
蝉
に
寄
せ
る
叙
情

漂
泊
の
叙
情
詩
人
三
好
達
治
は
、
蝉
を
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い

る。

・
（
略
）
：
：
J

今
年
五
月
十
日
、
私
は
初
め
て
、
私
の
住
む
草

舎
の
前
の
松
林

K
、
ひ
と
声
蝉
の
鳴
き
出
る
声
を
聞
い
た
。
折
か
ら

空
い
ち
め
ん
の
薄
雲
が
破
れ
て
、
初
夏
と
い
ふ

K
は
ま
だ
早
い
暮
春
の

陽
ざ
し
が
、

ζ

ぼ
れ
る
や
う

κ斜
め

K
林
K
落
ち
て
き
た
。
私
は
そ

れ
K
気
を
と
ら
れ
て
読
ん
で
ゐ
た
本
を
机
の
上
に
置
か
う
と
し
て
う

な
じ
を
上
げ
た
。
そ
の
時
で
あ
っ
た
、
天
上
の
重
い
一
罪
が
乳
る
や
う

し
ん
し

κ、
ぎ
い
い
と
ひ
と
声
、
参
差
と
し
て
松
の
梢
の
入
組
ん
だ
と
あ
る

方
k

j
珍
し
ゃ
、
た
だ
ひ
と
声
あ
の
懐
し
い
声
を
風
の
聞
に
放
つ
も

の
が
あ
っ
た
。

蝉
！
新
し
い
季
節
の
扉
を
押
し
開
く
者
！

・
（
略
）
・
・

蝉
が
鳴
い
て
い
る
。
蝉
は
そ
の
後
ひ
き
つ
づ
い
て
毎
日
鳴
い
て
い

る
。
そ
し
て
今
日
は
六
月
朔
日
で
あ
る
。
私
は
今
日
外
か
ら
帰
っ
て

き
て
、
松
林
の

E
を
登
h
y
‘
な
が
ら
、
そ
の
小
径
の
踏
段
の
一
〔
J
K
、

竹

原

崇

雄

ま
っ
黒

K
集
っ
た
数
百
匹
の
蟻

K
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
る
、
小
さ
左

E
S
M
V
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蝉
の
査
般
を
見
た
。
羽
の
透
明
在
、
小
指
の
頭
ほ
ど
の
蝉
で
あ
る
。

五
月
十
日
か
ら
今
日
ま
で
、
仮
h
y
k
そ
の
小
さ
左
昆
虫
の
命
を
三
週

間
ば
か
り
の
も
の
と
す
る
な
ら
、
私
は
既
に
そ
の
幾
倍
の
時
閣
を
と

の
地
上
に
生
き
て
き
た
だ
ろ
う
、

j

i
－
－
－
略
・
：
・
：
（
「
日
本
の
詩

歌
」
三
好
達
治
、
中
央
公
論
社
）

夏
と
い
う
寸
新
し
い
季
節
」
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、
三

好
達
治
は
、
左
っ
か
し
く
、
、
そ
し
て
や
さ
し
く
、
蝉
を
う
た
い
あ
げ

る
。
と
同
時
に
、
は
か
左
い
そ
の
命
を
限
h
y
左
く
い
と
な
し
ん
で
い

る
。
は
か
な
い
命
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
懐
し
い
」
思
い
は
一
段
と

つ
の
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
寸
祖
母
」
に
つ
い
て
の
蝉
に
ま

つ
わ
る
思
い
出
も
、
結
局
は
、
こ
の
寸
可
憐
」
で
は
か
な
い
生
の
呼

び
か
け
が
惹
き
起
す
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
左
い
。
蝉
の
声
は
、
夏

の
季
節
の
象
徴
で
あ
り
、
小
さ
老
体
で
、
生
命
隈
h
y
k
鳴
く
戸
は
、

生
き
て
い
る
者
の
必
然
的
K
辿
ら
ね
ば
左
ら
ぬ
寂
滅
の
世
界
を
暗
示

さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
訪
れ
る
季
節
の
爽
や
か
さ
と
、
去
b
J
ゆ

く
季
節
と
共

K
滅
び
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
生
命
の
寂
し
さ
と
を
蝉
の
声

1 



は
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
と
そ
、
蝉
は
時
を
惜
し
ん

で
、
む
さ
ぼ
る
ど
と
く
生
き
ま
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
初
夏
の
蝿
は
、
「
控
え
目

K
、
hv
づ
hw
づ
と
」
鳴

い
て
い
る
。
詩
人
の
心
は
、
そ
の
時
、
自
ら
の
生
命
の
あ
h
y
方

K
触

れ
て
博
然
と
す
る
の
で
あ
る
。

一一
詩
人
左
ら
ず
と
も
、
蝉
は
夏
の
季
節
を
彩
る
も
の
と
し
て
、
多
〈

の
人
々

K
愛
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
長
い
地
下
の
幼
虫
の
生

活

K
比
し
て
、
地
上
で
の
は
か
念
い
生
命
を
入
品
川
は
惜
し
ん
だ
。
し

か
し
、
と
の
よ
う
念
蝉

κ寄
せ
る
叙
情
は
、
果
し
て
、
近
代
の
人
の

み
で
念
〈
、
古
代
の
人
々
も
共
有
し
得
た
叙
情
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

「
徒
然
草
」

k
h
v
け
る
あ
の
有
名
念
一
段
の
中
で
、
兼
好
法
師
は

次
の
よ
う
K
、
蝉
K
寄
せ
て
そ
の
感
懐
を
述
べ
て
い
る
。

命
あ
る
も
の
を
見
る

K
、
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
。
か
げ
ろ

う
の
タ
を
待
ち
、
夏
の
蝉
の
春
秋
を
し
ら
ぬ
も
あ
る
ぞ
か
し
。
つ

く
づ
く
と
一
年
を
く
ら
す
ほ
ど
だ

K
も
、
と
よ
念
う
の
ど
け
し
ゃ
。

飽
か
ず
、
惜
し
と
思
は
ば
、
千
年
を
過
す
と
も
、
一
夜
の
夢
の
心

ち
と
そ
せ
め
。
住
み
果
て
ぬ
世
に
、
み

K
〈
き
姿
を
待
（
ち
）
え

て
何
か
は
せ
ん
。
命
長
け
れ
ば
辱
多
し
。
長
く
と
も
、
四
十

K
た

ら
ぬ
ほ
ど

K
て
死
念
ん
と
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。

（
第
七
段
）
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

と
こ
で
は
、
明
ら
か
に
蝉
の
命
を
は
か
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。
漢
籍
よ
り
得
た
知
識
を
基
盤
と
し
た
上
で
の
表
現
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
念
い
が
‘
蝉
は
夏
の
も
の
で
あ
り
、
「
夏
の
せ
み
」

は
夏
の
季
節
の
み
し
か
知
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
そ
の
短
い
生
を
い
と

hu
し
み
つ
弘
、
人
の
生
き
方
へ
の
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
の
限
h
y
k
－
砕
い
て
、
兼
好
は
蝿
の
生
命
の
は
か
念
さ
を
知
っ

て
い
た
と
い
う
と
と

K
念
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
確
実
で

は
念
い
。
「
蜂
蛸
朝
生
而
暮
死
」
「
贈
肺
不
知
春
秋
」
と
い
う
「
准

南
子
」
「
荘
子
」
に
そ
の
発
想
の
源
を
探
る
と
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
観
念
的
念
知
識
と
し
て
は
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
念
い
が
、

蝉
そ
の
も
の
の
具
体
的
念
相
と
し
て
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
や

は
り
疑
点
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

一一一
古
典
の
中
に
描
か
れ
る
蝉

K
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

「
倭
名
類
喋
抄
」
（
巻
十
九
）

K
な
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

2 

虫学
蝉

乍
楠
二
音
和

本
草
一
玄
昨
蝉

f

雌
蝉
不
能
鳴
者
也

名
奈
波
世
美立

回
綿
和
名

爾
閑
雅
注
一
玄
馬
蝿
一
名
師
蝉
中
最
大
者
也

無
末
世
美

音

立

回

鷹

俗

云

兼
名
苑
一
公
寒
蝉
一
名
寒
謹
一
名
蟻

紫

加

無

世

美

凋
遼
二
音
字
亦
万
勢

陶

隠

居

本

草

注

一

玄

蛸

瞭

由

自

八

月

鳴

者

和
名
久
豆
久
豆
保
字
之

馬
蝿

寒
蝿

苧也昭
鯛 自奈

爾
雅
注
云
苧
蝿
手
名
小
青
蝿
也

比
久
良
之

以
上

K
よ
っ
て
み
れ
ば
、
平
安
時
代
に
か
い
て
は
．
「
奈
波
世
美

（
ナ
ハ
セ
、
、
、
）
、
「
無
末
世
美
」
（
ム
マ
セ
ミ
）
、
「
加
無
世
美
」

（
カ
ム
セ
、
、
、
）
、
「
久
豆
久
豆
保
宇
之
」
（
ク
ッ
ク
ツ
ホ
ウ
シ
）
、



「
比
久
良
之
」
（
ヒ
ク
ラ
シ
）
と
い
う
五
種
の
蝉
の
名
が
確
認
さ
れ

て
い
た
と
と
に
念
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
蝿
が
、
ど
の
よ
う
念
生

態
（
幼
虫
期
、
成
虫
期
）
を
持
っ
て
い
る
か

K
つ
い
て
の
記
述
は
左

ぃ
。
「
奈
波
世
美
」

K
つ
い
て
は
‘
「
晴
輪
日
記
」
伺
に
そ
の
名
が

見
え
て
い
る
。

か
く
て
、
つ
れ
づ
れ
と
六
月
K
念
し
っ
。
ひ
ん
が
し
訟
も
て
の
朝

日
の
け
、
い
と
く
る
し
け
れ
ば
、
南
の
廟
に
い
で
た
る

K
、
つ
h

ま

し
き
人
の
け
ぢ
か
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
ゃ
を
ら
か
え
は
ら
ふ
し
て
き
け
ば
、

蝉
の
と
ゑ
い
と
し
げ
う
念
h
y
k
た
る
を
、

hv
ぼ
つ
か
左
う
て
、
ま

だ
耳
を
や
し
左
は
ぬ
翁
あ
り
け
り
。
庭
は
〈
と
て
、
第
を
も
ち
て
、

木
の
下
K
た
て
る
ほ
ど

κ、
K
は
か

K
い
ち
は
や
一
角
ノ
一
き
た
れ
ば
、

な
ど
ろ
き
て
、
ふ
り
あ
ふ
ぎ
て
い
ふ
ゃ
う
ο

「
ょ
び
ぞ
よ
ひ
ぞ
と
い

と
量
ぜ
ち

ふ
念
は
ぜ
み
、
き

K
け
る
は
。
晶
だ
に
時
節
を
し
り
た
る
よ
」
と
ひ

（
を
』

と－
P
ど
っ

K
あ
は
せ
て
、
し
か
し
か
と
念
き
み
ち
た
る

K
、
主
治
し

う
も
あ
は
れ

K
も
あ
－
P
け
ん
、

ζ

込
ち
ぞ
あ
ち
き
念
か
り
け
る
。

（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
）

道
綱
母
が
、
夫
兼
家
の
長
い
と
だ
え

K
今
は
も
う
恨
み
言
を
並
べ

る
気
力
も
念
〈
、
半
ば
諦
め
の
空
し
い
気
持
の
中
で
蝉
の
声
を
聞

い
て
い
る
。
「
轟
だ

K
時
節
を
し
り
た
る
よ
」
と
つ
ぶ
や
く
翁
の
一
言

葉
K
応
え
る
か
の
よ
う

K
、
蝉
が
「
し
か
し
か
」
と
鳴
く
。
「
つ
れ

と
き
せ
ち

づ
れ
と
六
月
K
念
し
つ
」
と
い
う
状
態
の
中
で
の
「
時
節
」
を
弁
え

た
夏
の
蝉
の
声
は
、
道
綱
母

K
と
っ
て
耐
え
難
い
程
の
響
き
と
な
っ

て
う
つ
う
つ
と
し
た
心

K
喰
い
入
っ
て
い
っ
た

K
違
い
な
い
。

こ
ζ

で
の
「
左
は
せ
み
」

K
つ
い
て
、
柿
本
奨
氏
は
、
底
本
と
し

た
書
陵
部
蔵
本
の
「
よ
ひ
そ
よ
ひ
そ
と
い
ふ
念
は
せ
み
」
の
「
念
は

せ
み
」
は
、
「
念
る
せ
み
」
の
誤
写
で
あ
る
と
し
て
、
「
そ
の
鳴
き

声
が
、
今
は
よ
き
わ
が
世
ぞ
、
の
意

K
聞
え
る
と
一
一
言
肋
伝
え
ら

れ
て
い
る
と
と
を
表
わ
す
。
」
と
解
し
て

b
ら
れ
る
b

そ
の
理
由

と
し
て
「
念
は
ぜ
み
」
は
「
本
草
和
名
」
「
和
名
抄
」

K
あ
た

b
k

「
雌
蝉
不
能
鳴
者
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
あ
る
も
の
を
引
い
て
な
ら

れ
る
。
「
蝉
の
汎
称
の
よ
う

K
も
見
え
る
が
、
さ
り
と
も
汎
称
と
も

き
め
が
た
い
己
と
し
て
、
結
局
、
「
い
ふ
念
る
せ
み
」
の
誤
と
し
て

な
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
「
時
節
を
し
り
た
る
蝉
」
が

「
し
か
し
か
」
と
鳴
く
声
を
道
綱
母
は
聞
い
て
「
あ
じ
き
念
か
り
け

h
J
」
と
嘆
ず
る
反
応
し
か
そ
の
心
に
は
で
き
念
い
状
態
K
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
せ
め
て
言
え
ば
、
夫
兼
家
の
時
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
念

無
立
聞
を
恨
む
心
で
、
蝉
の
鳴
き
声
を
耳
に
し
て
、
そ
れ
が
「
時
節
」

と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
だ
け
K
、
道
綱
母
は
、
そ
の
身

か
ら

K
じ
み
出
る
「
あ
じ
き
な
」
き
叙
情
を
触
発
さ
せ
ら
れ
て
い
る

と
一
一
い
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
綱
母
が
そ
の
日
記
に
「
あ
る

か
念
き
か
の
心
地
す
る
」
と
記
し
、
そ
れ
が
「
か
げ
ろ
ふ
」
の
如
く

「
も
の
は
か
な
き
」
「
身
の
上
」
を
述
懐
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
蝉
を
耳
に
し
て
も
、
「
声
い
と
し
げ
う
」
「
い
ち
は
や
う
」

と
い
う
と
ら
え
方
し
か
し
て
い
左
い
と
い
う
の
は
や
や
疑
問
K
思
え

て
く
る
。
「
あ
じ
き
な
」
き
感
情
を
抱
〈
程
兼
家
と
の
関
係
が
は
か

念
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ

ζ
K
は
蝉
の
声
K
即
し
て
起
る
「
蝿

の
よ
う
に
は
か
左
い
身
」
と
の
連
想
が
働
い
て
も
し
か
る
べ
き
だ
と

思
わ
れ
る
。
と
と

K
そ
の
よ
う
念
感
情
の
起
伏
が
左
い
の
は
左
ぜ
か
、

ζ

の
点
は
や
は
h
y
疑
問
と
し
念
け
れ
ば
念
ら
な
い
。

（註
1
）
「
購
蛤
日
記
全
注
釈
下
巻
」
肝
頁
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四
「
晴
蛤
日
記
」
附
ょ

b
今
一
つ
引
用
し
て
み
る
。

さ
念
が
ら
八
月
に
な
り
ぬ
。
つ
い
た
ち
の
目
、
雨
一
ふ

b
く
り
す
。

時
雨
だ
ち
た
る
に
、
末
の
時
ば
か
り

K
晴
れ
て
、
く
つ
く
っ
ほ
う

し
い
て
か
し
が
ま
し
き
ま
で
な
ー
く
を
き
く
に
も
、
「
我
だ
に
も
の

は
」
と
い
は
る
。
い
か
左
る
に
か
あ
ら
ん
、
あ
や
し
う
も
心
細
う
、

涙
う
か
ぶ
日
念
、
p
。

「
久
豆
久
豆
保
宇
之
」
（
「
和
名
抄
」
）
が
、
と
こ
で
は
、
道
網

母
の
悲
し
み

K
涙
を
添
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
o

し
か
し
、
と
の

「
く
つ
く
っ
ぼ
う
し
」
と
道
綱
母
の
心
情
と
の
か
か
わ

b
方
は
、
そ

の
鳴
き
声
が
悲
し
い
と
か
、
鳴
い
て
い
て
も
蝉
の
命
は
や
が
て
絶
え

る
の
だ
と
か
い
っ
た
も
の
で
は
念
〈
、
蝉
は
元
気
よ
く
声
を
出
し
て

い
る
が
、
自
分
の
方
は
声
も
出
、
せ
左
い
と
い
う
逆
の
形
で
蝉
は
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
K
留
意
す
べ
き
で
あ
る
う
。

右
の
引
用
文
中

K
あ
る
「
我
だ
に
も
の
は
」
に
つ
い
て
は
先
覚
の

説
が
多
い
l

「
宇
津
保
物
語
」
に
弾
正
官
忠
康
の
歌
と
し
て
見
え
る

「
か
し
が
ま
し
草
葉
に
か
か
る
虫
の
ね
よ
我
だ

K
物
は
い
は
で
こ
そ

思
へ
」
（
「
藤
原
の
君
」
）
を
引
歌
と
し
て
い
る
の
か
‘
そ
れ
と
も
、

当
時
人
口
に
愉
胴
突
し
て
い
た
古
歌
が
あ
っ
一
た
の
か
、
判
断
は
つ
け
難

い
。
「
新
撰
朗
詠
集
」
上
（
虫
）

K
於
て
は
、
「
か
し
が
ま
し
野
も

せ
に
す
だ
〈
虫
の
ね
や
わ
れ
だ

K
物
を
一
言
は
で
こ
そ
思
へ
」
（
類
従

本
）
と
念
っ
て
い
る
。

ζ

の
二
つ
の
歌
の
み
を
比
較
し
た
と
ζ

ろ
で

は
、
「
草
棄
に
か
か
る
虫
の
ね
」
「
野
も
せ
に
す
だ
く
虫
の
ね
」
と

念
っ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
こ
の
「
虫
」
は
蝉
と
は
認
め
難
い
。

「
草
葉
」
の
中
、
「
野
」
の
中
で
「
す
だ
く
虫
」
と
し
て
し
か
理
解

で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
蝉
の
こ
と
を
「
虫
」

と
し
て
表
現
し
て
あ
る
例
も
見
ら
れ
る
。
「
和
漢
朗
詠
集
」
巻
上

夏
一
蝉

ζ

れ
を
見
よ
人
も
と
が
め
ぬ
恋
す
と
て
ね
を
な
く
虫
の
左
れ
る
す

が

た

を

重

光

大

納

言

ζ
ζ

に
表
現
さ
れ
て
い
あ
「
虫
」
に
つ
い
て
は
、
「
蝿
」
と
い
う

そ
の
題
か
ら
も
、

る
女
に
せ
み
の
ー
も
ぬ
け
を
つ

i
み
で
っ
か
は
す
と
て
」
と
あ
る
詞
書

K
よ
っ
て
も
理
解
で
き
る
よ
う

K
、
「
掴
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
前
出
の
「
草
葉
〕
「
野
」
と
の
つ
な
が
り

の
中
で
の
一
「
虫
」
は
、
や
は
り
「
闘
」
と
は
解
し
難
〈
思
え
る
の
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
「
宇
津
保
」
に
依
っ
た
も
の
で
は
な

〈
、
当
時
人
口
に
糟
策
し
て
い
た
古
歌
を
そ
の
ま
h

借
用
し
て
き
て

「
く
つ
く
っ
ほ
う
し
」
と
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
と

と
も
で
き
よ
う
o

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
結
び
つ
け
方
に
な
い
て

「
晴
蛤
」
の
「
く
つ
く
っ
ぼ
う
し
」
と
「
か
し
が
ま
し
！
ー
！
虫
の

ね
よ
我
だ
に
物
は
い
は
で
ζ

そ
思
へ
」
と
い
う
歌
と
の
関
係
は
、

「
宇
津
保
」
の
弾
正
官
の
場
合
と
同
様
に
、
「
か
し
が
ま
し
き
ま
で
」

（
「
晴
蛤
」
）
「
声
高
く
」
（
「
宇
津
保
」
）
と
い
う
点
で
、
共
通

じ
て
な
h
y
、
歌
意
と
し
て
は
、
蝉
の
よ
う

K
は
、
自
分
は
と
て
も
口

K
出
し
て
思
い
を
述
べ
ゐ
と
と
は
で
き
な
い
、
と
の
深
い
思
い
を
汲

み
と
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
味
K
左
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

蝉
の
戸
は
「
か
し
が
ま
し
」
と
い
う
表
現
の
中
で
承
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
と
と
に
念
る
の
で
あ
る
。
「
輔
蛤
」
で
の
二
つ
の
引
例
は
、

蝉
は
夏
の
季
節
K
鳴
き
、
そ
の
鳴
き
声
は
喧
ま
し
き
も
の
で
あ
る
と
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い
う
よ
う

K
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
を
示
し
、
「
寂
し
き
」
際
の
帝
の
歌
で
あ
る
o

と
の
中

K
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
「
せ
み
」
は

「
は
か
な
さ
」
と
い
っ
た
否
定
的
左
生
の
姿
K
は
つ
な
が
っ
て
い
左
「
秋
を
へ
て
」
と
あ
る
ζ

と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
「
秋
」
の

い

の

で

あ

る

。

：

末

に

「

な

く

」

「

せ

み

」

で

あ

る

と

と

は

は

っ

‘

お

守

り

し

て

い

る

。

五

s

げ
秋
ふ
か
み
山
べ
に
か
以
吋
J
Y

松
風
を
め
づ
ら
し
げ
念
く
せ
み
や
さ

ζ

と
で
、
「
宇
津
保
」
の
場
合
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
、

ι
く
ら
む

三
の
み
ζ

、
御
ま
へ
ち
か
き
ま
つ
の
き

K
、
せ
み
の
こ
ゑ
た
か
，
右
の
「
秋
ふ
か
み
」
の
歌
は
、
き
き
の
「
秋
を
へ
て
」
の
歌
の
次

く
な
く
な
り
に
、
か
く
き
と
え
給
。

K
位
置
し
て
い
る
仲
忠
の
歌
で
あ
る
。
「
秋
ふ
か
み
」
と
あ
る
ζ

と

か
し
が
ま
し
草
葉

K
か
か
る
む
し
の
ね
よ
わ
れ
だ

K
物
は
い
は

K
よ
っ
て
も
わ
か
る
と

h
F
b、
季
節
は
秋
の
末
で
あ
る
。

ζ

の
歌
の

で
ζ

そ

な

も

へ

場

合

は

、

鳴

い

て

い

る

蝉

で

は

な

く

「

き

く

」

「

せ

み

」

で

あ

る

と

す
み
ど
こ
ろ
あ
る
物
だ
に
、
か
く
と
そ
有
け
れ
、
い
う
点
が
前
の
歌
と
は
異
っ
て
い
る
。

右
の
引
用
文
中
注
意
し
‘
な
け
れ
ば
左
ら
ぬ
表
現
は
、
蝉
に
つ
い
て
「
秋
を
へ
て
」
の
歌
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
「
松
が
え

K
す
ど

「
す
み
ど
乙
ろ
あ
る
物
」
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
る
せ
み
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

ζ

の
「
せ
み
」
は
、
今
を
盛
り

「
す
み
」
と
は
「
棲
み
」
で
あ
り
、
一
定
の
生
活
の
場
、
即
ち
、
ね
と
鳴
く
蝉
で
は
念
〈
、
「
秋
を
へ
て
」
自
ら
の
「
す
」
に
「
こ
も
」

ぐ
ら
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
す
み
ど
乙
ろ
」
を
持
っ
た
「
せ
み
」
と
い
う
こ
と
に
念
る
。

っ
て
い
る
蝉
で
さ
え
こ
の
よ
う
に
「
乙
ゑ
た
か
く
」
‘
な
い
て
い
る
。
夏
の
終
り
と
と
も
に
、
そ
の
生
涯
を
果
て
る
と
い
う
現
在
の
知
識

「
す
み
ど
乙
ろ
」
を
持
た
ぬ
ζ

の
私
の
嘆
き
が
い
か
ば
か
り
か
、
推
よ
り
す
れ
段
、
奇
異
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
表
現
で
あ
る
が
、
、
当
時
の
人

察

く

だ

さ

い

と

い

う

意

味

で

あ

ろ

う

。

々

の

考

え

と

し

て

は

、

鴬

や

そ

の

他

の

鳥

な

ど

と

同

様

に

、

「

せ

み

」

ζ

と
で
、
蝉
が
「
す
」
を
持
つ
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
左
も
「
す
」
を
持
ち
、
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
「
乙
も
る
」
も
の
と
し
て

の
か
。
し
か
も
、
と
の
蝉
が
、
「
す
む
」
と
い
う
語

K
結
び
つ
く
の
い
た
に
相
違
左
い
。
「
秋
を
へ
て
」
の
歌
意
も
、
蝉
は
一
般
に
秋
の

は
、
す
べ
て
秋
の
蝉
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
同
末
な
ど
に
鳴
く
も
の
で
は
念
い
が
、
と
の
仲
忠
の
素
晴
ら
し
い
琴
の

じ

「

宇

津

保

」

に

次

の

よ

う

左

例

が

あ

る

。

音

色

を

専

に

し

て

は

、

た

と

え

「

す

ご

も

る

せ

み

」

で

あ

っ

て

も

鳴

秋
を
へ
て
と
よ
ひ
の
こ
と
は
松
が
え

K
す
ど
も
る
せ
み
も
し
ら
か
ず

K
は
な
ら
れ
ま
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
秋
ふ
か
み
」

べ

て

ぞ

左

く

（

「

吹

上

（

下

）

」

）

の

方

も

、

「

す

と

も

る

せ

み

」

が

、

松

風

の

音

と

と

も

に

ひ

び

く

琴

「
宇
津
保
」
の
主
人
公
仲
忠
と
吹
上
に
住
ん
で
い
た
源
涼
と
が
の
音
を
「
き
く
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
鳴
く
の
で
は
な
く
て

「
神
泉
」
の
「
も
み
ぢ
の
賀
」

K
沿
い
て
琴
の
弾
き
く
ら
べ
を
し
た
「
き
く
」
と
い
う
と
と
ろ
に
「
秋
を
へ
て
」
「
す
ご
も
る
せ
み
」
の
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姿
が
逆
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

松
風
の
と
ゑ
に
く
ら
ぶ
る
と
と
の
ね
を
す
念
る
h

せ
み
は
し
ら

べ
ざ
ら
め
や
（
「
春
日
詣
」
）

春
山
の
木
の
ね
の
せ
み
は
す
を
せ
ば
み
夏
の
ζ

の
は
や
恋
し
か

る
ら
ん
（
「
春
日
詣
」
）

右
ニ
首
の
歌
は
、
「
宇
津
保
物
語
」
の
「
春
日
詣
」
の
巻
K
出
る

歌
で
あ
る
。

ζ
ζ

で
の
「
せ
み
」
は
「
ナ
」
に
結
び
つ
い
て
い
て

「
春
」
の
も
の
と
念
っ
て
い
る
が
、
と
れ
は
「
秋
」

K
巣
ど
も
り
し

て
「
冬
」
「
春
」
を
経
過
し
て
「
夏
」
を
待
つ
「
せ
み
」
で
あ
っ
て
、

さ
き
に
論
じ
た
「
せ
み
」
と
性
格
は
異
念
る
も
の
で
は
念
い
。

ζ

れ
K
よ
っ
て
み
れ
ば
、
当
時
の
人
々
は
、
蝉
の
命
は
は
か
念
い

も
の
だ
左
ど
と
は
考
え
て
い
‘
な
か
っ
た

K
相
違
念
い
。
蝉
の
季
節
は

夏
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
己
れ
の
季
節
が
秋
を
経
て
過
ぎ
去
っ
て
い
く

と
、
蝉
は
巣
に
こ
も
っ
て
、
再
び
訪
れ
て
〈
る
己
れ
の
夏
の
季
節
を

待
つ
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

道
綱
母
が
、
「
念
げ
き
っ
つ
」
そ
の
「
世
」
を
「
は
か
左
〈
」
生

き
左
が
ら
、
蝉
の
芦
を
聞
い
て
も
、
蝿
は
夏
と
い
う
「
時
節
」
を
弁

え
て
訪
れ
て
き
た
が
、
夫
兼
家
は
「
時
節
」
を
弁
え
ず
待
て
ど
も
訪

れ
て
は
来
て
く
れ
左
い
、
と
い
う
点
で
そ
の
叙
情
を
触
発
さ
せ
る
の

み
で
、
蝉
の
命
の
は
か
一
な
さ
と
、
我
が
身
の
は
か
－
な
さ
と
を
結
び
つ

け
て
嘆
〈
こ
と
を
し
て
い
念
い
。
そ
れ
は
、
「
宇
津
保
」
の
作
者
と

同
様
K
、
蝉
は
「
す
む
」
と
い
う
知
識
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
念

か
ろ
う
か
。
蝉
そ
の
も
の
は
、
は
か
ま
い
命
の
発
想
の
原
点
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
念

b
得
念
い
の
で
あ
る
。
蝉
を
虫
と
し
て
と

ら
え
た
場
合
、
そ
れ
は
露
と
結
び
つ
い
て
、
は
か
念
い
命
を
比
織
す

る
も
の
と
は
念

b
得
て
い
る
が
、
蝉
そ
の
も
の
の
特
殊
性
K
由
来
す

る
も
の
で
は
念
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
空
蝉
」
と
い
う
語

の
も
つ
「
は
か
念
い
」
感
じ
は
、
「
現
身
」
の
「
は
か
念
さ
」
か
ら

導
か
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
空
蝉
の
身
を
か
へ
で
け
る

木
の
下

K
猶
人
か
ら
の
念
っ
か
し
き
か
念
」
と
い
う
「
源
氏
物
語
」

の
巻
名
の
由
来
の
よ
う

K
、
蝉
の
脱
け
殻
の
実
体
の
左
い
も
の
の
も

つ
「
は
か
左
さ
」
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
蝉
そ
の
も
の
の
命
の

は
か
な
さ
に
基
づ
く
も
の
で
は
念
か
っ
た
と
考
え
る
ζ

と
が
出
来
よ

う
。
平
安
時
代
の
人
は
蝿
の
声
を
聞
い
て
も
、
そ
の
命
の
は
か
左
さ

に
思
い
を
は
せ
る
と
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
」
の

「
常
夏
」
の
巻
に
一
例
出
て
く
る
蝉
も
、
夏
の
暑
さ
を
表
現
し
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
万
葉
の
「
日
倉
足
」
の
声
も
「
瀧
も
と
ど
ろ

K
」

で
あ
っ
て
、
「
晴
崎
」
の
「
か
し
が
ま
し
」

K
通
う
も
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
蝿
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
芭
蕉
は
蝉
の
生
命
を
知
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
の
「
閑
か
き
や
」
と
い
う
詠
嘆
の
底
K
は
、
生

死
を
超
え
た
永
遠
に
連
念
る
寂
と
し
た
世
界
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て

く
る
。
芭
古
燃
に
と
っ
て
、
生
死
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
と
自

然
と
が
融
合
す
る
境
地
の
中
に
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
芸
術
は
そ
の
成
立

の
瞬
間
に
合
い
て
永
遠
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
本
学
助
教
授
）
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