
忘
ら
る
る 

高
田 

友 

（
一
） 

忘
ら
る
る
身
を
知
る
袖
の
村
雨
に
つ
れ
な
く
山
の
月
は
出
で
け
り （

新
古
今
・
後
鳥
羽
院
） 

「
契
り
し
人
の
心
變
り
て
、す
で
に
忘
れ
ら
れ
た
り
と
悟
り
し
我
が
身
。
村
雨
の
如
く
袖
を
濡
ら
す
涙
に
、

山
の
上
に
照
れ
る
月
の
影
つ
れ
な
く
映
る
こ
そ
悲
し
け
れ
」 

古
歌
に
「
濡
る
る
袖
」「
袖
の
露
」「
袖
の
雨
」
抔 な

ど

と
言
ふ
は
悉
皆
、
戀
の
涙
に
袖
の
濡
れ
た
る
の
謂
ひ

に
し
て
、「
袖
の
月
」「
袂
の

た

も

と

月
」
と
は
涙
に
濡
れ
た
る
袖
に
月
影
の
映
れ
る
を
言
ふ
。 

扠 さ
て

、「
忘
ら
る
る
」
と
は
訝

い

ぶ

か

し
き
申
し
状
か
な
と
思
ひ
給
は
ず
や
。
文
語
「
忘
る
」
は
下
二
段
活
用
に
て
、

未
然
形
は
「
忘
れ
」。
受
身
を
作
ら
ん
に
は
、「
る
」
な
ら
で
「
ら
る
」
を
附
し
て
、「
忘
れ
ら
る
る
身
」
と

言
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
と
ぞ
思
は
る
る
。 

豈
圖
ら
ん
や
、
萬
葉
文
法
に
は
四
段
活
用
の
動
詞
「
忘
る
」
の
存
し
た
り
き
。 

《
四
段
》 

忘
ら 

忘
り 

忘
る 

忘
る 

忘
れ 

忘
れ 

《
下
二
段
》
忘
れ 

忘
れ 

忘
る 

忘
る
る 

忘
る
れ 

忘
れ 

（
二
） 

忘
ら
む
て
野
ゆ
き
山
ゆ
き
我
が
來
れ
ど
我
が
父
母
は
忘
れ
せ
の
か
も 

（
萬
葉
・
商あ

き

長

首

を
さ
の
お
び
と

麻
呂

ま

ろ

） 

 

作
者
は
駿
河
國
の
住
民
に
し
て
、
天
平
勝

寶

し
や
う
は
う

七
年
（
七
五
五
）
に
防
人
と
な
り
て
、
筑
紫
に
派
せ
ら

れ
た
り
と
の
由
。
但
、
庶
人
に
は
あ
ら
で
、
交
易
に
携
は
り
た
る
一
族
と
察
せ
ら
る
。「
首
」
の
官
名
な 

り
や
姓
な
り
や
名
な
り
や
は
定
か
な
ら
ず
。 

「
忘
ら
む
て
」「
忘
れ
せ
の
か
も
」
は
東
國
方
言
に
し
て
、
都
人
な

み
や
こ
び
と

ら
ま
し
か
ば
「
忘
ら
む
と
」「
忘
れ
せ



ぬ
か
も
」
と
歌
ひ
て
あ
ら
ま
し
。 

「
忘
ら
む
と
」
に
あ
ら
で
、「
忘
れ
む
と
」
な
ら
ず
や
と
御
疑
ひ
あ
ら
せ
ら
る
る
も
宜 う

べ

な
れ
ど
、
こ
の
「
忘

ら
」
ぞ
ま
さ
し
く
四
段
活
用
「
忘
る
」
の
未
然
形
な
る
。 

文
法
書
の
説
く
に
、
四
段
「
忘
る
」
は
意
圖
的
に
忘
却
す
る
の
謂
ひ
に
し
て
、

下
二
段
「
忘
る
」
は
意
識

せ
ざ
る
に
記
憶
よ
り
脱
落
す
る
を
言
ふ
と
。 

こ
の
歌
に
て
は
「
父
母
へ
の
思
ひ
を
絶
た
う
と
し
て
」
と
の
意
志
を
込
め
た
る
に
よ
り
て
、
四
段
「
忘

る
」
を
用
ゐ
た
り
。 

し
か
う
し
て
、「
忘
れ
せ
の
か
も
」
は
下
二
段
「
忘
る
」
の
連
用
形
「
忘
れ
」
の
名
詞
化
し
て
「
忘
る
る

と
い
ふ
こ
と
を
せ
ず
」、「
自
然
と
思
ひ
の
薄
る
る
こ
と
な
し
」
の
意
な
り
。 

（
三
） 

四
段
と
下
二
段
と
兩
種
の
活
用
に
分
か
る
る
動
詞
は
「
忘
る
」
に
限
ら
る
る
に
は
あ
ら
ず
。 

「
分
く
」
に
は
下
二
段
「
分
け
・
分
け
・
分
く
・
分
く
る
・
分
く
れ
・
分
け
」
あ
り
、
か
つ
は
四
段
「
分

か
・
分
き
・
分
く
・
分
け
・
分
け
」
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
、
さ
は
他
動
詞
・
自
動
詞
の
役
割
を
分
擔
す
る

あ
れ
ば
、「
忘
る
」
と
は
趣
を
異 こ

と

に
す
と
い
ふ
べ
き
か
。
但
、「
分
か
る
」
は
四
段
「
分
く
」
の
未
然
形
に

「
る
」
を
附
し
た
れ
ば
、「
忘
ら
る
」
と
同
じ
類
型
な
る
べ
し
。 

「
報
ゆ
」
な
る
動
詞
あ
り
。
而
し
て
、
辛
苦
の
甲
斐
あ
る
を
「
報
は
る
」
と
い
ふ
。「
報
い
ら
る
」
に
あ

ら
で
「
報
は
る
」
と
は
こ
れ
如
何
に
。
剩
へ

あ
ま
つ
さ

、「
報
ゆ
」
は
「
ゆ
」
を
用
ゐ
た
る
「
ヤ
行
活
用
」
な
る
に
、

「
報
は
る
」
と
「
は
」
の
出
來
す
る
は
摩
訶
不
思
議
と
言
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。 

下
二
段
「
忘
る
」
に
四
段
「
忘
る
」
の
對
應
す
る
と
相 あ

ひ

似
て
、
下
二
段
「
報
ゆ
」
に
對
應
す
る
「
報
ふ
」

な
る 

「
ハ
行
四
段
活
用
」
の
動
詞
あ
り
、
未
然
形
「
報
は
」
に
受
身
の
「
る
」
を
附
し
て
「
報
は
る
」
の
生
じ
た

る
な
り
。 

「
報
ふ
」
は
「
報
ゆ
」
と
は
そ
の
意

こ

こ

ろ

聊
か
異 こ

と

に
し
て
、「
恩
讐
の
返
報
を
爲
す
」
の
趣
あ
り
。
さ
れ
ば
こ

そ
、「
恩
を
報
じ
、
德
を
報
ふ
」
と
は
い
ふ
な
れ
。「
篤
き
思
ひ
の
報
は
る
」
と
は
眞
に
其
の
意
を
盡
し
た

り
と
言
ふ
べ
き
か
。 

「
忘
れ
ら
る
」
あ
り
て
、「
忘
ら
る
」
あ
り
。「
報
い
ら
る
」
あ
り
て
、
ま
た
「
報
は
る
」
あ
り
。
然

則

、

し
か
ら
ば
す
な
は
ち 

い 



「
据
ゑ
ら
る
」
あ
り
て
、「
坐
る
」
あ
る
も
此
の
類
に
あ
ら
ず
や
。「
坐
る
」
は
詰
ま
る
所
、「
据
ゑ
ら
る
」

に
異
な
る
な
し
。
物
に
あ
ら
で
人
の
「
据
ゑ
ら
る
」
を
「
坐
る
」
と
言
ひ
し
な
ら
ん
、
と
は
我
が
拙
く
思

ふ
所
な
れ
ど
、「
忘
る
」「
報
ゆ
」
に
準
ぜ
ず
し
て
、
こ
れ
に
呼
應
す
る
四
段
活
用
動
詞
を
見
出
す
を
え
ず
。 

「
用
ゐ
る
」
に
對
し
て
「
用
ふ
」
の
あ
る
は
、
漢
文
訓
讀
の
習
ひ
な
り
と
説
か
る
れ
ど
、
さ
は
古
代
日
本

語
の
一
貫
せ
る
條
理
の
泉
よ
り
湧
出
す
る
必
然
な
ら
ん
か
。 

讀
者
諸
兄
に
於
せ
ら
れ
て
、
御
教
示
あ
ら
せ
た
ま
へ
ば
幸
甚
の
至
り
に
存
じ
奉
る
。 

（
四
） 

忘
れ
じ
の
行
末
ま
で
は
難
け
れ
ば
今
日
を
限
り
の
命
と
も
が
な 

（
高
階
貴
子
／
儀
同
三
司

ぎ
ど
う
さ
ん
し
ノ

〈
藤
原
伊
周

こ
れ
ち
か

〉
母
／
一
條
天
皇
皇
后
定
子
の
母
に
て
も
あ
り
） 

右
は
小
倉
百
人
一
首
所
載
の
歌
な
り
。 

「
君
は
『
汝
を
忘
る
る
こ
と
な
か
る
べ
し
』
と
仰
せ
あ
れ
ど
、
や
は
か
信
を
置
く
に
足
る
べ
き
。
遠
か
ら

で
忘
れ
ら
る
る
に
相
違
な
け
れ
ば
、
君
の
心
變
は
ら
ざ
る
今
日
の
う
ち
に
死
な
ば
や
と
願
ひ
て
已
ま
ず
」 

「
忘
れ
じ
」
と
あ
れ
ど
、
こ
の
「
忘
れ
」
は
「
じ
」
を
伴
ふ
に
よ
り
未
然
形
と
察
せ
ら
れ
、
下
二
段
「
忘

る
」
な
る
こ
と
疑
ひ
を
容
れ
じ
。
中
關
白
道
隆
婿
と
な
り
て
通
ひ
そ
め
た
る
頃
ほ
ひ
の
歌
に
し
て
、
か
か

る
高
位
の
人
の
「
忘
れ

じ
」
と
言
ひ
た
る
に
於
て
は
、
よ
も
や
「
汝
を
妻
の
座
よ
り
放
逐
す
る
こ
と
な

か
ら
ん
」
と
言
ひ
た
る

に
は
あ
ら
じ
。
む
し
ろ
、「
我
が
愛
の
薄
れ
ん
こ
と
よ
も
あ
ら
じ
」
と
解
す
べ
き

に
は
あ
ら
ず
や
。 

「
忘
ら
じ
」
な
ら
ば
「
汝
を
捨
つ
る
こ
と
な
か
ら
ん
」、「
忘
れ
じ
」
な
ら
ば
「
愛
の
薄
る
る
こ
と
な
か
ら

ん
」
の
意
な
り
。 

こ
の
歌
の
作
ら
れ
た
る
は
平
安
中
期
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
萬
葉
文
法
を
當
嵌

あ

て

は

む
る
は
尋
常
な
ら
ず
と
異

を
立
つ
る
の
向
き
お
は
し
ま
す
べ
け
れ
ど
、
な
ほ
そ
の
殘
滓
を
以
て
論
ず
る
に
足
る
と
こ
そ
は
思
は
る
れ
。 

ま
た
、
百
人
一
首
に
左
の
歌
も
あ
り
。 

忘
ら
る
る
身
を
ば
思
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
（
右
近
） 

「
忘
ら
る
る
」
は
冒
頭
掲
出
歌
（
一
）
に
異
な
る
な
し
。 

「
神
佛
に
誓
ひ
て
忘
る
る
こ
と
な
か
ら
ん
と

宣
の
た
ま

ひ
し
君
の
、
今
妾
を

わ

ら

は

弊
履
の
如
く
に
棄
て
離 さ

り
給
は
ん

と
す
。
も
は
や
生
く
る
こ
と
難
し
と
は
思
へ
ど
も
、
我
が
身
の
末
は
い
か
な
ら
ん
と
も
愁
ふ
る
所
に
あ
ら

ノ 



ず
。
た
だ
、
君
冥

見

み
や
う
け
ん

に
つ
き
て
其
の

虞
お
そ
れ

あ
り
。
起
請

き
し
や
う

に
背
き
た
る
科 と

が

を
以
て
命
失
ひ
た
ま
ふ
に
あ
ら
ず

や
と
憂
心

い
う
し
ん

え
や
は
勝 た

ふ
べ
き
」 

（
五
） 

忘
る
ら
む
と
思
ふ
心
の
疑
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に
物
ぞ
悲
し
き 

（
伊
勢
物
語
／
新
古
今
）「
ら
む
」
は
ラ
變
以
外
の
動
詞
に
着
く
に
は
、
終
止
形
に
接
續
す
。
こ
こ

に
て
は
、「
忘
る
」
に
着
き
て
あ
り
。
四
段
「
忘
る
」
も
下
二
段
「
忘
る
」
も
終
止
形
は
「
忘
る
」 

な
れ
ば
、「
忘
る
ら
む
」
の
「
忘
る
」
は
い
づ
れ
と
も
分
別
し
難
し
。 

我
が
愚
考
す
る
所
な
れ
ど
、
平
安
貴
族
の
習
性
を
見
る
に
、
男
の
女
を
「
忘
る
」
と
い
ふ
は
、
自
然
に

足
の
遠
ざ
か
る
に
よ
り
て
、
戀
情
の

こ
ひ
ノ
お
も
ひfade away

、
も
し
く
はfad

e out

す
る
の
條
。
女
の
男
を
「
忘
る
」

は
他
の
男
と
入
魂

じ
つ
こ
ん

に
な
り
て
、
男
の
訪
る
る
を
拒
む
な
ら
ん
。
す
な
は
ち
、
男
の
女
を
「
忘
る
」
は
字
面

の
如
く
「
忘
却
」
に
し
て
、
下
二
段
「
忘
る
」
な
れ
ど
、
女
の
男
を
「
忘
る
」
は
積
極
的
な
る
「
拒
絶
」

な
れ
ば
、
四
段
「
忘
る
」
の
方
多
か
ら
ん
と
言
ひ
て
過
言
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。 

こ
の
「
忘
る
ら
む
と
」
の
歌
は
、
男
の
女
を
恨
み
た
る
歌
、
書
に
よ
り
て
解
説
に
異
同
あ
れ
ど
、「
汝
の

我
を
『
忘
る
』
に
相
違
な
か
ら
ん
と
の
疑
ひ
心
に
萌
し
て
從
來
よ
り
も
い
よ
い
よ
物
悲
し
く
ぞ
思
は
る
る
」

の
意
な
り
。
さ
す
れ
ば
、
女
の
男
を
「
忘
る
」
な
る
に
よ
り
て
、「
捨
つ
・
拒
絶
す
・
放
逐
す
」
の
意
な
ら

ん
か
。
畢
竟
、
四
段
『
忘
る
』
に
助
動
詞
「
ら
む
」
の
付
き
た
り
と
解
す
べ
し
。 

「
け
に
」
は
「
い
よ
い
よ
」
の
義
に
し
て
、「
い
と
ど
」
に
似
た
り
。「
げ
に
」
は
「
ま
こ
と
に
」
な
れ
ば
、

分
別
あ
ら
せ
た
ま
へ
。 

（
六
） 

人
は
よ
し
思
ひ
止 や

む
と
も
玉
鬘

た
ま
か
づ
ら

影
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も 

（
萬
葉
・
倭
媛
大
后
） 

倭
媛
大
后
は
古
人
大
兄
皇
子

ふ
る
ひ
と
ノ
お
ほ
え
ノ
み
こ

の
皇
女

わ
う
じ
よ

に
し
て
、
天
智
天
皇
皇
后
な
り
。
哀
れ
な
る
か
な
や
、
幼
く
し
て
父

を
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
、
そ
の
仇 あ

た

に
傅
育

ふ

い

く

せ
ら
れ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
長
じ
て
そ
の
后
と
娶
ら
る
る
を
こ
そ
は
強



ひ
ら
れ
た
り
け
れ
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
上
一
人

か
み
い
ち
に
ん

の
鍾
愛
篤
く
し
て
、
天
下
の
尊
崇
を
集
め
た
ま
ふ
。
大
海

人
皇
子
、
天
智
崩
御
に
臨
ん
で
吉
野
に
出
奔
せ
ら
れ
し
と
き
、
奏
上
し
て
曰
く
、「
陛
下
百
歳
の
後
は
、
倭

姫
大
后
を
し
て
即
位
せ
し
め
、
大
友
皇
子
を
輔
弼

ほ

ひ

つ

の
責 せ

め

に
任
ず
べ
き
か
」
と
。 

果
然

く
わ
ぜ
ん

、
倭
姫
は
即
位
し
た
る
か
、
も
し
く
は
稱
制
を
敷
き
た
る
か
の
史
實
あ
り
と
の
説
古
來
よ
り
頻
り

な
り
。
倭
姫
は
舒
明
天
皇
内
孫
な
れ
ば
、
女
人

に
よ
に
ん

と
は
言
ひ
條 で

う

、
祖
宗
の
神
器

し

ん

き

を
承
繼
す
る
に
妨
げ
な
き
御

血
筋
な
り
。 

天
智
崩
御
せ
ら
る
る
や
、
倭
姫
の
挽
歌
數
首
傳
へ
ら
る
。
掲
出
歌
は
そ
の
一
な
り
。「
玉
鬘
」
は
枕
詞
。 

 

「
た
と
ひ
餘
の
人
思
ひ
絶
ゆ
と
も
、
我
が
身
に
は
大
君
の
御
姿
幻
の
如
く
に
見
え
て
忘
る
を
え
ざ
る
な

り
」
と
歌
ひ
た
り
。（「
忘
る
」
に
し
て
「
忘
る
る
」
に
あ
ら
ず
） 

「
忘
ら
え
ぬ
」
の
「
え
」
は
「
得
」
な
ら
ん
と
推
量
す
る
人
多
か
れ
ど
、
さ
に
あ
ら
ず
。「
（
忘
ら
）
ゆ
」

の
未
然
形
「
え
」
な
り
。「
ゆ
」
は
「
受
身
・
自
發
・
可
能
」
の
助
動
詞
「
ゆ
」
に
し
て
、
後
世
な
れ
ば
、

「
忘
ら
れ
ぬ
」
と
い
ふ
べ
き
所
な
り
。 

左
の
歌
に
て
は
、「
忘
ら
れ
ぬ
」
と
あ
り
。
冒
頭
掲
出
歌
も
さ
は
あ
れ
ど
、
鎌
倉
の
世
に
到
り
て
な
ほ
、

歌
に
て
は
四
段
「
忘
る
」
の
用
ゐ
ら
れ
た
る
な
り
。 

忘
ら
れ
ぬ
昔
は
遠
く
な
り
は
て
て
今
年
も
冬
ぞ
し
ぐ
れ
き
に
け
る 

（
遠
島
御
歌
合
・
後
鳥
羽
院
下
野

ノ
し
も
つ
け

） 

後
鳥
羽
院
、
配
流
せ
ら
れ
た
ま
へ
る
隱
岐
に
て
、
都
人
に
文
を
通
じ
て
、
歌
を
送
れ
、
朕
が
判
ぜ
ん
と
意

氣
軒
高
に
て
お
は
し
ま
し
き
。
か
く
て
催
さ
れ
た
る
を
「
遠
島
御
歌
合
」
と
申
し
奉
る
。
下
野
は
女
房
の

名
。 

（
令
和
二
年
九
月
二
十
三
日
受
附
） 

 

よ 

・ 


