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曾
禰
好
忠
『
毎
月
集
』
の
特
質
に
つ
い
て
(
一

ー

i
七
夕
詠
を
め
ぐ
っ
て
|
|

一、、ー，〆

金
子

英
世

は
じ
め
に
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平
安
中
期
の
歌
人
、
曾
繭
好
忠
の
『
毎
月
集
』
(
三
百
六
十
首
和
歌
)
は
、
総
歌
数
三
百
六
十
八
首
に
及
ぶ
定
数
歌
作
品
で
あ
る
。
そ
の

歌
群
と
し
て
の
規
模
の
大
き
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
四
季
ご
と
に
長
歌
と
反
歌
を
置
き
、
各
月
を
三
旬
に
分
け
て
一
旬
に
十
首
を
充
て
る

(
す
な
わ
ち
一
日
が
一
首
に
相
当
す
る
)
と
い
う
凝
っ
た
構
成
を
有
し
、
内
容
的
に
も
万
葉
や
歌
謡
・
漢
詩
文
等
の
豊
富
な
知
識
を
背
景
に
、

四
季
に
亘
っ
て
新
た
な
作
風
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
非
凡
さ
に
お
い
て
突
出
し
た
特
質
を
示
し
て
い
る
。

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
『
毎
月
集
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
先
行
文
芸
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
同
時
に
、
曾
繭
好
忠
と
い
う
歌

人
特
有
の
作
歌
姿
勢
や
、
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
た
丹
後
の
地
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
体
験
・
見
聞
な
し
に
は
、
獲
得
し
得
な
か
っ
た
独
自

性
を
も
有
し
て
い
る
。
稿
者
は
以
前
、
『
毎
月
集
』
の
漁
業
関
係
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
拙
論
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
同
集
に
お
け



る
七
夕
関
係
の
歌
を
取
り
上
げ
、
別
の
側
面
か
ら
『
毎
月
集
』

の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

な
お
本
稿
で
は
、
底
本
と
し
て
異
類
本
を
代
表
す
る
「
好
忠
集

伝
冷
泉
為
相
筆
』
(
島
田
良
二
氏
編
『
曾
繭
好
忠
集

宮
内
庁
書
陵
部

蔵

伝
為
相
筆
本
』
笠
間
影
印
叢
刊
、
昭
和
四
十
七
年
、
笠
間
書
院
)
を
用
い
る
。
こ
れ
は
、
近
年
『
曾
繭
好
忠
集
』
の
歌
が
論
じ
ら
れ
る

場
合
、
流
布
本
系
の
本
文
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
よ
り
古
態
を
留
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
異
類
本
の
本
文
を
読
み
直

す
こ
と
に
よ
り
、
流
布
本
系
の
本
文
に
依
拠
す
る
限
り
で
は
不
可
視
の
ま
ま
に
置
か
れ
て
い
た
解
釈
の
可
能
性
を
探
り
た
い
と
い
う
音
山
図
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
校
合
本
と
し
て
、
流
布
本
系
を
代
表
す
る
天
理
図
書
館
蔵
本
(
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書

第
四
巻

平
安
諸
家
集
』

昭
和
四
十
七
年
、
八
木
書
庖
、
以
下
で
「
天
本
」
の
略
称
を
用
い
る
)
、
な
ら
び
に
現
存
最
古
の
資
料
で
あ
る
冷
泉
家
本
(
『
冷
泉
家
時
雨
亭

は
松
田
武
夫
氏
校
注
「
好
忠
集
」
(
「
日
本
古
典
文
学
大
系

平
安
私
家
集
二
』
平
成
六
年
、
朝
日
新
聞
社
、
以
下
で
「
冷
本
」
の
略
称
を
用
い
る
)
を
適
宜
、
参
照
す
る
。
「
好
忠
集
』
の
歌
番
号

の
も
の
を
使
用
す
る
。
そ

平
安
鎌
倉
私
家
集
』
昭
和
三
十
九
年
、
岩
波
書
庖
)

-81-

叢
童
日

の
他
の
和
歌
は
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
が
、
『
万
葉
集
』
の
歌
番
号
は
旧
番
号
を
使
用
す
る
。

一、

一
九
O
番
歌

ー
「
天
の
羽
衣
」
を
準
備
す
る
織
女
j

『
毎
月
集
』
秋
部
に
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
三
首
の
七
夕
関
係
歌
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

一
九
O
番
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
歌
は
七
月
上
旬
の
四
首
目
に
排
列
さ
れ
て
お
り
、

か
ら
い
え
ば
、
七
月
四
日
の
位
置
に
あ
る
。

ま
ず
、

一
日
一
首
と
い
う
『
毎
月
集
』

の
構
成



そ

ら

こ

ろ

も

ひ

あ

ま

か

は

な

み

空
を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
ひ
と
日
よ
り
天
の
川
波
た
ち
で
き
る
ら
し

(
一
九
O
)

当
該
歌
は
本
文
に
異
同
が
存
し
、
天
本
の
初
句
は
「
そ
ら
お
も
ふ
」
、
結
句
は
「
た
ち
ぞ
よ
る
ら
し
」
。
冷
本
の
初
句
は
底
本
に
同
じ
。
結

句
は
「
た
ち
ぞ
き
る
ら
し
」
と
あ
る
。

「
天
の
川
波
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
七
夕
に
関
係
す
る
歌
と
察
せ
ら
れ
る
も
の
の
、
上
句
の
「
空
を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
」
は
奇
異
に
も
感
じ

ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
「
空
を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
」
は
、
天
女
が
空
を
飛
ぶ
た
め
の
衣
、

い
わ
ゆ
る
天
の
羽
衣
を
指
す
と
解
さ
れ
る
が
、
「
空

を
と
ぶ
を
と
め
」
と
い
う
表
現
で
、
七
夕
の
織
女
を
詠
ん
だ
例
は
同
時
代
和
歌
に
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
類
似
す
る
表
現
句
を
求
め
る
と
、

辛
う
じ
て
「
空
に
と
ぶ
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
え
て
し
か
な
う
き
世
の
中
に
か
く
も
の
こ
さ
じ
」
(
古
今
六
帖
・
ざ
ふ
の
こ
ろ
も
・
三
三
二
八
、
和

「
ひ
と
日
よ
り
」
は
七
月
一
日
か
ら
、

の
意
で
、
「
秋
風
の
ふ
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し
か
と
あ
が
ま
ち
こ
ひ
し
君
ぞ
来
ま
せ
る
」
(
万
葉
・
巻
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歌
童
蒙
抄
四
六
O
〈
初
句
「
そ
ら
を
と
ぶ
」
結
句
「
か
ら
も
と
ど
め
じ
」
〉
)
が
見
出
さ
れ
る
。

八
・
一
五
一
一
一
一
一
)
、
「
秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
久
方
の
天
の
川
原
に
た
た
ぬ
日
は
な
し
」
(
古
今
・
秋
上
・
一
七
三
・
不
知
)
と
い
っ
た
、
七

月
七
日
の
逢
瀬
を
待
ち
か
ね
る
織
女
の
姿
を
詠
む
七
夕
詠
の
一
類
型
を
踏
ん
だ
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。

下
句
は
「
川
波
が
立
つ
」
こ
と
に
寄
せ
て
「
立
ち
」
「
裁
ち
」
の
掛
調
を
用
い
、
川
波
を
布
に
見
立
て
て
織
女
が
衣
を
仕
立
て
て
着
る
様
子

を
推
量
し
て
い
る
。

つ
ま
り
当
該
歌
は
、
「
秋
風
が
吹
い
て
川
波
が
立
っ
た
七
月
一
日
か
ら
、
(
織
女
は
)
天
の
川
の
川
波
を
(
布
と
し
て
)
裁
っ
て
着
て
い
る

だ
ろ
う
」
と
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
織
女
が
七
夕
の
七
月
七
日
に
む
け
て
準
備
し
た
の
が
「
空
を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
、

こ
の
歌
に
お
け
る
詠
法
の
特
異
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
風
変
わ
り
な
詠
み
方
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
七
月
七
日
を
心
待
ち
に



し
な
が
ら
天
の
羽
衣
を
仕
立
て
て
着
る
織
女
の
姿
を
詠
む
、
と
い
う
趣
向
は
、
明
ら
か
に
従
来
の
七
夕
詠
の
類
型
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
こ

こ
に
は
、

一
般
的
な
七
夕
詠
と
は
異
質
な
背
景
が
存
在
す
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

一
一、

一
九
四
番
歌

ー
「
羽
衣
伝
説
」
型
の
七
夕
伝
説
1

次
に
、

一
九
四
番
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
歌
は
七
月
上
旬
の
八
首
目
、

つ
ま
り
排
列
上
は
七
月
八
日
の
位
置
に
あ
る
。

*

う

み

、

あ

ま

は

ご

ろ

も

ほ

よ
さ
の
海
に
き
つ
つ
な
れ
に
し
を
と
め
ご
が
天
の
羽
衣
干
し
つ
ら
む
や
ぞ

(
一
九
四
)

〈
*
は
校
訂
し
た
箇
所
を
示
す
〉
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当
該
歌
に
も
異
同
が
あ
り
、
底
本
の
初
句
は
「
よ
も
の
う
み
に
」
、
天
本
・
冷
本
で
は
「
た
ご
の
う
ら
に
」
。
二
句
の
「
な
れ
に
し
」
は
天

本
・
冷
本
で
は
「
な
れ
け
ん
」
、
結
句
の
「
ほ
し
つ
ら
む
や
ぞ
」
は
天
本
・
冷
本
で
は
「
さ
ほ
す
ら
ん
や
ぞ
」
と
あ
る
。

底
本
の
初
句
「
よ
も
の
う
み
に
」
は
、
『
標
注
曽
丹
集
』
が
指
摘
す
る
如
く
、
詠
歌
内
容
か
ら
考
え
て
「
よ
さ
の
う
み
(
与
謝
の
海
)
に
」

と
訂
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
四
七
四
・
四
七
五
番
歌
(
つ
ら
ね
歌
)
に
も
「
よ
さ
の
う
み
」
の
語
は
見
え
る
。
な
お
天
本
・
冷
本
に
見
え

る
「
た
ご
の
う
ら
(
丹
後
の
浦
)
」
は
、
「
与
謝
の
海
(
浦
)
」
の
別
称
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
『
伊
勢
物
語
』

の
業
平
詠
「
唐
衣
着
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
」
の
表
現
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
「
与
謝
の
海
」
(
丹
後
の

浦
)
に
水
浴
に
来
た
天
女
(
「
を
と
め
ご
」
)
が
羽
衣
を
干
し
て
い
る
情
景
を
思
い
描
い
て
い
る
。
「
き
つ
つ
な
れ
に
し
」
か
ら
、
天
女
が
こ
の

場
所
を
幾
度
と
な
く
訪
れ
、
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
さ
ま
が
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
当
該
歌
は
、
丹
後
国
に
伝
わ
る
羽
衣
伝
説
|
|
い
わ
ゆ



る
「
巽
奈
井
伝
説
」
ー
ー
を
踏
ま
え
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
『
丹
後
風
土
記
』
逸
文
に
伝
わ
る
「
異
奈
井
伝
説
」
の
冒
頭
部

分
を
、
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

丹
後
の
園
の
風
土
記
に
日
は
く
、
丹
後
の
閥
、
丹
波
の
郡
。
郡
家
の
西
北
の
隅
の
方
に
比
治
の
里
あ
り
。
此
の
里
の
比
治
山
の
頂
に

井
あ
り
。
其
の
名
を
虞
、
奈
井
と
云
ふ
。
今
は
既
に
沼
と
成
れ
り
。
此
の
井
に
天
女
八
人
降
り
来
て
水
浴
み
き
。
時
に
老
夫
婦
あ
り
。
其

ひ

そ

や

が

の
名
を
和
奈
佐
の
老
夫
・
和
奈
佐
の
老
婦
と
日
ふ
。
此
の
老
等
、
此
の
井
に
至
り
て
、
痛
か
に
天
女
一
人
の
衣
裳
を
取
り
蔵
し
き
。
即

ひ

と

り

は

て
衣
裳
あ
る
者
は
皆
天
に
飛
び
上
が
り
き
。
但
、
衣
裳
な
き
女
娘
一
人
留
ま
り
て
、
即
ち
身
は
水
に
隠
し
て
、
独
懐
懐
ぢ
居
り
き
。

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
天
の
羽
衣
伝
説
が
丹
後
固
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
水
浴
み
の
た
め
に
降
っ
た
天
女
の
う

-84-

ち
、
衣
裳
を
取
り
隠
さ
れ
た
一
人
が
下
界
に
留
ま
る
と
い
う
、
羽
衣
伝
説
の
典
型
的
な
プ
ロ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
引
用
箇
所
以
降
の
三
県

奈
井
伝
説
」
で
は
、
下
界
に
留
ま
っ
た
天
女
が
老
夫
婦
の
養
子
と
な
り
家
を
富
ま
せ
る
が
、
や
が
て
追
い
出
さ
れ
、
流
浪
す
る
と
い
う
展
開

に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
当
該
歌
へ
の
着
目
は
、
早
く
『
袖
中
抄
』
(
第
十
六
)
に
見
ら
れ
る
。

一
、
よ
ご
の
海

よ
ご
の
う
み
に
き
っ
、
な
れ
け
ん
乙
女
子
が
あ
ま
の
は
衣
ほ
し
つ
ら
ん
や
ぞ

顕
昭
云
、
是
は
曾
丹
三
百
六
十
首
の
中
に
七
月
上
旬
の
歌
也
。
歌
の
心
は
、
昔
近
江
園
よ
ご
の
海
に
織
女
下
て
水
あ
み
給
け
る
に
、
そ
こ



な
り
け
る
男
行
合
て
ぬ
ぎ
お
き
け
る
天
の
は
衣
を
取
た
り
け
れ
ば
、
織
女
え
帰
の
ぼ
り
給
は
で
、
膿
て
其
男
の
妻
に
成
て
居
に
け
り
。
子
共

生
つ
や
つ
け
て
年
来
に
成
け
れ
共
元
の
天
上
へ
の
ぼ
ら
ん
の
心
ざ
し
う
せ
ず
し
て
、
常
に
は
ね
を
の
み
泣
て
あ
か
し
く
ら
し
け
る
に
、
此
男
の

物
へ
ま
か
り
け
る

(
あ
ひ
だ
)
に
、
此
生
た
る
子
の
物
の
心
知
程
に
成
た
り
け
る
が
、
何
事
に
母
は
か
く
泣
給
ぞ
と
云
け
れ
ば
、
し
か
じ
か

の
事
初
よ
り
云
け
れ
ば
、
此
子
父
の
か
く
し
置
た
り
け
る
天
の
は
衣
を
取
出
し
た
り
け
れ
ば
、
母
悦
て
其
着
て
飛
上
に
け
り
。
上
け
る
時
に

此
契
け
る
事
は
、
我
は
か
か
る
身
に
で
あ
れ
ば
、
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
あ
ふ
ま
じ
。
七
月
七
日
ご
と
に
下
て
此
海
の
水
を
あ
ぶ
べ
し
。
其
日
に

な
ら
ば
相
待
べ
し
と
て
、
母
子
共
に
別
の
涙
を
な
ん
な
が
し
け
る
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
さ
て
、
其
子
孫
は
今
ま
で
有
と
な
む
申
惇
た
る
。
或
人

の

(
子
に
)
申
し
は
、
河
内
園
あ
ま
の
河
に
こ
そ
さ
る
事
は
有
け
れ
、
七
夕
の
子
孫
、
今
に
河
内
に
有
と
申
し
か
共
、
曾
丹
が
讃
る
は
中
比

の
人
憶
に
申
け
る
事
に
こ
そ
。
疑
べ
か
ら
ず
。
近
江
に
も
河
内
に
も
共
に
有
け
る
事
な
る
べ
し
。

右
の
如
く
顕
昭
は
、
好
忠
の
三
百
六
十
首
中
の
一
首
と
し
て
当
該
歌
を
示
し
、
「
歌
の
心
」
と
し
て
近
江
国
の
羽
衣
伝
説
を
紹
介
し
て
い
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る
。
先
に
挙
げ
た
「
員
奈
井
伝
説
」
と
同
様
に
、
衣
裳
を
取
り
隠
さ
れ
た
天
女
の
一
人
が
下
界
に
留
ま
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
が
、
「
員
奈

井
伝
説
」
と
の
相
違
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
羽
衣
伝
説
が
と
り
も
な
お
さ
ず
七
夕
の
起
源
説
話
と
し
て
も
説
か
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ

う
。
「
織
女
下
て
水
あ
み
給
け
る
に
」
と
あ
り
、
「
織
女
」
が
下
界
に
降
り
て
水
浴
み
を
す
る
「
天
女
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
七
月

七
日
ご
と
に
下
て
此
海
の
水
を
あ
ぶ
べ
し
」
と
あ
り
、
「
天
女
」
が
七
月
七
日
ご
と
に
下
り
て
き
て
水
浴
を
す
る
と
い
う
内
容
は
、
こ
の
羽
衣

伝
説
が
七
夕
伝
説
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

当
該
歌
に
つ
い
て
顕
昭
は
、
初
句
を
「
よ
ご
の
海
」
と
す
る
本
文
に
拠
っ
た
た
め
、
近
江
国
(
余
呉
湖
)
に
伝
わ
る
羽
衣
伝
説
に
基
づ
く

解
釈
を
施
し
て
い
る
が
、
初
句
は
「
与
謝
の
海
」
あ
る
い
は
「
丹
後
の
浦
」
と
解
し
、
丹
後
国
に
伝
わ
る
羽
衣
伝
説
と
の
関
わ
り
を
考
え
る



の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

先
に
引
い
た
よ
う
に
、
『
丹
後
風
土
記
』
逸
文
に
見
え
る
「
巽
奈
井
伝
説
」
は
、
羽
衣
伝
説
で
は
あ
る
も
の
の
、
七
夕
伝
説
と
の
関
わ
り
は

表
在
化
し
て
い
な
い
。

た
だ
し
丹
後
国
に
は
、
「
異
奈
井
伝
説
」
と
は
や
や
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
「
羽
衣
伝
説
」
が
口
承
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
『
袖

中
抄
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
近
江
国
の
羽
衣
伝
説
と
よ
く
似
て
お
り
、
七
夕
の
起
源
を
語
る
羽
衣
伝
説
ー
ー
羽
衣
を
奪
わ
れ
た
天
女
が
下
界

の
男
と
結
婚
し
子
を
産
む
が
、
後
に
羽
衣
を
取
り
返
し
て
天
に
昇
り
、
そ
れ
を
追
っ
て
い
っ
た
男
と
と
も
に
七
夕
の
二
星
に
な
っ
た
と
い
う

話
ー
ー
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
七
夕
起
源
伝
説
が
伝
わ
る
京
都
府
中
郡
峰
山
町
の
地
に
は
、
羽
衣
の
天
女
の
娘
の
一
人
を
杷
っ
た
と
さ
れ
る

乙
女
神
社
が
あ
る
。
こ
の
丹
後
の
七
夕
起
源
伝
説
が
平
安
中
期
ま
で
湖
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
確
証
は
な
い
が
、
当
該
歌

の
内
容
・
排
列
位
置
(
七
月
七
日
に
相
当
す
る
歌
の
直
後
)
か
ら
考
え
る
と
、
好
忠
が
こ
の
歌
を
詠
む
際
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
七
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タ
伝
説
と
結
び
付
い
た
丹
後
の
羽
衣
伝
説
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

高
松
寿
夫
氏
「
浦
島
子
と
豊
受
神
1

1

二
つ
の
『
丹
後
風
土
記
』
逸
文
の
背
景
|
|
」
(
『
国
文
学
研
究
』

二
O
集
、
平
成
五
年
六
月
)

は
、
「
員
奈
井
伝
説
」
の
前
半
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
伝
説
が
、
中
国
で
七
夕
の
起
源
伝
説
と
し
て
広
く
口
承
さ
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
。

氏
は
先
の
『
袖
中
抄
』

の
記
述
を
あ
げ
、
日
本
で
も
こ
の
種
の
七
夕
伝
説
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
し
、
好
忠
の
歌
の
存
在
か
ら
、
十

世
紀
の
丹
後
で
羽
衣
伝
説
型
の
七
夕
伝
説
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
冒
頭
の
「
羽
衣
伝
説
」
的
な
プ
ロ
ッ
ト
が
、

「
員
奈
井
伝
説
」
を
本
朝
の
七
夕
伝
説
と
し
て
保
証
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
も
指
摘
し
て
い
る
。



一、

一
九
三
番
歌

ー
「
天
の
岩
橋
」
と
「
天
の
橋
立
」

1

で
は

『
毎
月
集
』
に
お
い
て
、
七
夕
の
当
日
で
あ
る
七
月
七
日
の
位
置
に
は
、
ど
の
よ
う
な
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に

七
月
上
旬
の
七
首
目
、

一
九
三
番
歌
に
つ
い
て
見
る
。

あ

き

く

も

ゐ

き

冶

な

み

く

あ

ま

い

は

冶

し

秋
を
へ
て
雲
居
に
聞
き
は
わ
た
れ
ど
も
波
に
朽
ち
せ
ぬ
天
の
岩
橋

(
一
九
三
)

当
該
歌
に
諸
本
間
の
異
同
は
な
い
。

か
る
岩
の
橋
」
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば

『
標
注
曽
丹
集
』
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
「
天
の
岩
橋
は
、
七
夕
の
歌
な
れ
ば
、
天
の
川
の
岩

-87-

七
月
七
日
の
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
こ
の
歌
は
七
夕
伝
説
を
背
景
と
す
る
歌
と
し
て
解
さ
れ
、
「
天
の
岩
橋
」
は
、
「
天
の
川
に
架

は
し
と
よ
ま
れ
し
な
む
」
と
注
し
て
い
る
。

し
か
し
天
の
川
に
岩
の
橋
が
架
か
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
支
え
る
典
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
天
の
川
に
棚
橋
の
よ
う
な
仮

橋
で
は
な
く
、
岩
の
橋
が
存
在
し
て
い
る
の
な
ら
、
七
夕
の
二
星
が
一
年
に
一
度
し
か
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
伝
説
の
前
提
と

組
離
を
生
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
当
該
歌
が
七
夕
に
関
わ
る
歌
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
速
断
を
避
け
、
今
し
ば
ら
く
こ
の
歌
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
て
み
る
。

上
句
「
秋
を
へ
て
雲
居
に
聞
き
は
わ
た
れ
ど
も
」
は
、
い
く
つ
も
の
秋
を
過
ご
し
、
遠
く
で
そ
の
評
判
を
聞
き
続
け
て
い
る
が
、
の
意
で
、



「
雲
居
」
に
「
宮
中
」
の
意
を
か
け
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
単
に
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
を
い
う
か
。
あ
る
い
は
後
述
す
る
伝
承
と
の

関
係
で
い
え
ば
、
天
上
界
(
高
天
原
)

の
意
も
か
け
よ
う
か
。
「
雲
居
」
は
「
天
(
の
岩
橋
)
」
の
縁
語
。
「
わ
た
る
」
に
は
「
橋
」
の
縁
語

「
渡
る
」
を
響
か
せ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
下
旬
「
波
に
朽
ち
せ
ぬ
天
の
岩
橋
」
が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
表
現
に
注
目
す
る
と
、
秋
の
反
歌
で
あ
る
一
八
六
番
歌
と
の
類
似
に
想
到
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

き

し

ベ

な

み

・

く

あ

ま

は

し

だ

て

う
ち
わ
た
し
岸
辺
は
波
に
や
ぶ
る
と
も
我
が
名
は
朽
ち
じ
天
の
橋
立

(
一
八
六
)

一
八
六
番
歌
の
大
意
は
、
丹
後
の
名
勝
「
天
の
橋
立
」
の
永
遠
性
に
こ
と
寄
せ
て
、
自
分
の
歌
人
と
し
て
の
名
声
が
決
し
て
朽
ち
る
こ
と
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は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
〈
ー
が
波
に
浸
食
さ
れ
て
も
朽
ち
な
い
〉
と
の
発
想
は
、
一
九
三
番
歌
の
下
匂
と
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

両
歌
に
は
、
〈
波
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
不
朽
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
橋
〉

の
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
秋
部
冒
頭
の
反
歌
で
示
さ
れ
た
主
題
が
、

一
九
三
番
歌
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
詠
に
み
ら
れ
る
関
係
性
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
先
行
す
る
一
八
六
番
歌
の
「
天
の
橋
立
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
せ
ず
に
、

一
九
三
番
歌
の
「
天
の
岩
橋
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

さ
て
、
「
天
の
橋
立
」
が
天
空
に
架
か
る
橋
の
イ
メ
ー
ジ
を
負
う
こ
と
は
、
そ
の
名
か
ら
推
し
て
お
お
む
ね
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
「
丹
後
風
土
記
』
逸
文
の
記
述
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。



丹
後
の
園
の
風
土
記
に
日
は
く
、
与
謝
の
郡
。
郡
家
の
東
北
の
隅
の
方
に
速
石
の
里
あ
り
。
此
の
里
の
海
に
長
く
大
き
な
る
前
あ
り
。

あ

ま

は

し

だ

て

い

ざ

な

ぎ

の

み

こ

と

|
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(
略
)
先
を
天
の
椅
立
と
名
づ
け
、
後
を
久
志
の
演
と
名
づ
く
。
然
云
ふ
は
、
園
生
み
ま
し
し
大
神
、
伊
射
奈
義
命
、
天
に
通
ひ
行
で
ま

た
ふ

さ
む
と
し
て
、
椅
を
作
り
立
て
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
の
椅
立
と
云
ひ
き
。
神
の
御
寝
ま
せ
る
聞
に
件
れ
伏
し
き
。

伊
射
奈
塞
命
が
天
界
と
の
交
通
の
た
め
に
作
っ
た
橋
が
、
神
の
寝
て
い
る
聞
に
倒
れ
て
「
天
の
橋
立
」
と
な
っ
た
と
い
う
由
来
が
記
さ
れ

て
い
る
。
「
丹
後
風
土
記
』
逸
文
に
は
「
天
の
橋
立
」
が
「
岩
橋
」
で
あ
る
と
い
っ
た
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
『
播
磨
園
風
土
記
」
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

ま

す

が

た

や

ま

ま

す

を

け

此
の
里
に
山
あ
り
。
名
を
斗
形
山
と
い
ふ
。
石
を
以
ち
て
斗
と
乎
気
と
を
作
れ
り
。
故
、
斗
形
山
と
い
ふ
。
石
の
橋
あ
り
。
惇
へ
て

ー

I
l
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-
-
hル
防
防
1
1
1
1
1
1

か

よ

い
へ
ら
く
、
上
古
の
時
、
此
の
橋
天
に
至
り
、
八
十
人
衆
、
上
り
下
り
往
来
ひ
き
。
故
、
八
十
橋
と
い
ふ
。
(
印
南
郡
)

-89-

こ
れ
に
拠
る
と
、
天
上
界
と
の
交
通
に
用
い
ら
れ
た
橋
は
石
の
橋
で
あ
っ
た
、
と
い
う
伝
承
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
「
石
の

橋
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
背
景
に
据
え
て
み
る
と
、
天
上
界
と
の
行
き
来
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
「
天
の
橋
立
」
が
、
同
じ
く
天

上
界
と
の
行
き
来
に
用
い
ら
れ
た
「
石
(
も
し
く
は
岩
)

の
橋
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

「
天
の
橋
立
」
は
、
織
女
す
な
わ
ち
天
女
が
、
水
浴
の
た
め
に
降
り
来
っ
た
「
与
謝
の
海
」
を
象
徴
す
る
景
物
で
あ
る
。
『
毎
月
集
」
秋
部



に
お
い
て
、
「
天
の
岩
橋
」
が
「
天
の
橋
立
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、

一
九
三
番
歌
は
、
七
夕
の
当
日
、
「
雲
居
」
か
ら
羽
衣
を
纏
つ

て
与
謝
の
海
仁
舞
い
降
り
る
天
女
の
視
点
に
よ
っ
て
、
「
天
の
橋
立
」
を
詠
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

以
上
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
臆
説
を
示
す
に
留
め
、
後
考
を
侯
ち
た
い
。

お
わ
り
に

「
毎
月
集
」
七
月
の
四
日
・
七
日
・
八
日
の
位
置
に
排
列
さ
れ
て
い
る
歌
は
、
従
来
、
七
夕
伝
説
を
負
う
も
の
(
一
九
O
番
歌
・
一
九
三

番
歌
)
と
、
羽
衣
伝
説
を
負
う
も
の
(
一
九
四
番
歌
)
と
に
分
離
さ
れ
、
こ
の
三
首
全
体
を
関
連
付
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
毎
月
集
」
秋
部
の
七
夕
詠
は
い
ず
れ
も
、
好
忠
所
縁
の
地
で
あ
る
丹
後
・
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天
の
橋
立
周
辺
に
み
ら
れ
る
、
羽
衣
伝
説
と
融
合
し
た
七
夕
伝
説
を
背
景
に
成
立
し
て
い
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
を
前
提
と
す
る
と
、
『
毎
月
集
』

一
九
0
・
一
九
三
・
一
九
四
の
七
夕
詠
を
次
の
よ
う
な
系
列
に
お
い
て
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
を
と
め
(
ご
)
」
(
織
女
)
は
、
七
月
一
日
よ
り
「
空
を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
」
(
天
の
羽
衣
)
の
準
備
に
着
手
し
(
一
九
O
)
、七

タ
当
日
、
そ
の
衣
を
纏
い
、
「
天
の
岩
橋
」
を
眼
下
に
下
界
に
降
り
立
っ
た

(
一
九
三
)
。
「
を
と
め
(
ご
)
」
は
そ
こ
(
与
謝
の
海
)
で
水
浴

し
、
翌
七
月
八
日
に
そ
の
衣
を
干
し
た
(
一
九
四
)
。

こ
う
し
た
、
七
夕
の
日
に
降
臨
す
る
天
女
(
織
女
)
を
め
ぐ
る
一
連
の
物
語
が
『
毎
月
集
』
七
夕
詠
三
首
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

集
中
歌
相
互
の
関
係
性
に
止
目
す
る
こ
と
で
浮
上
し
て
く
る
、
斯
く
の
如
き
物
語
性
も
ま
た
、
『
毎
月
集
」
を
特
徴
付
け
る
一
要
素
と
し
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



『
毎
月
集
』
に
は
、
七
夕
以
外
に
も
、
一
つ
の
主
題
が
複
数
の
歌
に
わ
た
っ
て
系
列
を
成
し
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
討
。
集
中
の
歌
々
を
相

互
に
結
び
付
け
て
い
る
主
題
と
の
関
わ
り
か
ら
『
毎
月
集
』
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、
本
集
の
新
た
な
魅
力
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

、平
4==ロ(

1
)
 
川
村
晃
生
氏
「
田
園
の
う
た
」
(
『
雲
文
研
究
』
六
五
、
平
成
六
年
)
、
同
氏
「
〈
歌
集
論
〉
曾
繭
好
忠
集
を
例
と
し
て
」
(
『
国
文
学

教
材
の
研
究
』
三
九
ー
一
三
、
平
成
六
年
十
一
月
)
な
ど
に
詳
し
い
。

(
2
)
拙
稿
「
曾
繭
好
忠
『
毎
月
集
』
の
特
質
に
つ
い
て
(
一
)
|
|
漁
業
関
係
の
歌
を
中
心
に
|
|
」
(
三
田
園
文
・
第
二
十
八
号
・
平
成
十
年
九
月
)

(
3
)
注
釈
書
と
し
て
は
、
松
田
武
夫
氏
校
注
「
好
忠
集
」
の
ほ
か
、
神
作
光
一
氏
・
島
田
良
二
氏
『
曾
繭
好
忠
集
全
釈
』
(
昭
和
五
十
年
、
笠
間
書

院
)
、
松
本
真
奈
美
氏
校
注
「
曾
繭
好
忠
集
」
(
『
和
歌
文
学
大
系
中
古
歌
仙
集
(
こ
』
平
成
十
六
年
、
明
治
書
院
)
を
参
照
し
た
。

(
4
)
本
稿
で
は
、
一
見
叙
景
歌
の
趣
が
あ
る
一
九
三
も
含
め
、
一
九

0
・
一
九
四
を
併
せ
た
以
上
の
三
首
を
、
本
文
に
後
述
す
る
理
由
に
よ
り
、
秋

部
の
七
夕
詠
と
す
る
。
ち
な
み
に
冬
部
に
は
、
「
鵠
の
ち
が
ふ
る
橋
の
間
遠
に
て
へ
だ
つ
る
な
か
に
霜
や
置
く
ら
ん
」
(
三

O
八
)
と
い
う
七

夕
関
係
詠
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
鵠
の
わ
た
せ
る
橋
に
お
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る
」
(
新
古
今
・
冬
・
六
二

0
・
家
持
)
に
依

拠
し
、
冬
の
「
鵠
の
橋
」
に
霜
が
置
い
た
情
景
を
思
い
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

「
毎
月
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
藤
岡
忠
美
氏
が
「
日
記
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
氏
は
「
毎
日
各
々
の
日
付
こ

そ
な
い
が
、
一

O
首
を
ま
と
め
て
一
旬
ご
と
に
区
切
り
を
設
け
て
い
る
の
は
、
当
然
一
首
を
一
日
に
ふ
り
あ
て
た
日
記
的
な
形
態
を
意
味
す

る
も
の
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
日
付
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
が
排
列
さ
れ
て
い
る
例
を
指
摘
さ
れ
た
。
た
だ
し

例
外
も
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
正
確
に
、
各
日
付
を
追
っ
て
和
歌
が
排
列
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
切
れ
ぬ
点
も
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て

お
ら
れ
る
。

『
標
注
曽
丹
集
』
は
、
神
作
光
一
氏

解
釈
と
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(
6
)
 

志
田
繭
好
忠
集
の
研
究
』

(
昭
和
四
十
九
年
、
笠
間
書
院
)
所
収
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
文
化
版
刊
本
に
よ
る
。



(
7
)

『
風
土
記
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
・
秋
本
吉
郎
氏
校
注
・
昭
和
三
十
三
年
、
岩
波
書
店
)
に
よ
る
。

(
8
)

『
日
本
歌
学
大
系
別
巻
一
一
』
(
昭
和
三
十
三
年
、
風
間
書
房
)
に
よ
る
。

(
9
)
具
体
的
に
は
、
秋
部
に
お
け
る
駒
牽
関
係
歌
、
冬
部
に
お
け
る
修
行
者
詠
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
々
の
歌
に
関

し
て
は
、
川
村
晃
生
・
金
子
英
世
『
『
曾
繭
好
忠
集
』
注
解
』
(
平
成
二
十
三
年
、
三
弥
井
書
庖
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

-92-


