦
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
藤
井
貞

和
）

　

な
ど
の
と
ら
え
方
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
と
ら
え
方

の
中
で
、
こ
こ
で
は
畠
山
、
成
瀬
の
見
方
に
近
く
、
満
腹
感
の

後
の
孤
独
感
、
と
ま
で
は
い
か
な
い
微
か
に
生
じ
る
言
い
よ
う

の
な
い
心
の
複
雑
な
動
き
、
と
と
ら
え
た
い
。
特
に
挽
歌
的
要

素
を
見
よ
う
と
し
な
く
と
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
か

そ
け
し
」
に
は
こ
う
し
た
微
妙
で
複
雑
な
一
面
を
も
つ
こ
と
を

見
の
が
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

８
は
長
野
県
飛
騨
山
脈
南
部
の
上
高
地
を
旅
し
た
折
の
歌
で

あ
る
。「
自
歌
自
註
」注

６

に
は
、

河
童
橋
の
あ
た
り
か
ら
見
る
と
、
額
の
上
に
槍
个
岳
が
見

え
る
。さ
う
い
ふ
鋭
い
山
の
幻
想
を
胸
に
も
つ
て
寝
て
も
、

一
向
と
り
と
め
た
も
の
を
見
る
事
も
な
い
。
そ
の
物
足
ら

ぬ
心
で
、
眼
が
あ
い
て
か
ら
暫
ら
く
考
へ
て
ゐ
る
心
の
う

ち
に
あ
る
も
の
も
、
何
の
刺
戟
も
な
い
静
か
な
、
遙
か
な
、

あ
る
か
な
い
か
の
印
象
に
過
ぎ
な
い
。
今
考
へ
る
と
、
こ

の
「
か
そ
け
か
り
け
り
」
が
、
お
ち
つ
い
て
い
る
ほ
か
の

語
の
字
か
ら
浮
い
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。（
中
略
）

だ
が
、
は
か
な
か
り
け
り
よ
り
は
は
い
ゝ
で
あ
ら
う
。
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こ
う
し
た
部
分
か
ら
、
結
句
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
か
な
り
難

渋
し
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
内
容
は
と
り
と
め
な
く
複
雑

で
微
妙
で
あ
る
。
ま
た
、「
見
た
夢
を
思
ひ
返
し
て
み
る
と
、

唯
快
い
印
象
が
残
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
心
深
く
、
耐
へ
難
い
や
う

な
は
か
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
我
々
は
、
そ
の
か
そ
け
さ
や
し

づ
け
さ
を
喜
び
な
が
ら
、
そ
れ
に
耐
へ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど

う
か
を
、危
ぶ
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。」
と
も
あ
っ

て
、
ま
す
ま
す
心
の
内
奥
の
微
妙
な
揺
ら
ぎ
を
覚
え
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。「
か
そ
け
か
り
け
り
」
の
表
現
に
は
、
Ａ
で
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
こ
う
し
た
き
わ
め
て
複
雑
で
微
妙
な
心
の
内
奥

の
揺
ら
ぎ
を
含
む
こ
と
も
知
っ
て
お
き
た
い
。

　

９
は
「
上
州
河
原
湯
」
十
首
の
中
の
一
首
。｢

自
歌
自
註

｣ 注
７

に
は
、
河
原
湯
は
吾
嬬
川
を
溯
っ
て
草
津
へ
向
か
う
途
中
の
村

で
、
こ
の
頃
は
ど
こ
の
農
村
も
疲
弊
し
て
い
た
と
あ
る
。

「
山
の
た
つ
き
」
と
い
ふ
の
は
、山ヤ

マ

家ガ

の
生
活
の
手
段
、「
秋

に
む
か
ふ
」
は
、
ま
だ
十
分
田
が
み
の
ら
な
い
時
分
で
、

四
季
の
上
か
ら
言
へ
ば
、
秋
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
の
「
か
そ
け
き
に
」
は
、
特
殊
な
使
ひ
方
を
し
て
ゐ

る
が
、
訣
つ
て
も
ら
へ
る
と
思
ふ
し
、
又
こ
の
戦
争
以
前

は
、
そ
ん
な
経
験
を
繰
り
返
し
て
を
つ
た
の
で
、
雑
念
を

さ
し
は
さ
む
隙
が
な
い
ほ
ど
、
考
え
が
む
な
し
く
な
る
の

で
あ
る
。

　

民
俗
採
訪
の
旅
に
は
、
こ
の
よ
う
な
秋
の
収
穫
の
お
ぼ
つ
か

な
い
寒
村
を
迢
空
は
幾
つ
も
見
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
村
の

子
ら
は
空
腹
を
満
た
そ
う
と
し
て
、
田
の
中
に
飛
ぶ
蝗
や
ば
っ

た
を
手
づ
か
み
で
食
べ
て
い
る
と
詠
う
一
首
も
見
ら
れ
る
。「
か

そ
け
き
に
」
は
そ
う
し
た
明
日
の
食
糧
さ
え
危
う
い
生
活
の
窮

乏
状
態
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
も
い
た
の
だ
っ
た
。

　

一
方
次
の
七
首
、

２　

山
川
の
た
ぎ
ち
を
見
れ
ば
、
／
は
ろ
〳
〵
に
／
満
ち
わ

か
れ
行
く　

音
の
／
か
そ
け
さ

９　

た
ぶ
の
木
の
ふ
る
木
の　

杜
に
／
入
り
か
ね
て
、
／
木

の
間
あ
か
る
き
／
か
そ
け
さ
を
見
つ

11　

遠
つ
丘
脈
の
梢
を　

わ
た
る
／
風
な
ら
し
。
／
音
と
し

も
な
く
／
聴
き
の
か
そ
け
さ

12　

水
脈
ほ
そ
る
／
山
川
の
洲
の
斑
ら
雪
。
／
か
そ
か
に　
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う
ご
く
／
も
の
こ
そ
は
あ
れ

13　

寺
の
子
ど
も
／
わ
が
前
を
さ
ら
ず　

語
る
な
り
。
／
山

の
か
そ
け
さ
は
、
／
な
れ
が
た
き
か
も

14　

鳥
の
こ
ゑ
／
鐘
の
ひ
ゞ
き
の
／
身
に
し
み
て
、
か
そ
け

き
山
に
／
め
ざ
め
け
る
か
も

15　

歳
深
き
山
の
／
か
そ
け
さ
。
／
人
を
り
て
、
ま
れ
に
も

の
言
ふ
／
声
き
こ
え
つ
ゝ

　

２
「
激
ち
の
音
の
か
そ
け
さ
」、
９
「
木
の
間
あ
か
る
き
か

そ
け
さ
」、11
「
聴
き
の
か
そ
け
さ
」、12
「
か
そ
か
に
う
ご
く
」、

13
「
山
の
か
そ
け
さ
」、
14
「
か
そ
け
き
山
」、
15
「
山
の
か
そ

け
さ
」
の
よ
う
に
、
木
の
間
の
状
態
や
聞
こ
え
る
音
、
山
の

状
態
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
内
、

13
、14
、15
は
子
ど
も
ら
や
鳥
の
声
、山
の
人
々
の
声
に
関
わ
っ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
先
の
九
首
の
範
囲
に
加

わ
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、２
は
恩
師
で
あ
る
三
矢
重
松
の
、

重
病
か
ら
死
に
至
る
連
作
十
四
首
の
最
初
の
歌
で
あ
る
。
こ
の

一
首
だ
け
取
り
だ
し
て
読
め
ば
山
川
の
激
流
を
詠
っ
た
情
景
描

写
で
あ
り
、
二
首
目
は
先
に
示
し
た
４
「
山
川
の
満
ち
あ
ふ
れ

行
く
色
み
れ
ば
、
命
か
そ
け
く
な
ら
む
と
す
る
も
」
が
続
く
。

い
ず
れ
も
気
分
が
緊
迫
し
調
子
の
張
っ
た
作
品
群
で
あ
る
。

　
「
自
歌
自
註
」注

８

に
よ
れ
ば
、
そ
の
亡
く
な
る
直
前
に
作
っ
た

も
の
と
い
い
、

堂
个
島
の
宿
の
眼
の
前
を
、
早
川
の
水
が
止
る
間
な
く
流

れ
て
ゐ
た
。
激
し
て
流
れ
る
山
川
の
水
。
そ
れ
が
、
水
が

豊
か
に
大
き
な
う
ね
り
を
作
つ
て
流
れ
て
ゆ
く
が
、
而
も

眼
の
及
ぶ
處
ま
で
さ
う
し
て
流
れ
て
行
つ
て
、
遠
く
の
流

れ
が
岐
れ
る
の
か
、
音
が
し
ん
と
身
に
沁
む
や
う
に
細
く

聞
え
る
。
あ
の
時
は
も
つ
と
敬
虔
な
心
で
、
先
生
を
考
え

な
が
ら
、
先
生
の
原
稿
を
書
き
直
し
て
ゐ
た
。（
中
略
）　　

私
の
長
く
仕
え
て
来
た
先
生
は
、
今
は
物
に
ま
ぎ
れ
て
み

え
な
く
な
ら
う
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
山
川
に
向
へ
ば
、
こ

の
夕
の
光
線
が
水
に
当
つ
て
、
川
水
の
青
み
が
深
く
な
つ

て
来
て
ゐ
る
。
そ
の
水
の
お
も
て
か
ら
眼
を
離
す
ま
い
と

し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
自
註
文
は
少
し
説
き
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
自
ら

断
っ
て
い
る
が
、
山
川
の
激
ち
を
見
つ
め
続
け
る
の
は
、
今
ま

さ
に
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
師
の
命
そ
の
も
の
で
は
な
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か
っ
た
か
。「
眼
を
離
せ
ば
、
永
久
に
見
失
ふ
も
の
ゝ
如
く
」

と
も
述
べ
て
い
る
。
気
性
の
激
し
さ
を
持
っ
た
師
で
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
命
の
象
徴
と
し
て
の
激
ち
で
あ
っ
た
と
受
け
取
り

た
い
。「
か
そ
け
さ
」
は
、
そ
の
激
ち
が
遠
く
分
か
れ
て
流
れ

て
い
く
時
に
聞
こ
え
る
音
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
先
に
引
用
し
た
『
迢
空
百
歌
輪
講
Ⅰ
』注

９

で
は
、「
こ
の
一

首
の
み
で
は
挽
歌
的
要
素
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
叙
景
の
歌
と

し
て
み
る
と
ど
う
か
。
や
や
強
引
で
不
安
定
な
印
象
を
も
つ
。

「
か
そ
け
さ
」
に
も
、迢
空
の
力
わ
ざ
を
見
る
」（
一
ノ
関
）、「
こ

の
歌
に
は
分
か
り
に
く
さ
が
あ
る
。「
た
ぎ
ち
を
見
れ
ば
、」「
音

の
／
か
そ
け
さ
」
の
世
界
に
う
ま
く
読
者
と
し
て
入
り
込
め
な

い
の
だ
。（
略
）
さ
ら
に
、
下
句
は
暗
示
を
目
的
と
し
て
作
ら

れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
な
ど
と
も
。
単
な
る
叙
景
と
は
思
え

な
い
。」（
畠
山
）、「
一
首
の
読
み
は
作
歌
時
、
つ
ま
り
病
床
の

師
を
思
い
な
が
ら
、
そ
の
顕
彰
に
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
を
大
事

に
す
べ
き
で
、
一
ノ
関
、
畠
山
評
も
そ
こ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
た

興
趣
だ
ろ
う
。「
音
の
／
か
そ
け
さ
」
は
、
い
わ
ば
師
弟
の
長

い
か
か
わ
り
の
象
徴
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。」（
奈
良
橋
）、

さ
ら
に
山
川
の
「
た
ぎ
ち
」
か
ら
、
三
矢
の
気
性
の
激
し
さ
を

推
測
す
る
藤
井
評
も
加
え
て
お
き
た
い
。

　

つ
ま
り
連
作
の
中
で
は
、
序
の
役
目
を
果
た
す
よ
う
な
叙
景

歌
で
は
な
か
っ
た
。「
か
そ
け
さ
」
は
師
の
命
の
細
り
ゆ
く
表

現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
「
音
の
か
そ
け
さ
」
で
あ
り
、二
首
目
で
は
「
命

の
か
そ
け
さ
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
歌
の
背
景
を
知
っ
た
上
で
鑑
賞
す
る
と
、
叙
景
歌

も
単
な
る
叙
景
歌
と
し
て
通
り
過
ぎ
る
訳
に
は
い
な
く
な
っ
て

く
る
だ
ろ
う
。「
迢
空
か
ら
学
ん
だ
一
つ
に
、
叙
景
を
推
し
進

め
て
ゆ
く
と
、
や
が
て
は
抒
情
気
分
が
連
綿
す
る
と
の
短
歌
観

が
あ
る
」
と
成
瀬
評
に
も
記
す
。
以
下
に
続
く
連
作
に
先
だ
っ

て
掲
げ
た
、
抒
情
性
を
帯
び
た
象
徴
的
な
一
首
で
あ
っ
た
と
と

ら
え
た
い
。
従
っ
て
２
も
先
の
心
の
内
奥
を
示
そ
う
と
す
る
９

首
の
範
囲
に
加
え
て
10
首
と
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

９
は
「
氣
多
は
ふ
り
の
家
」
連
作
十
五
首
の
一
首
で
、
後
に

養
子
と
な
る
愛
弟
子
藤
井
春
洋
の
実
家
を
訪
れ
た
時
の
も
の
で

あ
る
。
た
ぶ
の
木
の
杜も

り

は
す
ぐ
近
く
の
氣
多
大
社
（
能
登
一
ノ

宮
）
の
杜
の
意
、
そ
の
鬱
蒼
と
茂
る
木
の
間
の
明
る
さ
の
状
態

に
対
し
て
用
い
た
表
現
で
あ
る
。
一
連
の
特
徴
は
ほ
と
ん
ど
氣

多
の
村
の
情
景
描
写
で
占
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
９
も
そ

の
一
つ
と
言
え
る
。「
自
歌
自
註
」注1

注

に
は
「
此
頃
私
の
記
念
著
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述
に
な
つ
た
『
古
代
研
究
』
を
、
つ
ゞ
け
て
著
し
て
ゐ
る
時
分

で
、
氣
多
の
社
に
関
す
る
興
味
が
、
と
り
わ
け
古
代
風
に
現
れ

て
ゐ
る
」
と
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
気
分
を
参
考
に
し
て
鑑
賞
す

べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
11
は
三
河
北
設
楽
の
山
村
に
伝
わ
る
雪
ま

つ
り
の
採
訪
に
訪
れ
た
時
の
連
作
「
雪
ま
つ
り
」
七
首
中
の
一

首
。
こ
こ
で
は
風
の
音
に
つ
い
て
用
い
て
お
り
、
９
と
同
じ
く

雪
の
降
る
山
の
情
景
描
写
で
占
め
ら
れ
た
一
連
で
あ
る
。

　

ま
た
12
は
「
別
所
」
四
首
を
置
い
て
再
び
連
作
「
雪
ま
つ
り
」

十
一
首
中
の
一
首
。
祭
り
の
夜
の
村
を
め
ぐ
る
山
々
、
山
峡
、

山
川
な
ど
多
く
そ
の
情
景
描
写
に
占
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
か
そ
か
に
」
を
受
け
る
「
う
ご
く
も
の
」
と
は
何
か
。
山
川

の
洲
の
斑ハ

ダ

ら
雪
の
中
に
そ
う
し
た
気
配
を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
不
明
で
あ
る
。
こ
の
一
連
に
は
「
鬼
の
子
の　

い
で

つ
ゝ
／
遊
ぶ　

音
聞
ゆ
。／
設
楽
の
山
の
／
白
雪
の　

う
へ
に
」

と
い
う
、ま
つ
り
に
登
場
す
る
鬼
の
子
を
詠
っ
た
一
首
を
含
む
。

こ
れ
は
後
に
続
く
「
花
ま
つ
り
」（
北
設
楽
の
村
々
の
霜
月
祭
）

十
五
首
と
共
に
、
こ
の
歌
集
の
中
心
を
な
す
歌
群
で
あ
る
こ
と

を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。折
口
が
足
で
歩
い
た
民
俗
採
訪
の
、

研
究
と
作
歌
に
お
け
る
新
境
地
の
成
果
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。
要

す
る
に
９
、
11
、
12
は
人
事
で
は
な
く
情
景
描
写
を
含
む
叙
景

歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
「
か
そ
け
し
」
と
そ
れ
に
類
似
し
て
用
い
ら
れ
た
十

七
首
の
内
、
十
三
首
が
自
分
自
身
を
含
め
た
人
間
、
生
き
物
に

関
わ
っ
た
も
の
、
残
る
四
首
は
叙
景
歌
で
あ
っ
た
。
な
お
、
前

稿
Ａ
で
は
音
に
関
わ
る
用
い
方
が
十
一
首
中
一
例
あ
る
が
、
こ

の
点
は
Ｂ
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

　

以
上
、Ｂ
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
に
お
け
る
「
ひ
そ
け
し
」「
か

そ
け
し
」（
類
似
語
も
含
む
）
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
。

　

即
ち
「
ひ
そ
け
し
」
で
は
造
語
の
用
例
が
２
例
で
あ
る
こ
と
。

類
似
語
を
含
め
た
全
体
14
例
で
は
、
10
例
が
自
分
自
身
の
心
や

そ
の
状
態
、
お
よ
び
周
囲
の
人
々
に
た
い
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
中
で
は
６
の
用
い
方

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

　
「
か
そ
け
し
」
で
は
造
語
は
17
例
中
13
例
に
の
ぼ
り
、「
ひ
そ

け
し
」
に
み
る
２
例
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
Ａ

で
は
造
語
が
二
語
と
も
に
そ
の
用
い
方
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た

こ
と
と
、や
は
り
大
き
な
違
い
を
み
せ
る
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、「
か
そ
け
し
」
は
Ｂ
に
至
っ
て
ほ
ぼ
定
着
し
た
傾
向

に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
か
そ
け
し
」
は
、
作
者
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自
身
の
も
つ
き
わ
め
て
複
雑
で
微
妙
な
心
の
内
奥
の
揺
れ
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
前
稿
で
示
し
た
Ａ
と

は
異
な
っ
た
現
時
点
で
の
、
幅
の
広
さ
と
深
さ
を
も
つ
内
容
の

表
現
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
叙
景
歌
と
み
え
て

そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
の
は
、
抒
情
性
の
投
影
で
あ
っ
た
こ
と
も

指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

迢
空
に
と
っ
て
は
歌
境
の
深
ま
り
に
通
じ
る
表
現
上
の
収
穫

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
な
お
、
Ｃ
以
下
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
は

他
の
機
会
に
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
総
括
と

し
て
先
行
説
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
全
歌
集
に
お
け
る
「
ひ

そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
も
つ
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

　〔
注
〕

１　

中
西
洋
子
「
釈
迢
空
短
歌
語
彙
『
ひ
そ
け
さ
』『
か
そ
け
さ
』

の
誕
生
―
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収　

｢

供
養
塔｣
を
中   

心
に
―
」「
日
本
文
化
研
究
」
第
6
号
國
學
院
大
學
栃
木
短
期

大
学
日
本
文
化
学
科　

発
行
二
〇
二
一
年
12
月

２　

千
勝
重
次
・
岡
野
弘
彦
共
著
『
釈
迢
空
』
近
代
短
歌
・
人
と
作

品
４
の
内
、
千
勝
重
次
担
当
「
作
家
研
究
篇
」
桜
楓
社
出
版
一

九
六
一
年
11
月

３　

折
口
信
夫
著
・
岡
野
弘
彦
編
『
釈
迢
空
全
歌
集
』
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫　

K
A

D
O

K
A

W
A

二
〇
一
六
年
6
月

４　
「
鵠
歌
評
」「
く
ゞ
ひ
の
人
び
と
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
28
巻

５　
『
折
口
信
夫
全
歌
集
』
第
26
巻
「
自
歌
自
註
」

６　
『
迢
空
百
歌
輪
講
Ⅰ
―
迢
空
短
歌
の
読
み
方
』
歌
誌
「
白
鳥
」

別
冊　

編
集
発
行
人
成
瀬
有
二
〇
〇
六
年
3
月

７　

注
５
に
同

８　

注
５
に
同

９　

注
６
に
同

10　

注
５
に
同

＊
参
考　

注
３
所
収
著
者
略
年
譜　
『
折
口
信
夫
手
帖
』

　

國
學
院
大
學
折
口
信
夫
古
代
研
究
所
編
一
九
八
七
年
10
月

　

②
の
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
の
条

＊
引
用
し
た
資
料
は
、
仮
名
遣
い
は
旧
か
な
の
ま
ま
と
し
、
旧
漢
字

は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。


