
和
歌
に
お
い
て、
条
件
句
が
用
い
ら
れ
る
と
き、
条
件・
帰
結
関
係
で
一

首
が
成
立
す
る
場
合
と、
条
件・
帰
結
関
係
と
他
の
要
素
と
の
関
わ
り
と
で

一
首
が
成
立
す
る
楊
合
と
が
あ
る
が、
後
者
の
中
の一
っ
に、
条
件
句・

帰

結
句
全
体
で
連
体
修
師
句
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る。
例
え
ば
次
の
よ
う

な
例
で
あ
る。

①＾
風
ふ
け
ぱ
方
も
さ
だ
め
ず
ち
る
＞
花
を
い
づ
方
へ
ゆ
く
は
る
と
か
は

見
む

（
拾
遺・
春．
76．
貰
之）

こ
れ
は
「
風
ふ
け
ば
方
も
さ
だ
め
ず
ち
る」
と
い
う
条
件・
帰
結
oo
係
全
体

で、
体
言
「
花」．
を
作
節
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で、
接
統
助
同
の
問
屈
は、
主
に
前
句
と
後
句
と
の
意
味
関
係
に

焦
点
が
絞
ら
れ
て
き
た
が、
こ
こ
で
は、
①
の
よ
う
に
接
箱
助
詞
の
前
句・

後
句
ひ
と
ま
と
ま
り
で
連
体
修
飾
句
と
な
っ
て
い
る
も
の
を、
「
複
文
に
よ

る
述
体
修

麻句」
と
呼
び、
特
に
和
歌
で
の
用
い
ら
れ
方
を
中
心
に
扱
っ
て

ゆ
き
た
い。

は
じ
め
に

ー
中
古
の
和
歌
と
散
文
と
の
比
較
ー

複
文
に
よ
る
連
体
修
飾

複
文
と
い
っ
て
も
範
囲
は
広
い
が、
接
絞
助
飼
の
用
い
ら
れ
た
も
の
に
限

り、＇
今
回
は、
「
巳
然
形
＋
ば」
「
ど・
ど
も]
「
未
然
形
＋
ば」
「
と
も」
の

用
い
ら
れ
た
例
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る。

ま
た、
以
下
に
あ
げ
る
よ
う
な
和
歌
の
体
言
止
め
な
ど
の
例
や、
散
文
の

引
用
句
の
終
わ
り
の
「
こ
と」
の
例
な
ど、
喚
体
の
文
と
な
っ
て
い
る
も
の

は
同
列
に
は
扱
え
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め、
今
回
は
除
い
て
考
え
る
。

,'
,＇’

 

②
君
て
へ
ば
見
ま
れ
見
ず
ま
れ
ふ
じ
の
ね
の
め
づ
ら
し
げ
な
く
も
ゆ
る
わ

が
こ
ひ

（
古
今．
恋
四．
680•
藤
原
忠
行）

③
又
も
こ
む
時
ぞ
と
お
も
へ
ど
た
の
ま
れ
ぬ
わ
が
身
に
し
あ
れ
ば
を
し
き

閑
か
な

（
後
撰・
春
下・
146．
貫
之）

④
親
君
と
申
す
と
も、
か
く
つ
き
な
き
こ
と
を
仰
せ
給
ふ
こ
と、、
事
ゆ

か
ぬ
物
ゆ
ゑ、
大
納
酋
を
そ
し
り
あ
ひ
た
り。（

竹
取・
龍
の
首
の
玉）

な
お、
関
査
の
対
象
は、
八
代
集
（「
新
編
国
歌
大
観」
所
収・
「
金
菜

和
歌
集」
は
二
度
本）
の
短
歌
の
例
で
あ
り、
そ
れ
と
比
較
す
る
た
め
に、

祠
氏
物
語
（「
桐
壺」
！
「
若
紫」）
j

（
日
本
古
典
文
学
全
集）
と、
「
竹

佐

藤

恵
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ま
ず、
速
体
修
飾
句
中
に
「
已
然
形
＋
ば」
「
ど
・
ど
も」
「
未
然
形
＋

ば」
「
と
も」
が
同
じ
よ
う
に
現
れ
得
る
か
ど
う
か
を
押
さ
え
て
お
く
。

結
論
か
ら
言
え
ば、
連
体
修
飾
句
中
に
は
い
ず
れ
の
用
例
も
見
出
せ
る。

少
な
く
と
も
散
文
に
お
い
て
は、
す
べ
て
連
体
修
飾
句
中
に
現
れ、
特
に
制

限
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

·

た
だ
し、
現
れ
や
す
い
も
の
と
現
れ
に
く
い
も
の
は
あ
り、
今
回
の
調
査

範
囲
で
見
出
せ
た
例
は、
「
未
然
形
＋
ぱ
J

は、
以
下
に
あ
げ
る
五
例、
「
と

も」
は
散
文
の
二
例
だ
け
で、
ま
だ
和
歌
中
の
確
例
は
見
出
せ
て
い
な
い。

「
巳
然
形
＋
ば
J

や
「
ど
・
ど
も」
の
例
は
こ
の
論
文
中
に
す
べ
て
あ
げ
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら、
そ
れ
ら
に
比
べ
用
例
数
は
か
な
り
少
な
い
と

い
え
る。
勿
論、
調
査
の
範
囲
を
広
げ
れ
ば、
も
う
少
し
用
例
数
は
増
え
る

は
ず
だ
が、
「
巳
然
形
＋
ば」
「
ど
・
ど
も」
に
比
べ
て、
用
例
数
が
少
な
い

と
い
う
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る。

具
体
的
な
例
は
三
以
下
に
譲
る
が、
「
未
然
形
＋
ば」
「
と
も」
に
つ
い
て

は、
用
例
数
が
少
な
い
た
め、
こ
こ
に
ま
と
め
て
あ
げ
て
お
く。

「
未
然
形
＋
ば
J

⑤
風
ふ
か
ば
み
ね
に
わ
か
れ
む
雲
を
だ
に
あ
り
し
な
ご
り
の
か
た
み
と
も

み
よ

（
新
古
今．
恋
四・
隣・
家
隆
朝
臣）

連
体
修
飾
句
中
に
現
れ
る
接
続
助
詞

取
物
語」
『
伊
勢
物
語」
「
土
左
日
記」
（
以
上、
日
本
古
典
文
学
大
系）
を

見
て
い
る。

翠
さ
え
あ
ら
ば
み
つ
べ
き
身
の
は
て
を
忍
ば
む
人
の
な
き
ぞ
か
な
し
き

（
新
古
今・
雑
下・
暉・
和
泉
式
部）

⑦
い
の
ち
あ
ら
ば
又
も
あ
ひ
な
む
春
な
れ
ど
し
の
ぴ
が
た
く
て
く
ら
す
け

ふ
か
な

（
千
載・
春
下・
123
・
中
務
卿
具
平
の
み
こ
）

⑧
わ
ざ
と
の
御
学
問
は
さ
る
も
の
に
て、
琴
笛
の
音
に
も
雲
ゐ
を
ひ
ぴ
か

し、
す
べ
て
言
ひ
つ
づ
け
ば、
こ
と
ご
と
し
う、
う
た
て
ぞ
な
り
ぬ
ベ

き
人
の
御
さ
ま
な
り
け
る。

（
源
氏・
桐
壺・
地）

⑨
さ
れ
ど、
こ
の
子
も
い
と
幼
し、
心
よ
り
ほ
か
に
散
り
も
せ
g、
か
ろ

が
ろ
し
き
名
さ
へ
取
り
涼
へ
ん
身
の
お
ぽ
え
を、
い
と
つ
き
な
か
る
ペ

く
思
へ
ば、
め
で
た
き
こ
と
も
わ
が
身
か
ら
こ
そ
：·

（
源
氏・

裔木・
心
中
A
空
郷
＞）

「
と
も」

⑩
い
み
じ
き
武
士、
仇
敵
な
り

ti、
見
て
は
う
ち
笑
ま
れ
ぬ
べ
き

iI

の
し
た
ま
へ
れ
ば、
え
さ
し
放
ち
た
ま
は
ず。
（
源
氏・
桐
壺・
地）

⑪
い
ま一
方
は
主
強
く
な
る

B給‘
変
ら
ず
う
ち
と
け
ぬ
ぺ
く
見
え
し
引

ま
な
る
を
頼
み
て、
と
か
く
開
き
た
ま
へ
ど、
御
心
も
動
か
ず
ぞ
あ
り

け
る。

（
源
氏・
タ
顔・
地）

散
文
に
お
い
て一
応
す
べ
て
の
例
が
見
出
せ
る
以
上、
接
統
助
詞
に
よ
っ

て
用
例
数
に
差
が
あ
る
の
は、
表
現
上
の
問
題
で
あ
ろ
う
が、
特
に
「
と

も」
に
つ
い
て
は、
こ
こ
で
詳
し
く
は
述
べ
ら
れ
な
い
も
の
の、
和
歌
に
お

け
る
出
現
位
骰
等、
他
の
四
つ
の
接
続
助
詞
と
は
異
な
っ
た
面
も
見
ら
れ、

逆
接
仮
定
条
件
の
特
殊
性
が
窺
え
る。
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和
歌
に
お
け
る
表
現
と
比
較
す
る
た
め
に、
先
に、
散
文
の
傾
向
を
捉
え

て
お
く。

ま
ず、
ど
の
よ
う
な
体
言
が
修
飾
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
み
る
と、

「
源
氏
物
語
j

の
傾
向
で
は、
複
文
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
る
体
言
に
は、

「
こ
と」
「
ほ
ど」
「
さ
ま
j

と
い
っ
た
抽
象
的
な
語
が
目
立
つ。
従
っ
て、

必
然
的
に、
修
飾
句
は
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
内
容
を
表
す
こ
と
に
な
る。

⑫
さ
な
ら
で
も、
お
の
づ
か
ら、
げ
に、
後
に
思
へ
ば、
を
か
し
く
も
あ

は
れ
に
も
あ
ぺ
か
り
け
る
こ
と
の、
そ
の
を
り
に
つ
き
な
く
目
に
と
ま

ら
ぬ
な
ど
を、
推
し
は
か
ら
ず
詠
み
出
で
た
る、
な
か
な
か
心
お
く
れ

て
見
ゆ。

（
源
氏・

密木・
会
＾
左
馬
頭
＞）

こ
れ
は、
ど
う
い
う
「
こ
と」
か
と
い
う
具
体
的
な
内
容
が
「
げ
に、
後
に

思
へ
ば、
お
か
し
く
も
あ
は
れ
に
も
あ
ん
ぺ
か
り
け
る」
と
い
う
修
飾
句
に

よ
っ
て
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。

⑬
さ
も
か
か
ら
ぬ
隈
な
き
御
心
か
な、
さ
ば
か
り
い
は
け
な
げ
な
り
し
け

は
ひ
を
と、
ま
ほ
な
ら
ね
ど
も、
見
し
ほ
ど
を
思
ひ
ゃ
る
も
を
か
し。

（
源
氏・
若
紫・
地）

こ
れ
も、
ど
う
い
う
時
か
と
い
う
具
体
的
な
内
容
が
「
ま
ほ
な
ら
ね
ど
も、

懃
文
に
お
け
る
複
文
に
よ
る
連
体
修
飾
句

で
は、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え、
こ
れ
ら
の
接
統
助
詞
が
ど
の
よ
う
に
連

体
修
飾
句
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か、
散
文
と
和
歌
と
の
傾
向
を
捉
え
て
ゆ

。＜

見
し」
と
い
う
修
飾
句
で
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。

ま
た
二
で
あ
げ
た
「
と
も」
の
例
⑩
は、
光
源
氏
の

様子
に
つ
い
て
述
ペ

た
箇
所
で
あ
る
が、
こ
れ
も
修
飾
句
の
部
分
は、
「
さ
ま」
と
い
う
抽
象
的

な
語
の
具
体
的
な
説
明
で
あ
る
と
い
え
る。

そ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば、
次
の
例
の
よ
う
に、
多
少
具
体
的
と
い
え
る
語
も

あ
る。

；

 

⑭
い
み
じ
う
つ
つ
み
た
ま
へ
ど

忍
ぴ
が
た
き
気
色
の
漏
り
出
づ
る
を
り

を
り、
宮
も
さ
す
が
な
る
事
ど
も
を、
多
く
思
し
つ
づ
け
け
り。

（
源
氏・

若紫・
地）

し
か
し、
こ
の
「
を
り
を
り」
は
「
ほ
ど」
と
同
じ
よ
う
に
「
と
き」
を
表

す
語
で
あ
る。

ま
た、
次
の、
空
蝉
の
容
貌
に
つ
い
て
述
べ
た
⑮
の
「
容
貌」
や、
源
氏

の
横
顔
に
つ
い
て
述
ぺ
た
⑮
の
「
御
側
目」
な
ど
は、
意
味
的
に
は
「
さ

ま」
を
表
す
語
で
あ
る。

⑮
言
ひ
立
つ
れ
S
ゎ
ろ
き
に
よ
れ
る

II
を、
い
と
い
た
う
も
て
つ
け
て、

こ
の
ま
さ
れ
る
人
よ
り
は
心
あ
ら
む
と
目
と
ど
め
つ
ぺ
き
さ
ま
し
た
り。

ロ

（
源
氏・
空
蝉・
地）

⑮
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り
け
れ
ど、
い
と
し
る
＜
思
ひ
あ
て
ら
れ
た
ま
へ

る
御
側
目
を
見
す
ぐ
さ
で
さ
し
お
ど
ろ
か
し
け
る
を、

（
源
氏・
タ
顔・
地）

ま
た、
二
で
あ
げ
た
「
未
然
形
＋
ば」
の
例
⑨
の
「
身
の
お
ぽ
え」
な
ど

も、
や
は
り、
具
体
的
な
「
物
質」
を
表
す
名
詞
で
は
な
い。
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修
茄
句
は、
こ
れ
ら
の
抽
象
的
な
語
の
具
体
的
な
内
容
を
述
ぺ
て
い
る
と

い
え
る。

「
源
氏
物
栢」
独
特
の
偏
り
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
た
め、
「
竹
取
物
語」

・
「
伊
勢
物
栢」
「
土
左
日
記」
を
見
る
と、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は、
複
文
に

よ
る
連
体
修
飾
句
は
そ
れ
ぞ
れ
四、
五
例
し
か
見
出
せ
な
い
が、
そ
の
中
に

「
道」
「
う
た」
を
修
飾
し
た
例
が
出
て
く
る。

⑰
さ
て、
ほ
ど
経
て、
宮
づ
か
へ
す
る
人
な
り
け
れ
屯‘
帰
り
く
る
如
に、

や
よ
ひ
ば
か
り
に、
か
え
で
の
も
み
ぢ
の
い

どお
も
し
ろ
き
を
折
り
て、

女
の
も
と
に
道
よ
り
い
ひ
や
る。

．（
伊
勢・
ニ
0
段・
地〉

•
こ
の
「
追」
は
「
迫
路」．
で
は
な
く
「
道
中」
「

途
中」
の
意
味
で
用
い
ら

れ
て
お
り、
や
は
り、
具
体
的
な
物
質
を
表
し
た
名
詞
と
は
い
い
難
い。
そ

し
て、．
こ
の
修
飾
句
の
内
容
は
そ
の
道
に
至
っ
た
事
情
の
説
明
と
な
っ
て
い

る。⑱
こ
れ
か
れ、
く
る
し
け
れ
田
よ
め
る

引叫‘

（
土
左・
地）

こ
の
場
合
に
も、
や
は
り、
歌
を
詠
む
事
情
の
説
明
で
あ
る。

こ
の
他、
具
体
的
と
い
え
る
の
は、
次
の
『
竹
取
物
語
j

の
「

我
子」、

・
「
伊
勢
物
語」
の
「
女」
を
修
飾
し
て
い
る
例
で
あ
る。

'

魯
の
中
よ
り
見
つ
け
き
こ
え
た
り
し
か
ど、
菜
種
の
大
き
さ
お
は
せ
し

を、
わ
が
丈
た
ち
並
ぶ
ま
で
養
ひ
た
て
ま
つ
り
た
る
我
子
を、
な
に
人

か
迎
へ
き
こ
え
ん。

（
竹
取・
か
ぐ
や
姫
の
昇
天・
会
＾
翁
＞）

⑳
そ
こ
に
は
あ
り
と
間
け
ど、
消
息
を
だ
に
い
ふ
ぺ
く
も
あ
ら
ぬ
女
の
あ

た
り
を
思
ひ
け
る。

（
伊
勢・
七
三
段・
地）

し
か
し、
こ
れ
ら
の
場
合
に
も、
述
体
修
飾
句
の
内
容
は
や
は
り
事
消、
状

況
の
説
明
と
い
え
る
の
で
あ
る。

•

以
上
の
よ
う
に、
散
文
で
は、
作
釦
さ
れ
る
体
日
に
は、
抽
象
的
な
名
詞

が
多
く、
複
文
に
よ
る
述
体
修
錨
句
は、
全
般
に、
被
修
釦
話
の
持
つ
性
質

を
述
ぺ
る
と
い
う
よ
り
も、
様
子
や
状
況
を
説
明
す
る
た
め
の
修
飾
で
あ
り、

被
修
鉗
匝
が
比
較
的
具
体
的
と
い
え
る
栢
の
場
合
に
も、
や
は
り、
事
情・

状
況
を
述
べ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
点
は
変
わ
ら
な
い。

．

散
文
の
複
文
に
よ
る
巡
体
修
節
句
は、
事
情・
状
況
を
説
明
す
る
も
の
で

あ
る
た
め、
被
修
飾
栢
に
は、
自
然
と
「
物
質」
を
表
す
名
詞
が
少
な
く
な

り、
「
様
子」
や
「
時」
な
ど
を
表
す
抽
象
的
な
名
詞
に
偏
っ
て
く
る
の
だ

と
も
考
え
ら
れ
る。

'

そ
し
て、
こ
の
よ
う
に、
状
況
説
明
的
な
作
飾
で
あ
る
た
め、
様
々
な
状

況
が
想
定
で
き
「
已
然
形
＋
ば」
に
よ
る
理
由
表
現
や
「

未
然
形
＋
ば」
に

よ
る
未
来
の
こ
と
に
対
す
る
仮
定
な
ど、
散
文
に
お
い
て
は、
特
に
制
限
も

な
く、
様
々
な
条
件
句
の
揚
合
が
現
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

ま
た、覧

る
め
も
事
も
な
く
は
べ
り
し
か
ば、
こ
の
さ
が
な
者
を
う
ち
と
け
た

る
方
に
て、
時
々
阻
ち
へ
見
は
ぺ
り
し
ほ
ど
は、
こ
よ
な
く
心
と
ま
り

は
ぺ
り
き。

（
源
氏・

符木・
会
A
左
馬
頭
＞）

こ
こ
は、
例
え
ば
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
「；・・
逢
っ
て
い
ま
し
た
が、
そ

の
間
は、
こ
の
う
え
な
く
心
ひ
か
れ
ま
し
た。」
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、

そ
こ
で一
旦
切
れ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
が、
切
れ
ず
に
述
体
作
飾
と
な
っ
て
続
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で
は、
次
に、
こ
の
散
文
の
傾
向
に
対
し、
和
歌
で
の
複
文
に
よ
る
連
体

修
飾
句
の
傾
向
を
見
て
ゆ
く

ま
ず
被
修
鉗
語
で
あ
る
が、
和
歌
に
お
い
て
は、
散
文
の
頼
向
と
は
著
し

く
異
な
り、
「
花」
「
松」
「
霙」
な
ど
具
体
的
な
「
物
質」
を
さ
す
名
詞
が

中
心
と
な
る。

そ
し
て、
そ
れ
ら
の
名
詞
が
ど
う
修
飾
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と、
ま
ず

「
已
然
形
＋
ば」
に
よ
る
複
文
の
場
合
に
は、
次
の
よ
う
に
な
る。

⑬
た
て
屯
き
ゆ
る
別
の
の
こ
り
な
く
君
が
心
は
我
に
と
け
な
む

（
古
今．
恋一
・
叩•
読
人
し
ら
ず）

こ
れ
は
「（
被
修
飾
語）
と
は
（
修
飾
句）
と
い
う
も
の
だ」
と
い
う
理
解

が
出
来
る。
つ
ま
り、
い
ろ
い
ろ
氷
が
あ
っ
て
そ
の
う
ち
の
「
春
た
て
ば
き

ゆ
る
氷」
と
特
定
す
る
の
で
は
な
く、
「
氷
と
は
春
に
な
る
と
消
え
る
も
の

だ」
と
い
う
「
氷」
の一
般
的
な
性
質
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る。

四

和
歌
に
お
け
る
複
文
に
よ
る
連
体
修
飾
句

い
た
結
果、
複
文
が
修
飾
句
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る。
次
の．
「
B」
を
修
鉗
し
て
い
る
用
例
な
ど、
特
に、
切
れ
る
と
こ
ろ
が

切
れ
な
い
で
続
い
て
い
る、
と
い
う
感
じ
が
強
い
と
思
わ
れ
る。

⑫
君
も、
か
く
う
ら
な
く
た
ゆ
め
て
這
ひ
隠
れ
な
ば、
い
づ
こ
を
は
か
り

と
か
我
も
葬
ね
ん、
か
り
そ
め
の
陪
れ
処
と
は
た
見
ゆ
め
れ
ば、
い
づ

方
に
も、
い
づ
方
に
も、
移
ろ
ひ
ゆ
か
む
8
を
何
時
と
も
知
ら
じ
と
思

す
に

（
源
氏・
タ
頻・
地）

一
般
的
な
性
質
を
述
ぺ
た
修
飾
は、
散
文
に
お
い
て
は、

⑭
世
の
中
の
人
の
心
は、
目
か
る
れ
屯
忘
れ
ぬ
ぺ
き
副
に
こ
そ
あ
め
れ。

.

（
伊
勢•
四
六
段・
手
紙）

と
い
う
「
伊
勢
物
語
j

の
例
が一
例
だ
け
見
出
せ
て
い
る
が、
こ
の
「
物」

は
い
わ
ゆ
る
形
式
名
詞
で
あ
り、
「
目
か
る
れ
ば
忘
れ
ぬ
ぺ
き」
と
い
う
の

は
「
人
の
心」
の一
般
的
性
質
で
あ
っ
て、
被
修
飾
語
で
あ
る
「
物」
の一

般
的
性
質
と
い
う
わ
け
で
は
な
い。
そ
の
点
で
「
春
た
て
ば
き
ゆ
る
氷」
と

い
う
修
飾
と
は、
別
の
も
の
と
い
え
る。

「
ど」
の
例ヽ

．，

魯
ふ
れ
ど
色
も
か
は
ら
ぬ
松
が
え
に
か
か
れ
る
賞
を
花
と
こ
そ
見
れ

（
後
撰・
冬．
475.
よ
み
人
し
ら
ず）

⑯
と
し
ふ
れ
ど
か
は
ら
ぬ
松
を
た
の
み
て
や
か
か
り
そ
め
け
ん
い
け
の
藤

な
み

（
干
戟・
春
下．
Iw．
大
炊
御
門
右
大
臣）

な
ど
の
「
松
が
え」
や
「
松」
は一
般
に
「
年
を
経
て
も
変
わ
ら
な
い
も

の」
で
あ
り、
先
の
「
春
た
て
ば
き
ゆ
る
氷」
と
同
様
に、
修
飾
句
は
被
修

飾
語
の一
般
的
な
性
質
を
述
ぺ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

一
方、

⑰
風
ふ
け
ど
所
も
さ
ら
ぬ
白
槃
は
よ
を
へ
て
お
つ
る
水
に
ぞ
有
り
け
る

（
古
今・
雑
上．
g．
み
つ
ね）

の
場
合
の
「
白
裳」
は、
「
風
が
吹
く
と
吹
き
払
わ
れ
る
白
雲
の
中
で
ふ
き

は
ら
わ
れ
な
い
あ
る
特
定
の
白
柔」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
「
ど」
に
よ

る
逆
接
は、
「
白
雲
と
い
う
も
の
は
風
が
吹
く
と
所
を
さ
る
も
の
で
あ
る」
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．

と
い
う
常
識、
つ
ま
り
「
風
吹
け
ば
所
さ
る」
と
い
う一
般
条
件
を
前
提
と

し
て
い
る。
そ
の一
般
の
「
白
雲」
に
対
し、
「
風
ふ
け
ど
所
も
さ
ら
ぬ」

特
定
の
白
雲
な
の
で
あ
る。

9'9,
‘‘、’

・
⑳
つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
め
の
涙
な
り
け
り

（
古
今．
恋
ニ・
邸
•
あ
ぺ
の
き
よ
ゆ
き
の
朝
臣）

こ
の
「
ど
も」
の
例
も、
⑰
と
同
様
に、
「
白
玉
と
い
う
も
の
は、
つ
つ
め

ば
袖
に
た
ま
る
も
の
で
あ
る
が、
た
ま
ら
な
い
あ
る
白
玉」
と
い
う
修
飾
で

あ
る。
こ
れ
ら
は
先
の
「
已
然
形
＋
ば」
に
よ
る
複
文
の
連
体
修
節
が
「
1

は
ー
と
い
う
も
の
だ」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
た、
そ
の
襄
返
し
で
あ
る。

•.
 
「
ど
・
ど
も」
に
よ
る
逆
接
が、
⑮・
⑯
に
お
い
て
は
ふ
つ
う
の
も
の
は

時
が
た
て
ば
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
逆
接
で
あ
り、
⑰・
⑱
は、

ふ
つ
う
の
「
白
雲」
「
白
玉」
の
性
質
に
対
す
る
逆
接
で
あ
る
と
い
う、
ニ

つ
の
あ
り
方
が
指
摘
で
き
る。
前
者
の
場
合
に
は、
修
飾
句
は、
被
修
飾
語

の一
般
的
な
性
質
を、
後
者
の
場
合
に
は、
そ
の一
般
的
性
質
を
踏
ま
え
た

特
定
の
性
質
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

次
に、
仮
定
条
件
の
場
合
で
あ
る
が、
用
例
は
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
二

．
に
あ
げ
た
「
未
然
形
＋
ば」
の
三
例
し
か
見
出
せ
て
い
な
い。
こ
の
例
だ
け

で
み
る
と、
い
ず
れ
も、
仮
定
条
件
と
は
い
っ
て
も、
未
知・
不
定
の
こ
と

を
仮
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く、
⑤
の
「
風
ふ
か
ば
み
ね
に
わ
か
れ
む
雲
を

だ
に
あ
り
し
な
ご
り
の
か
た
み
と
も
み
よ」
が、

⑮
風
ふ
け
屯
峰
に
わ
か
る
る

印副
の
た
え
て
つ
れ
な
き
君
が
心
か

（
古
今．
恋
ニ・
飢
・
た
だ
み
ね）

⑬
ふ
れ

ばか
く
う
さ
の
み
ま
さ
る
劃
を
し
ら
で
あ
れ
た
る
庭
に
つ
も
る
は

つ
笞

（
新
古
今・
冬・
釦
・
紫
式
部）

の
よ
う
に
物
質
と
は
い
え
な
い
「
世」
や
⑦
の
「
春」
な
ど
の
例
も
あ
る
が、

そ
れ
ら
も
含
め
全
般
に、
そ
の
被
修
飾
語
の
性
質
を
述
ぺ
る
も
の
で
あ
る
傾

向
は
か
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る。

以
上
の
よ
う
に、
和
歌
に
お
い
て
は、、
⑳
以
下
の
よ
う
な
例
は
あ
る
も
の

ま
た、

の
本
歌
取
り
で
も
あ
る
よ
う
に、
「
已
然
形
＋
ば」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ

る
条
件
で
あ
り、
三
例
だ
け
で
断
言
は
で
き
な
い
が、
和
歌
に
お
い
て
は
制

限
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
そ
し
て、
こ
れ
ら
も
被
修
飾
話
の一
般
的
性

質
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、
和
歌
に
お
い
て
は、
被
修
簡
語
の
性
質
を
述
べ
る
こ
と
が、

複
文
に
よ
る
速
体
修
鮨
句
の
特
徴
と
い
え
る。

被
修
飾
語
も、
散
文
に
現
れ
た
よ
う
な
抽
象
的
な
語
は、
以
下
に
あ
げ
る

よ
う
な、
「
物」
の
例
が
数
例
と
「
時」
の
例
が一
例
見
ら
れ
る
程
度
で
あ

る。

‘‘‘,`‘`‘▼
 

⑳
つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り

（
後
撲・
夏・
咽•
読
人
し
ら
ず）

⑪
あ
け
ぬ
れ
屯
く
る
る

い叫
と
は
し
り
な
が
ら
な
ほ
う
ら
め
し
き
あ
さ
ぽ

ら
け
か
な

（
後
拾
遺．
恋
二
•
672
•
藤
原
道
信）

⑫
し
の
ぶ
れ
ど
こ
ひ
し
き
時
は
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
月
の
い
で
て
こ
そ
く

れ

（
古
今．
恋
三．
g．
貫
之）
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で
は、
和
歌
に
お
い
て、
四
で
述
ぺ
た、
被
修
飾
語
の
性
質
を
表
す
連
体

修
飾
は一
首
の
和
歌
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か、
全
体
の

表
現
の
中
で
見
て
ゆ
く。

．

構
文
か
ら
み
る
と、
被
修
飾
語
は、
「
の」
「
を」
「
に」
な
ど
の
助
詞
を

伴
っ
て
格
成
分
に
な
る
例
が
中
心
と
な
る。
し
か
し、
格
成
分
と
い
っ
て
も、

単
な
る
格
成
分
で
あ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る。

ま
ず、
「
の」
の
例
で
は、
先
の
例
⑬
が、
「
春
た
て
ば
き
ゆ
る
氷」
が

「
残
り
な
く
溶
け
る」
と
主
格
で
捉
え
ら
れ
る
と
同
時
に、
一
般
に
は
比
喩

表
現
と
し
て
扱
わ
れ
る
「
の」
で
あ
る。
次
の
例
も

同様
に
考
え
ら
れ
る。

,
9
1,’

 

⑭
夏
な
れ
ば
や
ど
に
ふ
す
ぶ
る
か
や
り
火
の
い
つ
ま
で
わ
が
身
し
た
も
え

を
せ
む

（
古
今．
恋一
•
⑩•
読
人
し
ら
ず）

五

和
歌
に
お
け
る
複
文
に
よ
る
連
体
修
飾
句
の
利
用

の、
複
文
に
よ
る
連
体
修
飾
句
は、
具
体
的
な
「
物
質」
を
表
す
語
を
修
飾

し、
そ
の
被
修
飾
語
の
持
つ
性
質
を
述
ぺ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
が
特
徴

と
い
え
る。
そ
の
性
質
は、
被
修
飾
語
の
一
般
的
性
質、
あ
る
い
は、
そ
の

一
般
的
性
質
を
ふ
ま
え
た
特
別
な
性
質
で
あ
り、
そ
れ
が、
修
飾
句
中
の
条

件・
帰
結
関
係
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

．

散
文
に
お
い
て
は、
先
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に、
文
が
切
れ
な
か
っ
た
結
果、

た
ま
た
ま、
連
体
修
飾
句
中
に
条
件
句
が
含
ま
れ
た
と
も
見
倣
せ
る
の
だ
が、

和
歌
に
お
い
て
は、
被
修
飾
語
の
性
質
を
述
べ
る
た
め
に、
接
絞
助
詞
が
有

効
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
れ
ら
の
「
の」
の
場
合
に
は、
修
飾
句
に
よ
っ
て
述
ぺ
ら
れ
た
被
修
飾

語
の
性
質
が
本
質
的
な
性
質
で
あ
る
た
め
に、
喩
え
ら
れ
る
対
象
と
し
て
用

い
ら
れ、
し
ば
し
ば
「
i
の
よ
う
に」
と
解
釈
さ
れ
る
比
喩
の
技
巧
に
利
用

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る。
逆
に
い
え
ば、
喩
え
の
対
象
と
し
て
用
い
る
た
め

に、
つ
ま
り、
そ
の
物
の
ど
の
よ
う
な
点
が
「
君
が
心」
や
「
わ
が
身」
の

性
質
と
共
通
す
る
か
を
明
示
す
る
た
め
に、
普
通
な
ら
特
に
述
ぺ
る
必
要
の

な
い
一
般
的•
本
質
的
な
性
質
を
敢
え
て
取
り
出
し
て
表
現
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

「
な
れ
や」
が
下
接
し
た
例

⑮
風
ふ
け
屯
と
は
に
な
み
こ
す

吋引
な
れ
や
わ
が
こ
ろ
も
で
の
か
わ
く
時

な
き

（
新
古
今．
恋一
・
暉・
貰
之）

な
ど
も、
「
い
そ」
と
「
わ
が
こ
ろ
も
で」
と
を
対
比
し
て
い
る
と
い
う
点

で、
基
本
的
に
同
様
の
関
係
と
い
え
る
だ
ろ
う。

「
を」
格
や
「
に」
格
の
場
合
に
つ
い
て
は、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る。

⑯
ち
り
ぬ
れ
ば
の
ち
は
あ
く
た
に
な
る
花
を
思
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ
て
ふ

か
な

（
古
今・
物
名・
栖・
遍
昭）

,9
,'’

 

⑰
と
し
ふ
れ
ば
あ
れ
の
み
ま
さ
る
や
ど
の
う
ち
に
こ
こ
ろ
な
が
く
も
す
め

る
月
か
な

（
後
拾
遺・
雑一
．
g.
菩
滋
為
政
朝
臣）

「
を」
「
に」
の
場
合、
そ
れ
ぞ
れ
「
ヲ
格」
「
二
格
J

と
し
て
下
の
句
へ
絞

く
と
同
時
に、
⑯
が、
「
散
っ
て
し
ま
え
ば
あ
と
は
ゴ
ミ
に
な
っ
て
し
ま
う

花」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
お
も
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ」
と
捉
え
ら
れ

る
よ
う
に、
「
を」
「
に」
の
前
後
が
逆
接
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
こ
と
が
多
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い。
そ
れ
は、
修
釦
句
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
性
質
が
変
え
よ
う
の
な
い
性
質

で
あ
り、
そ
の
当
然
さ
故
に、
そ
れ
に
対
す
る
現
実
の
事
態
の
不
合
理
さ
が

明
確
に
な
り、
結
果
と
し
て
逆
接
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

る。
ま
た、
そ
こ
に一
首
の
利
歌
を
為
す
感
動
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
も
い

え
る。他

に
目
立
つ
も
の
と
し
て
は、
「
ど
・
ど
も」
の
場
合
に、
「

已
然
形
＋

ば」
に
は
現
れ
て
い
な
い、
「
ー
は
ー
な
り
け
り」
と
い
う
形
が
出
て
来
る。

⑰
凪
ふ
け
ど
所
も
さ
ら
ぬ
白
塞
は
よ
を
へ
て
お
つ
る
水
に
ぞ
有
り
け
る

．
 

（
古
今・
雑
上．
929．
み
つ
ね）

‘‘‘‘‘,‘,
 

⑳
つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
め
の
涙
な
り
け
り

（
古
今．
恋
二•
556
•
あ
ぺ
の
き
よ
ゆ
き
の
朝
臣）

⑰
で
は、
「
滝」
を
「
白
冥」
に、
⑳
で
は
「
な
み
だ」
を
「
白
玉」
に
見

立
て
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が、
こ
れ
は、
先
に
も
述
ぺ
た
「（
被
作
飾
語一

般）
と
は
（
修
節
句）
の
逆
で
あ
る
が、
そ
う
で
な
い
特
定
の
（
被
修
釘

語）」
と
い
う
修
飾
の
場
合
に
現
れ
る
形
で
あ
る。

・

⑰
の
「
白
雲」
は、
先
に
述
ぺ
た
よ
う
に
「

風
が
吹
く
と
吹
き
払
わ
れ
る

．

白
雲
の
中
で
ふ
き
は
ら
わ
れ
な
い
あ
る
特
定
の
白
雲」
で
あ
っ
た。
背
景
の

一
般
論
に
対
し、
本
来
な
ら
そ
う
で
あ
る
は
ず
な
の
に
そ
う
で
な
い
も
の、

と
い
う
と
こ
ろ
に―
つ
の
焦
点
が
あ
り、
下
の
句
で
そ
れ
が
実
は
何
で
あ
る

の
が
を
解
き
あ
か
す
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る。
そ
の
た
め
に
は、
そ
の

被
修
飾
語
に
何
ら
か
の
特
例
性
が
必
要
で
あ
り、
そ
こ
に
「
ど
・
ど
も」
の

条件
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、
和
歌
に
お
い
て
は、
主
に
披
修
節
語
の一
般
的
性
質
も
し

く
は、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
特
定
の
性
質
が
修
飾
句
で
述
べ
ら
れ
る
が、
こ
の

よ
う
な、
通
常
は
敢
え
て
述
ぺ
る
必
要
の
な
い
一
殷
的
な
性
貿
を
表
現
す
る

こ
と
に
よ
っ
て、
比
陰
表
現
で
は
喩
え
る
点
が
明
確
に
な
り、．
ま
た
あ
る
場

合
に
は、
後
の
句
と
の
間
に
「
そ
う
い
う
性
質
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
現

実
は」
と
い
う
不
洞
感
を
含
ん
だ
逆
接
的
な
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る。
ま
た、
一
般
的
性
質
を
ふ
ま
え
た
特
例
性
は、
そ
の
特
例

性
ゆ
え
に
「
ー
は
ー
な
り
け
り」
の
形
で
「
見
立
て」
の
表
現
に
利
用
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る。

以
上、
複
文
に
よ
る
辿
体
修
飾
句
を
用
い
た
表
現
に
つ
い
て、
散
文
と
和

歌
と
の
傾
向
の
途
い
を

中心
に
見
て
き
た。

散
文
に
お
い
て
は、
文
が
切
れ
目
な
く、
ど
こ
ま
で
も
萩
く
よ
う
な
文
恋

に
現
れ
や
す
く、
複
文
ゆ
え
の
述
体
修
飾
と
い
う
よ
り
も、
状
況
説
明
的
な

連
体
修
釘
で
あ
る
た
め
に
そ
の
中
に
た
ま
た
ま
複
文
が
出
て
き
た
と
い
う
に

過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
例
が
多
い。
そ
の
散
文
で
の
用
法
と
は
異
な
り、
和

歌
に
お
い
て
は、
披
修
鉗
語
の
性
質
を
述
ぺ
る
の
に
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
る。
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
句
が
活
か
さ
れ
て
お
り、
三
十一
文
字
に

収
め
る
た
め
の
無
理
と
い
う
よ
り
も、
中
で
も
特
に一
般
的
性
質
を
述
べ
る

こ
と
に、
条
件
句
を
用
い
る
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の

連
体
修
飾
句
は、
そ
れ
に
続
く
文
の
情
意
を
引
き
出
す、．
あ
る
い
は、
比
喩

お
わ
り
に
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研
究
室
受
●
図
書
箱
誌
目

録H

雑
誌•
紀
蔓

愛
文
（
愛
媛
大
学
法
文
学
部）

第
27
号

青
空
関
係
書
簡
集
（
親
和
女
子
大
学
国
文
研
究
室）

青
山
諾
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

第
二
十
二
号

旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
111
分
校
国
語
国
文
学
会）

跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

20

い
わ
き
明
星

文
学・
語
学
（
い
わ
き
明
星
大
学
日
本
文
学
会）

魚
津
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
洗
足
学
園
魚
津
短
期
大
学）

第
7
号

字
大
国
蹄
論
究
（
字
都
宮
大
学
国
話
教
育

学会）

第
4
号

愛
媛
国
文
研
究
（
愛
媛
国
器
国
文
学
会）

第
41
号

愛
媛
国
文
と
教
育＇（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）

第
23
号

王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
古
典
文
学
研
究
室）

創
刊
号

付
記

創
刊
号

第
八
号

（
京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所
所
貝）

と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
十
分
な
韮
さ
を
持
つ
こ
と
に
な
り、
複
文
に
よ
る

連
体
修
飾
は、
そ
の
意
味
で、
和
歌
に
お
け
る
技
巧
の一
っ
と
考
え
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。．，

本
税
は、
一
九
九
二
年
六
月
二
八
日
の
岡
山
大
学
言
匝
国
語
国
文
学

会
に
お
け
る
発
表
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る。

（
平
成
四
年
l

月
i
十
二
月）

第
21
号

第
17
号

第
18
号

大
阪
青
山
短
大
国
文
（
大
阪
青
山
短
期
大
学
国
文
学
会）

大
谷
女
子
大
学
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
国
文
学
会）

第
二
十
二
号

大
痰
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）・

23

.

大
要
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
i
文
系
ー

第
24
号

迦
返
（
岡
山
大
学
倫
理
学
会
年
報）

第
8
号、
第
9
号

解
釈

特
集
「
中
古」
（
解
釈
学
会）

＋
二
月
号

学
習
院
大
学
國
語
困
文

學含
誌

第
35
号

学
大
国
文
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
国
文
研
究
室）

第
35
号

香
椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）

第
37
号

活
水
日
文
（
活
水
学
院
日
本
文
学
会）

23、
24、
25

活
水
論
文
集

日
本
文
学
科
編
（
活
水
女
子
大
学・
短
期
大
学）

二
十一
号

金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会）

花
葉
（「
花
薬」
発
行
所）

7

九
州
大
谷
国
文
（
九
州
大
谷
短
期
大
学
oo
栢
国
文
学
会）

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

人
文

第
43
号

金
城
国
文
（
金
城
学
院
大
学
国
文
学
会）

第
68
号

近
代
文
学
論
集
（
艇
児
島
大
学
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部）

群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要

第
12
号

第

第
三
十

五
集

金
沢
大
学
教
養
部
論
集

人
文
科
学
編

29
|
2、
30
ー
1

金
沢
大
学
語
学・
文
学
研
究
（
金
沢
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）

第
八
号
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