
（ 1） 万葉の榛の発想
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榛
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葉
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　は
じ
め
に

１
　
榛
の
恋
情
発
想
の
解
明

神
衣
・
恋
衣
の
発
想
　『
万
葉
集
』
に
は
、「
榛は

り

」（
現
代
で
は
榛は

ん

と
も
榛

は
ん
の
きと

も
い
う
）
を
詠
み
込
む
歌
が
一
四
首
あ
る
。
こ
れ
ら
の
榛
を
詠
み
込
む
歌
に
は
、
一
首
を
除
い
て
、

前
述
し
た
紫
の
神か
む

衣み
そ

・
恋こ

ひ

衣ご
ろ
もと

同
様
、
榛は

り

摺ず

り
を
神か

む

衣み
そ

・
恋こ

ひ

衣ご
ろ
もに

す
る
類
型
的
な
発
想
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

宴
の
歌

　
そ
し
て
⑴
こ
れ
ら
の
民
間
の
榛
摺
り
の
恋
衣
の
恋
歌
が
、
地
元
の
有
力
者
や
旅
人
を
接
待
す
る
宴
で
艶
っ
ぽ
く
転
用
さ
れ
た
り
、
類
歌
が
詠
ま
れ
た
り
し
、
ま
た

⑵
中
央
官
人
な
ど
の
旅
人
に
よ
っ
て
旅
先
の
特
産
品
の
榛は
り

が
歌
に
詠
ま
れ
て
も
い
る
。

近
江
遷
都
歌
へ
の
転
用

　
そ
し
て
ま
た
⑴
三み

わ輪
地
方
で
う
た
わ
れ
て
い
た
恋
衣
を
基
盤
に
し
た
恋
歌
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛は

り

摺
り
の
歌
〉（
一
―
19
）
が
、
天
智
天
皇
の
近
江
遷
都

に
あ
た
っ
て
大
和
の
国く
に

霊だ
ま

で
あ
る
三み

わ
や
ま

輪
山
に
惜
別
す
る
儀
礼
で
転
用
さ
れ
、
天
智
天
皇
を
祝
福
し
て
い
る
。

本
論
の
ね
ら
い

　
以
下
、
本
論
で
は
次
の
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
榛は
り

を
詠
む
歌
の
中
核
は
、
⑴
榛
の
摺
り
・
染
め
の
神か

む

衣み
そ

・
恋
衣
か
ら
発
想
さ
れ
た
恋

歌
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
⑵
旅
先
の
榛
を
賛
美
す
る
旅
の
歌
が
派
生
し
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
、
王
朝
の
遷
都
に
あ
た
っ
て
⑴
榛
の
神か
む

衣み
そ

・
恋
衣
を
踏
ま
え
た
三
輪
地
方
の
恋
の
古
歌
を
転
用
し
て
天
皇
を
賛
美
し
、
王
権
を
支
持
す
る
と
い
う
政
治

的
な
用
い
ら
れ
方
も
し
て
い
た
。

神
楽
歌
・
琴
歌
譜
歌
謡
・
記
紀
歌
謡

　
本
論
は
こ
の
よ
う
に
万
葉
歌
の
榛
の
歌
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
の
、
神か
ぐ
ら
う
た

楽
歌
〈
榛

さ
い
ば
り〉（

神
楽
歌
38
）
を
も
視
野
に
入
れ
、
ま
た
付
論

と
し
て
『
琴き
ん
か歌

譜ふ

』
の
榛
の
歌
二
首
も
論
じ
て
み
る
。

な
お
雄
略
記
紀
に
、
榛
の
歌
が
二
首
あ
る
。
し
か
し
こ
の
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
榛
は
狩
場
に
生
え
て
い
る
単
な
る
木
で
あ
り
、
摺
り
料
・
染
料
と
し
て
の
榛
で
は
な
い
の

で
、
本
論
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

２
　
用
例

一
四
首
の
万
葉
歌
　『
万
葉
集
』
の
一
四
首
の
「
榛は

り

」
の
歌
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉（
一
―
19
・
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
み）・

②
〈
引ひ
く

馬ま

の野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
一
―
57
・
長な

が

の
忌い

み

寸き

奥お
き

麻ま

ろ呂
）・

③
〈
真ま

の野
の
榛
を
手
折
る
歌
〉（
三
―
２
８
０
・
高た

け
ち市

の
連

む
ら
じ

黒く
ろ
ひ
と人

）・

④
〈
真
野
の
榛
を
見
る
歌
〉（
三
―
２
８
１
・
黒
人
の
妻
）・

⑤
〈
遠と
ほ
さ
と里

小を

の野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
１
５
６
）・

⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
１
６
６
）・

⑦
〈
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
２
６
０
）・

⑧
〈
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
３
５
４
）・

⑨
〈
思
ふ
子
の
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
十
―
１
９
６
５
）・

⑩
〈
伊い

か

ほ
香
保
の
榛
の
ね
も
こ
ろ
の
歌
〉（
十
四
―
３
４
１
０
）・

⑪
〈
伊
香
保
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
十
四
―
３
４
３
５
）・

⑫
〈
竹
取
の
翁
の
長
歌
〉（
十
六
―
３
７
９
１
）・

⑬
〈
住す
み
の
え吉

の
岸
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
十
六
―
３
８
０
１
）・

⑭
〈
霍ほ
と
と
ぎ公

鳥す

を
怨う

恨ら

む
る
歌
〉（
十
九
―
４
２
０
７
・
大お

ほ
と
も伴

の
家や

か
も
ち持

）。

神
楽
歌
の
榛

　
神か
ぐ
ら
う
た

楽
歌
に
は
「
榛
」
の
歌
が
、
次
の
よ
う
に
一
首
あ
る
。

〇
〈
榛
さ
い
ば
り〉（

神
楽
歌
38
）。

琴
歌
譜
歌
謡
の
榛

　『
琴
歌
譜
』
の
二
首
の
「
榛
」
の
歌
謡
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
〈
榛
と
櫟く
ぬ
ぎの

歌
〉（
琴
歌
譜
４
）・

〇
〈
川か
は
は
り榛

と
根ね

も
ぢ捩

の
歌
〉（
琴
歌
譜
15
）。

記
紀
歌
謡
の
榛

　
雄
略
記
紀
の
「
榛
」
の
歌
謡
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
〈
榛
の
木
の
枝え
だ

の
歌
〉（
記
98
）・

〇
〈
榛
が
枝え
だ

の
歌
〉（
紀
76
）。

二

　恋
衣
と
旅
の
記
念

神
衣
　
恋
衣
と
し
て
の
榛は
り

の
摺
る
衣
・
染
め
衣
に
は
、
そ
の
古
形
・
祖
形
と
し
て
「
神か
む

衣み
そ

」
と
し
て
の
働
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
八
　
綜
麻
条
の
榛
で
後
述
）。

恋
衣
　
そ
し
て
こ
の
神か
む

衣み
そ

の
発
展
型
と
し
て
、
恋こ

ひ

衣ご
ろ
もが

派
生
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
恋
す
る
男
女
が
相
逢
う
と
き
に
、
各
種
の
摺
り
衣
・
染
め
衣
・
色
美
し
い
織
物
な
ど
を
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身
に
纏
う
習
俗
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
恋
の
場
に
見
ら
れ
る
衣
装
は
、
そ
の
働
き
か
ら
〈
恋こ

ひ

衣ご
ろ
も

着き

奈な

ら良
の
山
の
歌
〉（
十
二
―
３
０
８
８
）
に
よ
っ
て
「
恋こ

ひ

衣ご
ろ
も」

と
称
さ
れ

て
い
る
。

榛
の
摺
り
・
染
め

　「
榛は
り

」
は
か
ば
の
き
科
の
落
葉
高
木
で
、
秋
に
熟
し
た
榛
か
ら
黒
い
摺
り
衣
や
染
め
衣
を
作
り
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
万
葉
染
色
考
』﹇
上
村
六
郎
・

辰
巳
利
文
﹈
に
よ
る
と
、
榛
の
実
の
黒
灰
で
摺
る
と
い
う
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
榛
の
樹
液
も
摺
り
・
染
め
の
料
に
な
っ
て
い
る
。

神
楽
歌
の
〈
榛
〉　
榛は
り

の
摺
り
・
染
め
が
恋
衣
に
な
る
こ
と
は
、
次
の
神か

ぐ
ら
う
た

楽
歌
の
〈
榛

さ
い
ば
り〉（

神
楽
歌
38
）
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

榛さ
い
ば
りに

　
衣こ
ろ
もは
染
め
む
。
雨
は
降
れ
ど
も
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榛

さ
い
ば
りで

　
衣
を
ば
染
め
よ
う
。
雨
が
降
っ
て
濡
れ
て
も
、

移
ろ
ひ
が
た
し
。
深
く
染
め
て
ば
。（
神
楽
歌
38
）　

　
　
　
　
　
　
　
色
が
変
わ
り
に
く
い
。
色
深
く
染
め
た
な
ら
ば
。

『
角
川
古
語
大
辞
典

　
第
二
巻
』﹇
中
村
・
岡
見
・
阪
倉
﹈
の
「
さ
い
は
り
」
の
項
に
よ
る
と
、「「
さ
い
」
は
「
裂
く
」
の
連
用
形
の
転
。
榛は

り

の
皮
を
は
い
だ
も
の
。
皮
を

は
ぐ
と
き
に
し
み
出
す
樹
液
を
煎
じ
て
、
黒
ま
た
は
茶
色
の
染
料
に
す
る
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
謡
で
は
、
榛
の
樹
液
で
深
く
染
め
た
衣
は
変
わ
ら
な
い
恋
心
の

譬
喩
に
さ
れ
て
い
る
、
と
わ
か
る
。

こ
の
神
楽
歌
の
元
歌
の
意
味
は
、
恋
す
る
男
女
が
榛
で
色
深
く
染
め
た
恋
衣
を
着
て
相
逢
う
こ
と
を
下
地
に
し
て
、
愛
の
心
に
変
わ
り
な
い
と
誓
う
こ
と
に
あ
る
。

恋
衣
か
ら
神
衣
へ

　
こ
の
榛
の
恋
衣
の
恋
歌
が
神
楽
歌
に
転
用
さ
れ
る
と
、
恋
衣
と
し
て
の
榛
染
め
が
神
に
奉
仕
す
る
者
の
着
る
神か
む

衣み
そ

に
転
換
さ
れ
、
神
へ
の
信
仰
心
の
不

変
を
誓
う
神
歌
に
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。

相
通
す
る
恋
衣
と
神
衣

　
発
展
史
的
に
は
神か
む

衣み
そ

か
ら
恋こ

ひ

衣ご
ろ
もへ

と
展
開
し
て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
恋
衣
の
恋
歌
が
神
衣
の
神
歌
に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
展
開
の

順
序
と
し
て
は
逆
転
し
た
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
逆
転
は
、
恋
衣
と
神
衣
が
そ
の
発
生
基
盤
を
同
一
に
し
て
相
通
じ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
（
八

　

綜
麻
条
の
榛
で
後
述
）。

榛
の
特
産
地
の
恋
歌

　
こ
の
よ
う
な
⑴
恋
衣
の
習
俗
を
踏
ま
え
た
恋
の
歌
は
、
お
国
自
慢
も
あ
っ
て
榛は
り

を
特
産
品
に
す
る
地
方
を
中
心
に
し
て
愛
唱
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。

地
方
豪
族
の
宴
の
歌

　
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
が
地
元
の
有
力
者
な
ど
を
も
て
な
す
宴
で
も
う
た
わ
れ
て
い
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
地
元
で
う
た
わ
れ
て
い
る
民
謡
が
お

座
敷
歌
に
な
る
過
程
に
似
て
い
る
。

旅
の
記
念

　
他
方
、
⑵
中
央
官か
ん
じ
ん人

を
中
心
に
し
た
旅
人
が
、
旅
宿
の
宴
で
地
元
の
特
産
品
の
榛
を
旅
の
記
念
と
し
て
旅
の
歌
を
詠
み
、
あ
る
い
は
ま
た
地
元
の
榛
の
恋
衣
を

踏
ま
え
た
恋
の
歌
を
う
た
っ
て
も
い
る
。

⑴
地
元
の
榛
の
恋
歌
と
⑵
旅
人
の
榛
の
恋
歌
の
判
別
は
容
易
に
つ
け
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
榛
を
詠
み
込
む
歌
は
お
よ
そ
、
⑴
地
元
民
が
う
た
う
恋
衣
の
歌

と
、
⑵
旅
人
が
う
た
う
旅
の
記
念
、
あ
る
い
は
旅
人
の
う
た
う
恋
衣
の
歌
と
に
大
別
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

地
名
＋
特
産
品
の
榛
　
榛
を
詠
み
込
む
歌
の
あ
ら
か
た
は
、「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
の
一
式
を
含
み
も
っ
て
い
る
。

万葉の榛の発想

― ―102



（ 4）弘前学院大学文学部紀要　第54号（2018）

た
だ
し
、
大お

ほ
と
も伴

の
家や

か
も
ち持

作
の
⑭
〈
霍ほ

と
と
ぎ
す

公
鳥
を
怨う

ら恨
む
る
歌
〉（
十
九
―
４
２
０
７
）
は
、
宏ひ

ろ

縄つ
な

の
屋
敷
内
に
植
え
ら
れ
て
い
る
「
榛は

り

の
枝え

だ

」
が
、
同
じ
庭
園
内
の
「
藤
の
枝え

だ

」
と
対
に
な
っ

て
詠
ま
れ
て
い
る
。そ
こ
に
は
単
な
る
屋
敷
内
の
景
物
と
し
て
の
榛
と
藤
の
木
が
あ
る
だ
け
で
、

「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」の
型
も
な
け
れ
ば
、恋
衣
あ
る
い
は
旅
の
記
念
と
し
て
の
榛
で
も
な
い
。

そ
の
あ
り
方
は
、
記
紀
歌
謡
の
〈
榛
の
木
の
枝え
だ

の
歌
〉（
記
98
）・〈
榛
が
枝え

だ

の
歌
〉（
紀
76
）
と

同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
榛
の
あ
り
方
は
、
万
葉
歌
で
は
家
持
特
有
の
も
の
な
の
で
、
伝
統
的
類
型
的
な

榛
の
あ
り
方
を
考
え
る
本
論
で
は
、
⑭
〈
霍ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
を
怨う

ら恨
む
る
歌
〉
を
例
外
と
し
、
考
察
か
ら

除
外
す
る
。

榛
と
紫
の
出
典
の
分
布
の
共
通
性

　
こ
の
よ
う
に
摺
り
料
・
染
料
と
し
て
の
榛
の
用
例
が
『
古

事
記
』
に
な
く
、『
万
葉
集
』
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
染
料
と
し
て
の
紫
の
用
例
が
や
は
り
『
古

事
記
』
に
な
く
、『
万
葉
集
』
に
集
中
す
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。

地
元
の
恋
歌
と
旅
人
の
歌

　
以
上
、
⑭
〈
霍ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
を
怨う

ら恨
む
る
歌
〉
を
除
く
一
三
首
に
は
、
⑴

地
元
の
恋
衣
を
中
核
に
し
た
恋
歌
と
、
⑵
旅
人
の
旅
の
記
念
の
歌
、
あ
る
い
は
旅
人
の
恋
衣
を

中
核
に
し
た
恋
歌
の
二
系
列
が
あ
る
。

恋
衣
か
ら
旅
の
記
念
へ

　
そ
こ
で
こ
の
二
系
列
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
も
考
え
て
み
た

い
。
そ
の
関
わ
り
、
影
響
関
係
を
予
め
こ
こ
で
あ
ら
あ
ら
と
述
べ
て
お
く
。
⑴
地
元
の
特
産
品

の
榛
を
恋
衣
に
し
て
着
る
習
俗
を
下
地
に
し
た
恋
の
歌
・
民
謡
が
流
布
し
、
そ
の
恋
歌
は
地
元

の
宴
で
も
客
人
を
も
て
な
す
お
座
敷
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

の
歌
に
は
、
お
国
自
慢
も
あ
っ
て
「
地
元
の
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
の
型
が
必
然
的
に
採
ら
れ

た
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
地
に
中
央
官
人
を
中
心
に
し
た
旅
人
が
来
訪
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
⑵
そ
の
土

地
の
地
霊
へ
の
挨
拶
と
し
て
「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
の
型
が
取
り
込
ま
れ
、旅
の
記
念
の
歌
、

あ
る
い
は
旅
先
で
の
恋
の
歌
が
う
た
わ
れ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
⑴
民
間
の
恋
衣
の
歌
か
ら
、

⑵
旅
人
の
旅
の
記
念
の
歌
、
あ
る
い
は
旅
人
の
恋
衣
の
歌
が
派
生
し
た
ろ
う
。

素
よ
り
⑵
旅
人
の
詠
ん
だ
「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
の
恋
歌
が
、
⑴
地
元
の
恋
歌
に
還
元
さ

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
地
元
の
特
産
品
の
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き い

阿波
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と さ伊予
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安芸
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山城
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大和
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和泉
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びん ご
石見
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す おう

長門
なが と 備中

びつちゆう
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〈榛の特産地の地図〉A B
C D E

F

Ａ＝兵庫県神戸市真野
Ｂ＝大阪府大阪市住吉遠野小野・堺市遠里小野
Ｃ＝奈良県明日香村島
Ｄ＝奈良県桜井市三輪
Ｅ＝愛知県豊川市・静岡県浜松市引馬野
Ｆ＝群馬県渋川市伊香保

弘前学院大学文学部紀要　第55号（2019）

― ―101
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榛
が
い
つ
も
あ
り
、
そ
れ
が
恋
衣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
分
厚
い
日
常
の
営
み
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
稀
に
訪
れ
る
旅
人
も
そ
れ
に
注
目
し
て
「
地
名
＋
榛
」
を
中
心
に
し

て
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
る
。
し
て
み
る
と
、
や
は
り
⑴
民
間
の
恋
衣
と
し
て
の
榛
の
恋
歌
が
基
本
に
あ
り
、
⑵
旅
人
の
歌
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
、
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、「
榛
の
木
考
一
〜
五
」﹇
森
本
治
吉
﹈
は
、
榛
の
歌
の
多
く
が
「
地
名
＋
榛
」
の
一
式
を
も
つ
事
情
と
し
て
、「
こ
れ
（
榛
）
が
染
色
の
用
に
な
る
と
い
う
特
別

な
木
で
あ
っ
た
せ
ゐ
」
と
気
づ
き
な
が
ら
も
、
⑵
こ
れ
ら
の
歌
が
大
和
の
国
の
関
係
者
が
旅
先
の
榛
を
珍
し
く
思
っ
て
歌
に
詠
ん
だ
、
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、

榛
の
歌
の
あ
ら
か
た
を
占
め
る
類
型
的
な
作
者
未
詳
歌
も
⑵
大
和
の
国
人
の
羇
旅
歌
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
⑴
地
元
の
恋
衣
の
榛
摺
り
を
主
体
に
し
た
恋
歌
が
存
在
し
な
い
こ

と
に
な
る
。

以
下
、
具
体
的
に
作
品
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

三

　島
の
榛

〈
思
ふ
子
の
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
大
和
の
国
（
現
奈
良
県
）
明あ

す

か
日
香
村
の
島し

ま

の
庄
は
、
榛
の
特
産
地
だ
っ
た
ら
し
く
、
榛
の
歌
が
二
首
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
首
目
の
⑨

〈
思
ふ
子
の
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
十
―
１
９
６
５
・
夏
の
雑
歌
・
榛は
り

を
詠
む
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑨
思
ふ
子
が

　
衣

こ
ろ
も

摺
ら
む
に
、
丹に

穂ほ

ひ
こ
そ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛い

と

し
い
あ
の
娘こ

が
　
衣
を
摺
る
だ
ろ
う
に
、
色
づ
い
て
ほ
し
い
。

島し
ま

の
榛
原
。
秋
立
た
ず
と
も
。（
十
―
１
９
６
５
）　

　
　
　
　
　
　
　
島
の
榛
原
よ
。
秋
は
来
な
く
て
も
。

地
元
の
恋
衣
の
恋
歌

　
こ
の
恋
歌
は
、
本
当
は
秋
が
立
っ
て
実
が
色
づ
い
て
摺
り
衣
に
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
作
者
・
歌
い
手
の
男
が
「
思
ふ
子
」
＝
愛
し
い
娘こ

が
榛
摺
り

が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
実
が
鮮
や
か
に
色
づ
い
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
素
よ
り
「
思
ふ
子
」
が
男
の
恋
人
な
の
で
、
彼
女
の
摺
る
榛
摺
り
の
衣
は
作
者
・
歌
い
手

の
男
が
着
る
恋
衣
だ
、
と
想
定
で
き
る
。
男
は
秋
ま
で
恋
の
成
就
を
待
て
な
い
の
で
、
夏
の
今
か
ら
榛
の
恋
衣
を
着
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
部
立
て
は
夏
の
雑

歌
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
結
句
の
「
秋
立
た
ず
」
に
よ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
歌
の
主
題
は
夏
の
恋
・
相
聞
で
あ
る
。

あ
る
い
は
小
学
館
本
『
萬
葉
集
一
』
が
説
く
よ
う
に
、「
若
い
恋
人
の
成
長
を
待
ち
わ
び
る
寓
意
」
と
も
解
せ
る
。

地
元
の
宴
の
恋
歌

　
こ
の
⑴
地
元
の
民
間
の
恋
歌
は
、
地
元
の
有
力
者
を
客
人
に
す
る
宴
の
恋
歌
に
用
い
ら
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
客
人
が
こ
の
恋
歌
を
う
た
い

な
が
ら
、
酒
席
に
侍
っ
て
い
る
遊う

か

れ

め

行
女
婦
を
口
説
く
と
い
う
座
興
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

旅
人
の
歌
　
釈
注
五
﹇
伊
藤
博
﹈
は
、
こ
の
歌
を
⑵
明
日
香
の
島
の
庄
に
旅
し
た
奈
良
び
と
の
詠
か
と
し
、
旅
先
で
み
た
夏
の
榛
を
家
に
残
し
て
き
た
妻
に
結
び
つ
け
て
詠

ん
だ
、
と
解
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
榛
は
旅
先
の
特
産
品
・
記
念
と
な
り
な
が
ら
も
、
恋
衣
の
様
相
も
呈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
望
郷
の
念
を
こ
の
歌
に
求
め
、「
思
ふ
子
」
を
奈
良
の
妻
に
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
強
引
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
に
し
ろ
、
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そ
の
⑴
元
歌
は
地
元
の
恋
衣
の
歌
で
あ
り
、
⑵
そ
れ
が
旅
人
の
耳
に
触
れ
て
そ
の
ま
ま
旅
先
の
宴
で
う
た
わ
れ
、
地
元
の
特
産
品
を
称
賛
し
な
が
ら
地
霊
に
挨
拶
し
、
恋
衣

の
染
料
の
榛
を
奈
良
で
待
つ
妻
＝
「
思
ふ
子
」
へ
の
土
産
に
し
よ
う
、
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

地
元
の
恋
歌
に
還
元

　
も
し
、
⑵
旅
人
が
旅
の
記
念
と
し
て
故
郷
の
妻
へ
持
ち
帰
る
恋
衣
の
染
料
に
な
る
特
産
品
の
榛
を
う
た
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
詠
歌
の
場
は
旅
先
の

島
の
宿
で
の
宴
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
歌
が
そ
の
宴
の
場
に
い
る
地
元
の
女
性
た
ち
に
受
容
さ
れ
、
⑴
地
元
の
恋
衣
の
歌
と
し
て
流
布
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の

よ
う
な
歌
の
交
流
は
、
以
下
の
榛
の
歌
で
も
想
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
島
の
榛は
り

の
二
首
目
の
⑦
〈
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
２
６
０
・
時
に
臨
む
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑦
時と

き

な
ら
ぬ

　
斑ま

だ
らの

衣こ
ろ
も　

着
ほ
し
き
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
期
は
ず
れ
の
　
斑ま

だ
らの

衣
を
　
着
た
い
も
の
だ
。

島し
ま

の
榛
原

　
時
に
あ
ら
ね
ど
も
。（
七
―
１
２
６
０
）　

　
　
　
　
　
　
島
の
榛
原
は
　
そ
の
時
期
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。

地
元
の
恋
衣
の
恋
歌

　
一
首
目
と
同
様
、
榛
の
実
の
熟
す
る
秋
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
時
期
外
れ
の
榛
の
実
に
よ
る
斑

ま
だ
ら

衣ご
ろ
も・

恋
衣
を
着
て
、
そ
の
衣
を
摺
っ
て
く
れ
た
女に

ょ
に
ん人

と
恋
を
し
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
こ
の
恋
歌
が
う
た
わ
れ
た
場
は
、
⑴
基
本
的
に
明
日
香
に
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
男
が
地
元
の
榛
の
実
に
よ
っ
て
斑
に
摺
り
染
め

に
し
た
恋
衣
を
早
く
着
た
い
＝
恋
を
叶
え
た
い
、
と
う
た
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
小
学
館
本
『
萬
葉
集
一
』
が
説
く
よ
う
に
、
⑨
〈
思
ふ
子
の
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉
と
同
様
に
「
う
ら
若
い
娘
の
成
長
を
待
ち
わ
び
る
男
の
歌
」
と
も
解
せ
る
。

替
え
歌
・
類
歌

　
こ
の
歌
の
主
題
は
一
首
目
の
⑨
〈
思
ふ
子
の
島
の
榛
摺
り
の
歌
〉
と
同
じ
く
、
時
期
外
れ
の
恋
を
述
べ
、
二
首
と
も
下
二
句
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
し
か

も
初
句
の
「
思
ふ
子
」
と
「
時
な
ら
ぬ
」
が
交
替
し
て
も
歌
意
は
よ
く
通
る
。
こ
の
二
首
は
ほ
と
ん
ど
替
え
歌
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
、
こ
の
種
の
類
歌
が
多
数
あ
っ
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
。

旅
人
の
恋
歌

　
右
の
解
釈
と
同
時
に
、
釈
注
一
﹇
伊
藤
﹈
が
説
く
よ
う
に
⑵
こ
の
地
に
旅
し
た
男
の
感
慨
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
れ
も
一
首
目
と
同
じ
型
で
、
⑴
地
元
の
恋
衣

の
歌
を
旅
人
が
聞
き
、
⑵
旅
宿
で
の
宴
で
地
元
の
特
産
品
の
榛
を
賛
美
し
な
が
ら
地
元
の
女
性
・
遊う

か

れ

め

行
女
婦
と
の
恋
を
叶
え
た
い
、
と
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
⑵
旅
人
が
旅
宿
で
の
宴
で
地
元
の
特
産
品
の
榛
を
称
賛
し
な
が
ら
地
霊
に
挨
拶
し
、
地
元
の
女
性
・
遊う

か

れ

め

行
女
婦
と
の
恋
を
う
た
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
そ
の
恋
歌
が
⑴
そ
の
地
方
の
民
間
の
恋
歌
と
し
て
流
布
し
た
経
路
も
想
定
さ
れ
る
。

四

　伊
香
保
の
榛

〈
伊
香
保
の
榛
摺
り
の
歌
〉　『
万
葉
集
』
の
東あ

づ
ま
う
た歌に

は
、
上か

み
つ
け
の野の

国
（
現
群
馬
県
）
の
渋し

ぶ
か
わ川

市
の
伊い

か

ほ
香
保
の
榛
を
詠
み
込
む
歌
が
二
首
あ
る
。
そ
の
一
首
目
の
⑪
〈
伊
香
保

の
榛
摺
り
の
歌
〉（
十
四
―
３
４
３
５
・
譬
喩
歌
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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⑪
伊い

か

ほ
香
保
ろ
の

　
沿
ひ
の
榛は

り
は
ら原

、
我わ

が
衣き

ぬ

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
香
保
の

　
そ
ば
の
榛
は
、
私
の
衣
に

付つ

き
よ
ら
し
も
よ
。
一ひ

た
へ重

と
思
へ
ば
。（
十
四
―
３
４
３
５
）　

　
　
　
よ
く
摺
り
付
く
よ
。
一
重
な
も
の
だ
か
ら
。

恋
衣

　
伊
香
保
の
榛
摺
り
が
恋
衣
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
下
地
に
し
て
、
恋
衣
の
染
料
の
榛
を
女
人
に
譬
え
、
作
者
＝
男
の
純
粋
に
思
っ
て
い
る
榛
＝
女
人
が
、
自
分

の
恋
衣
に
摺
り
付
く
＝
恋
人
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

女
人
が
恋
衣
の
染
料
の
譬
え
に
な
る
恋
歌
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
代
表
的
な
例
が
あ
る
。

大お
ほ
と
も伴

の
宿す

く
ね祢

駿す
る
が河

麻ま

ろ呂
、
同
じ
坂さ

か
の
う
へ上の

二お
と

嬢を
と
めを

娉つ
ま
どふ

歌
一
首

春は
る

霞が
す
み　

春か
す
が日

の
里
に

　
植う

ゑ
小こ

な

ぎ
水
葱
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
春
霞
）
春
日
の
里
の
　
植
え
て
あ
る
水な

葱ぎ

は
、

苗な
へ

な
り
と
言
ひ
し

　
柄え

は
差
し
に
け
む
。（
三
―
４
０
７
）　

　
　
　
　
ま
だ
苗
だ
と
い
っ
て
い
た
が
、
も
う
大
き
く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

我わ

が
宿や

ど

に
　
生お

ふ
る
土つ

ち

針は
り

。
心
ゆ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
の
家
の
庭
に
生
え
る
土
針
よ
。
ま
る
っ
き
り

思
は
ぬ
人
の

　
衣き

ぬ

に
摺
ら
ゆ
な
。（
七
―
１
３
３
８
・
譬
喩
歌
）　

　
　
思
わ
ぬ
人
の
　
衣
に
摺
ら
れ
る
な
。

と
り
わ
け
後
者
の
例
は
、
染
料
を
衣
に
摺
る
こ
と
を
恋
の
成
就
に
譬
え
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
伊
香
保
の
榛
が
男
の
恋
衣
の
「
我わ

が
衣き

ぬ

」
に
「
付つ

き
よ
ら
し
」
と
は
、

榛
＝
女
人
と
の
恋
の
成
就
を
意
味
し
て
い
る
、
と
わ
か
る
。

地
元
の
恋
歌

　
こ
の
恋
衣
の
歌
は
、
⑴
地
元
の
伊
香
保
の
特
産
品
の
榛
摺
り
を
恋
衣
に
し
て
男
女
が
相
逢
う
恋
愛
習
俗
に
基
づ
く
地
元
の
恋
歌
・
謡
い
物
で
あ
る
。
そ
れ
は

歌
の
こ
と
ば
に
も
表
れ
、「
伊
香
保
ろ
」
の
「
ろ
」
な
ら
び
に
「
一ひ
た
へ重

」
が
東
国
方
言
で
あ
る
。

地
元
の
宴
の
恋
歌

　
そ
し
て
こ
の
民
間
の
恋
歌
が
、
地
元
の
宴
の
席
で
接
待
す
る
女
人
を
口
説
く
恋
歌
に
用
い
ら
れ
も
し
た
ろ
う
。

旅
先
の
恋

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
歌
は
来
訪
し
た
⑴
中
央
官
人
・
旅
人
の
耳
に
触
れ
る
と
、
ほ
ど
よ
く
共
通
語
化
さ
れ
、
旅
先
で
の
恋
を
主
題
に
し
て
宴
席
で
う
た
わ
れ

て
も
い
い
。
す
な
わ
ち
、
⑵
地
元
の
特
産
品
を
称
賛
し
な
が
ら
、
榛
を
地
元
の
女
性
・
遊う

か

れ

め

行
女
婦
に
譬
え
、
衣き

ぬ

に
譬
え
ら
れ
た
客
人
が
、
榛
＝
女
人
が
「
付つ

き
よ
ら
し
」
と

口
説
く
歌
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。

〈
伊
香
保
の
榛
の
ね
も
こ
ろ
の
歌
〉　
伊
香
保
の
榛
を
詠
み
込
む
歌
の
二
首
目
の
⑩
〈
伊
香
保
の
榛
の
ね
も
こ
ろ
の
歌
〉（
十
四
―
３
４
１
０
・
相
聞
）
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

⑩
伊い

か

ほ
香
保
の
　
沿
ひ
の
榛
原
。
ね
も
こ
ろ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
香
保
の

　
近
く
の
榛
よ
。
ね
ん
ご
ろ
に

奥
を
な
か
ね
そ
。
ま
さ
か
し
よ
か
ば
。（
十
四
―
３
４
１
０
）　
　
　
　
将さ

き来
を
ど
う
か
思
い
悩
ま
な
い
で
お
く
れ
。
今
さ
え
よ
か
っ
た
ら
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
。
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地
元
の
恋
歌

　
諸
注
は
榛
の
木
の
「
根
」
か
ら
「
ね
も
こ
ろ
」
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
恋
人
た
ち
が
榛
摺
り
の
恋
衣
を
着
る
習
俗
を
下
地
に
し
て
、「
榛
原
」
を

女
人
・
恋
人
に
譬
え
、
二
人
の
将
来
を
心
配
す
る
榛
＝
女
人
に
、
男
が
今
が
よ
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
執
り
成
し
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

地
元
の
宴
の
恋
歌

　
そ
し
て
こ
の
恋
歌
も
、
地
元
の
貴
人
を
主
賓
に
す
る
宴
で
う
た
わ
れ
た
、
と
想
定
で
き
る
。

旅
先
の
恋

　
素
よ
り
こ
の
恋
歌
も
、
⑴
上
野
の
国
の
恋
の
民
謡
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
歌
と
同
様
に
、
こ
の
歌
が
⑵
中
央
官
人
な
ど
の
旅
人
の
耳
に
触
れ
る
と
、
旅
先
の

宴
席
で
刹
那
的
な
恋
を
戯
れ
に
う
た
っ
て
も
い
い
。

五

　真
野
の
榛

１
　
恋
衣
の
榛

〈
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
摂つ津
の
国
の
真ま

の野
（
現
兵
庫
県
神
戸
市
長
田
区
真
野
町
の
あ
た
り
）
も
榛
を
特
産
品
に
し
て
お
り
、
万
葉
歌
と
し
て
四
首
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
首
目
の
⑧
〈
真ま

の野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
３
５
４
・
木
に
寄
す
る
）
は
、
次
の
と
お
り
あ
る
。

　

⑧
白し

ら

菅す
げ

の
　
真ま

の野
の

　
榛は

り
は
ら原

。
心
ゆ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
白
菅
の
）
真
野
の
榛
原
。
そ
の
榛
を
心
底

思
は
ぬ
我わ

れ

し
　
衣こ

ろ
もに

摺
り
つ
。（
七
―
１
３
５
４
）　

　
　
　
　
　
　
　
思
っ
て
い
な
い
私
が
　
衣
に
摺
っ
て
し
ま
っ
た
。

地
元
の
恋
歌

　
⑴
こ
の
歌
も
恋
衣
を
着
る
習
俗
を
下
地
に
し
、
榛
を
恋
の
相
手
に
譬
え
、
榛
を
衣
に
摺
る
こ
と
を
恋
の
成
就
に
譬
え
て
い
る
。
榛
は
男
女
の
い
ず
れ
で
も
よ

く
、
し
た
が
っ
て
歌
い
手
の
「
我わ
れ

」
も
男
女
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
い
い
。
そ
の
歌
意
は
、
意
に
染
ま
な
い
人
と
契
っ
て
し
ま
っ
て
悔
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
元
の
宴
の
恋
歌

　
そ
し
て
こ
の
恋
歌
も
、
地
元
の
宴
の
席
で
戯
れ
に
う
た
っ
た
、
と
想
定
で
き
る
。

あ
る
い
は
、
⑵
旅
人
が
地
元
の
榛
を
称
賛
し
な
が
ら
仮
初
め
の
恋
を
宴
席
で
う
た
っ
た
も
の
が
、
⑴
地
元
の
恋
歌
に
な
っ
た
、
と
も
考
え
れ
る
。

２
　
旅
の
記
念

〈
真
野
の
榛
を
手
折
る
歌
〉
と
〈
真
野
の
榛
を
見
る
歌
〉　
真ま

の野
の
榛
を
詠
み
込
む
歌
の
二
・
三
首
目
は
、
次
の
③
〈
真
野
の
榛
を
手
折
る
歌
〉（
三
―
２
８
０
）
と
④
〈
真
野

の
榛
を
見
る
歌
〉（
三
―
２
８
１
）
で
あ
る
。

高た
け
ち市

の
連

む
ら
じ

黒く
ろ
ひ
と人

の
歌
二
首
（
う
ち
一
首
）

③
い
ざ
子
ど
も
。
大や
ま
と和
へ
早
く
。
白し
ら

菅す
げ

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
あ
み
な
の
者
よ
。
大
和
へ
早
く
。（
白
菅
の
）

真
野
の
榛は

り
は
ら原

　
手た

を折
り
て
行
か
む
。（
三
―
２
８
０
）　
　
　
　
　
　
　
真
野
の
榛
の
枝
を

　
手
折
っ
て
帰
ろ
う
。
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黒
人
の
妻
の
答
ふ
る
歌
一
首

④
白し
ら

菅す
げ

の
　
真
野
の
榛は

り
は
ら原

、
行
く
さ
来く

さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
白
菅
の
）
真
野
の
榛
を
　
行
き
に
も
帰
り
に
も

君
こ
そ
見
ら
め
。
真
野
の
榛
原
。（
三
―
２
８
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た
は
見
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
真
野
の
榛
原
を
。

旅
の
記
念

　
こ
の
高た

け
ち市

の
黒く

ろ
ひ
と人

夫
妻
に
よ
る
二
首
は
、
明
ら
か
に
⑵
中
央
官
人
と
そ
の
関
係
者
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
特
産
品
の
榛
が
旅
の
記
念
に
な
っ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
真
野
の
榛
も
、
地
元
で
は
恋
衣
と
し
て
有
名
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
榛
を
愛
妻
へ
の
旅
の
記
念
に
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

今
ま
で
上
げ
た
歌
は
作
者
未
詳
歌
で
、
類
型
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⑵
こ
の
贈
答
歌
は
作
者
分
明
歌
で
あ
り
、
地
元
の
特
産
品
を
明
確
に
旅
の
記
念
と
し
て
う

た
っ
て
い
る
。

釈
注
二
﹇
伊
藤
﹈
に
よ
る
と
こ
の
贈
答
歌
は
、
⑵
黒
人
が
妻
を
伴
い
、
従
者
を
連
れ
て
摂つ津
の
国
な
ど
の
西
方
の
風
光
を
楽
し
ん
だ
折
り
に
詠
ま
れ
た
と
い
う
。
し
か
も

宴
席
の
歌
で
、
夫
婦
の
歌
は
故
郷
の
大
和
に
も
旅
先
の
真
野
に
も
敬
意
を
捧
げ
て
い
る
と
い
う
。

３
　
恋
衣
の
古
歌
の
転
用

〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
真
野
の
榛
を
詠
み
込
む
四
首
目
の
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
１
６
６
・
羇た

旅び

に
し
て
作
る
）
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑥
古い

に
し
へに

　
あ
り
け
む
人
の
、
求
め
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
昔
　
い
た
人
々
が
、
求
め
て
は

衣き
ぬ

に
摺
り
け
む

　
真
野
の
榛
原
。（
七
―
１
１
６
６
）　

　
　
　
　
　
　
衣
に
摺
り
染
め
に
し
た
と
い
う
　
真
野
の
榛
原
だ
。

恋
衣
の
古
歌
の
転
用

　
こ
の
歌
は
、
一
群
を
な
す
羇き

旅り
ょ
か歌

（
１
１
６
１
〜
１
２
５
０
の
九
〇
首
）
の
一
首
で
あ
る
。
釈
注
四
﹇
伊
藤
﹈
に
よ
る
と
、
こ
の
羇
旅
歌
の
歌
群
の

う
ち
、
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
１
１
６
６
）・〈
名な
の
り告

藻そ

の
歌
〉（
１
１
６
７
）・〈
沖
つ
玉
藻
の
歌
〉（
１
１
６
８
）
の
三
首
は
セ
ッ
ト
で
、
摂つ津
の
国
で
詠
ま

れ
た
歌
の
一
群
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
群
の
前
に
位
置
す
る
〈
円ま
と
か
た方

の
歌
〉（
１
１
６
２
）・〈
年あ

魚ゆ

ち市
潟が

た

の
歌
〉（
１
１
６
３
）・〈
鳴
く
鶴た

づ

の
歌
〉（
１
１
６
４
）・〈
あ

さ
り
す
る
鶴た
づ

の
歌
〉（
１
１
６
５
）
の
四
首
は
、
尾
張
に
旅
宿
し
た
夜
の
宴
の
歌
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
四
首
に
次
ぐ
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
１
１
６
６
）
な

ど
の
摂つ津
の
国
の
三
首
は
、
こ
の
尾
張
の
宴
で
披
露
さ
れ
た
古
歌
だ
ろ
う
と
み
る
。『
万
葉
集
』
に
は
古
歌
の
転
用
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
そ

の
例
だ
と
説
く
。

地
元
の
恋
歌

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
摂つ津
の
国
の
真
野
の
榛
は
既
に
恋
衣
の
特
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
黒
人
夫
妻
に
よ
っ
て
も
唱
和
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
名
所

に
な
っ
て
い
る
。

し
て
み
る
と
、
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
、
⑴
真
野
地
方
根
生
い
の
恋
歌
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
方
に
昔
か
ら
住
ん
で
い
た
人
々

が
探
し
求
め
な
が
ら
恋
衣
に
摺
り
付
け
て
き
た
真
野
の
榛
で
あ
る
、
と
い
う
意
に
な
ろ
う
。
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旅
先
の
恋

　
釈
注
四
﹇
伊
藤
﹈
に
よ
る
と
、
こ
の
摂つ津
の
国
の
古
歌
で
あ
る
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
が
尾
張
の
宴
席
で
転
用
さ
れ
る
場
と
し
て
、
著
名
な
摂
津

の
国
の
「
真
野
の
榛
原
」
を
宴
席
に
侍
す
る
尾
張
の
女
に
譬
え
て
賛
美
す
る
情
景
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
。
尾
張
の
女
人
＝
あ
な
た

は
ま
る
で
あ
の
有
名
な
真
野
の
榛
の
実
を
摺
り
染
め
＝
恋
衣
に
し
て
旅
人
の
私
の
恋
を
叶
え
て
く
れ
た
懐
か
し
い
古
人
そ
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

〈
岸
の
埴
生
に
丹
穂
は
す
歌
〉　
こ
の
よ
う
に
地
元
の
女
性
・
遊う

か

れ

め

行
女
婦
が
摺
り
衣
＝
恋
衣
を
用
い
て
旅
人
の
恋
を
叶
え
る
こ
と
を
主
題
に
す
る
類
歌
と
し
て
、〈
岸
の
埴は

に
ふ生

に
丹に

穂ほ

は
す
歌
〉（
一
―
69
・
清す

み

江の
え

の
娘を

と
め子

）
が
あ
る
。

太お
ほ
き上

天す
め
ら
み
こ
と

皇
（
持
統
天
皇
）、
難
波
の
宮
に
幸い

で
ます

時
の
歌

草く
さ
ま
く
ら

枕
　
旅
行
く
君
と

　
知
ら
ま
せ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
草
枕
）
旅
行
く
方か

た

と
　
知
っ
て
い
た
ら
、

岸
の
埴は

に
ふ生

に
　
丹に

ほ穂
は
さ
ま
し
を
。（
一
―
69
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
岸
の
赤
土
で
　
衣
を
染
め
て
あ
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。

右
の
一
首
、
清す

み

江の
え

の
娘を

と
め子

、
長な

が

の
皇み

こ子
に
進

た
て
ま
つり

し
な
り
。
姓
氏
未い

ま

だ
詳つ

ば
ひら

か
な
ら
ず
。

右
は
、
持
統
女
帝
が
難
波
の
宮
に
行
幸
し
た
折
り
の
宴
席
で
の
恋
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
真
意
は
、
地
元
の
特
産
品
の
「
埴は

に
ふ生

」（
赤
土
）
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
れ
で

旅
の
お
方
の
恋
衣
を
染
め
て
上
げ
る
＝
恋
人
に
な
っ
て
あ
げ
る
の
に
、
と
媚
態
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
⑴
旅
の
客
人
を
持
ち
げ
る
た
め
の
遊う

か

れ
行
女
婦め

一
流
の

定
番
の
恋
歌
で
、
遊
行
女
婦
の
清す
み

江の
え

の
娘を

と
め子

が
長な

が

の
皇み

こ子
に
し
な
だ
れ
掛
か
っ
て
艶
っ
ぼ
く
披
露
し
た
も
の
で
あ
る
。

摂
津
の
国
の
恋
歌
三
首

　
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
を
宴
席
で
の
艶
っ
ぽ
い
恋
歌
に
解
し
た
の
は
、
こ
の
歌
に
続
く
二
首
の
古
歌
も
右
の
よ
う
な
艶
め
い
た
恋
歌

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
さ
り
す
と

　
磯
に
我わ

が
見
し

　
名な

の
り告

藻そ

を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
漁
を
し
よ
う
と
し
て

　
磯
で
私
が
見
た

　
名
乗
り
そ
藻
を
、

い
ず
れ
の
島
の

　
海あ

ま人
か
刈
り
け
む
。（
七
―
１
１
６
７
）　

　
　
　
　
ど
こ
の
島
の

　
海あ

ま人
が
刈
り
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

今け

ふ日
も
か
も

　
沖
つ
玉た

ま

藻も

は
、
白
波
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
日
も
ま
た

　
沖
の
玉
藻
は
、
白
波
の

八や

へ重
折
る
が
上う

へ

に
　
乱
れ
て
あ
る
ら
む
。（
七
―
１
１
６
８
）　

　
　
　
幾
重
に
も
折
れ
伏
す
上
で

　
乱
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

前
者
の
〈
名な

の
り告

藻そ

の
歌
〉
の
歌
意
は
、
自
分
以
外
に
名
前
を
教
え
る
べ
き
で
は
な
い
「
名な

の
り告

藻そ

」
＝
「
名な

告の

り
そ
」
は
女
性
の
譬
喩
で
あ
り
、
そ
の
女
人
を
だ
れ
か
見
知

ら
ぬ
別
の
男
に
刈
り
取
ら
れ
た
＝
女
を
奪
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
〈
沖
つ
玉
藻
の
歌
〉
の
「
沖
つ
玉
藻
」
は
、
旅
先
で
み
た
海あ
ま
を
と
め

人
娘
子
の
黒
髪
の
譬
喩

で
あ
り
、
旅
先
の
女
性
へ
の
恋
心
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
を
は
じ
め
と
し
た
摂つ津
の
国
の
恋
歌
三
首
が
、
⑵
旅
人
に
よ
っ
て
東
海
道
の
旅
宿
で
詠
ま
れ
、
現
地
の
風
土
や
女
性
を
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賛
美
し
て
い
る
、
と
伊
藤
は
説
く
。
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。

旅
人
の
歌
と
地
元
の
歌
の
交
流

　
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
歌
を
披
露
し
合
う
詠
歌
の
場
は
、
⑵
旅
人
の
歌
と
⑴
地
元
の
恋
歌
と
の
交
流
す
る
場
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

六

　引
馬
野
の
榛

〈
引
馬
野
の
様
摺
り
の
歌
〉　
引ひ

く

馬ま

の野
の
所
在
地
は
、
三み

か
は河

の
国
（
現
愛
知
県
豊
川
市
の
御み

と津
町
）
と
も
遠と

ほ
た
ふ
み江の

国
（
現
静
岡
県
浜
松
市
の
北
部
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
引
馬
野
も
榛
摺
り
を
特
産
品
と
し
て
お
り
、
持
統
天
皇
の
三
河
の
国
行
幸
歌
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
に
②
〈
引ひ
く

馬ま

の野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
一
―
57
・
雑
歌
）
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。（

大
宝
）
二
年
壬じ

ん

寅い
ん

に
、
太お

ほ
き上

天す
め
ら
み
こ
と

皇
（
持
統
天
皇
）、
参み

河か
は

の
国
に
幸い

で
ます

時
の
歌

②
引ひ
く

馬ま

の野
に
　
丹に

穂ほ

ふ
榛は

り

原は
ら

　
入
り
乱
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
馬
野
に
　
色
づ
い
て
い
る
榛
の
原
に
　
み
ん
な
入
り
乱
れ
て

衣こ
ろ
も

丹に

穂ほ

は
せ
。
旅
の
記し

る
し念

に
。〈
一
―
５
７
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
衣
を
摺
っ
て
染
め
な
さ
い
。
旅
の
記し

る
し念
と
し
て
。

右
の
一
首
、
長な

が

の
忌い

み

寸き

奥お
き

麻ま

ろ呂

官
人
・
旅
人
の
歌

　
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
太お

ほ
き上

天す
め
ら
み
こ
と皇

＝
持
統
女
帝
の
三
河
行
幸
は
、
続
紀
大
宝
二
年
十
月
の
条
に
よ
る
と
、
十
月
十
日
に
出
発
し
、
十
一
月
二
十
五

日
に
還
幸
し
て
い
る
。
行
幸
先
は
、
伊
賀
・
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
・
三
河
の
五
か
国
に
及
ん
で
い
る
。

こ
の
歌
の
中
で
、「
丹に

穂ほ

ふ
」
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
の
「
丹に

穂ほ

ふ
榛は

り

原は
ら

」
は
色
づ
く
榛
の
実
を
述
べ
、
後
の
「
衣

こ
ろ
も

丹に

穂ほ

は
す
」
は
そ
の
実
に
よ
っ
て
衣
を
摺
り

染
め
に
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
十
・
十
一
月
は
、
正
に
榛
の
実
の
熟
す
る
時
で
あ
り
、
そ
の
実
に
よ
る
摺
り
染
め
に
適
す
る
時
季
で
あ
っ
た
。

旅
の
記
念

　
釈
注
一
﹇
伊
藤
﹈
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
は
次
の
〈
安あ

れ礼
の
崎
の
小を

ぶ
ね舟

の
歌
〉（
一
―
58
）
と
と
も
に
⑵
行
幸
先
の
宴
で
披
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
は
、

前
述
し
た
③
〈
真ま

の野
の
榛
を
手
折
る
歌
〉（
三
―
２
８
０
・
黒
人
）
や
④
〈
真ま

の野
の
榛
を
見
る
歌
〉（
三
―
２
８
１
・
黒
人
の
妻
）
と
同
じ
で
、
引
馬
野
の
特
産
品
の
榛
に
よ

る
摺
り
染
め
が
旅
の
記
念
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
榛
の
盛
り
の
時
季
を
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
は
、
風
流
の
わ
ざ
で
あ
る
と
同
時
に
、
旅
先
の
土
地
の
地
霊
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
釈
注
一
﹇
伊
藤
﹈

は
、
以
上
の
よ
う
に
説
く
。

恋
衣
と
し
て
の
榛
摺
り

　
②
〈
引
馬
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
に
は
、
恋
の
気
分
は
漂
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
引
馬
野
地
方
の
特
産
品
で
あ
る
榛
の
摺
り
染
め
は
、
今
ま
で
の

例
を
み
る
と
恋
衣
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。
⑵
中
央
官
人
の
奥お
き
ま
ろ

麻
呂
が
こ
の
旅
先
で
の
記
念
と
し
て
榛
摺
り
を
取
り
上
げ
た
②
〈
引
馬
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
背
後
に
は
、

⑴
地
元
の
榛
摺
り
の
恋
衣
を
踏
ま
え
た
歌
が
多
数
あ
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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七

　住
吉
の
榛

１
　
旅
の
記
念

〈
遠
里
小
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
摂つ津
の
国
（
現
大
阪
府
の
西
北
部
と
兵
庫
県
の
東
南
部
）
の
榛
を
詠
む
恋
歌
が
、
三
首
あ
る
。
そ
の
一
首
目
の
⑤
〈
遠と

ほ
さ
と里

小を

の野
の
榛
摺
り
の

歌
〉（
七
―
１
１
５
６
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑤
住す

み
の
え吉

の
　
遠と

ほ
さ
と里

小を

の野
の

　
真ま

は
り榛

も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
吉
の

　
遠
里
小
野
の

　
榛
の
実
で

摺
れ
る
衣こ

ろ
もの

　
盛
り
過
ぎ
行
く
。（
七
―
１
１
５
６
）　

　
　
　
　
　
　
摺
り
染
め
に
し
た
衣
の
　
色
が
褪
せ
て
い
く
。

旅
の
記
念

　
遠
里
小
野
は
、
現
大
阪
市
住
吉
区
遠お

り里
小お

の

野
町
と
堺
市
遠と

お
さ
と里

小お

の野
町
で
あ
る
。
釈
注
四
﹇
伊
藤
﹈
は
、〈
大お

ほ
と
も伴

の
御み

つ津
の
浜
辺
の
歌
〉（
１
１
５
１
）
か
ら
〈
遠

里
小
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
１
１
５
６
）
に
至
る
六
首
は
、
二
首
ず
つ
組
を
な
す
三
組
の
集
合
と
と
ら
え
、〈
住
吉
の
名な

ご児
の
浜
辺
の
歌
〉（
１
１
５
３
）
が
「
馬
立
て
て
」

と
詠
む
の
で
作
者
が
そ
の
旅
先
に
あ
っ
た
官
人
だ
、
と
推
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
〈
名
児
の
海
の
朝あ
さ
け明

の
歌
〉（
１
１
５
５
）
が
、
名
児
の
美
し
い
海
岸
の
光
景
を
思
い
出

し
て
い
る
歌
な
の
で
、
こ
の
歌
が
旅
か
ら
帰
っ
て
し
ば
ら
く
時
を
経
て
か
ら
の
作
だ
、
と
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
と
一
組
に
な
る
⑤
〈
遠
里
小
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
も
、

⑵
旅
先
の
榛
の
実
で
摺
り
染
め
に
し
た
衣
の
色
褪
せ
た
こ
と
で
、
旅
の
記
念
と
し
て
色
鮮
や
か
に
摺
り
染
め
に
し
た
旅
の
思
い
出
を
懐
か
し
ん
で
い
る
、
と
説
く
。
そ
の
と

お
り
だ
ろ
う
。

こ
の
榛
摺
り
の
歌
を
含
む
六
首
が
ど
の
よ
う
な
場
で
披
露
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
右
の
こ
と
か
ら
⑵
官
人
た
ち
が
旅
先
で
地
元
の
特
産
品
で
あ
る
榛
を
旅

の
記
念
と
し
て
摺
り
染
め
に
し
て
い
た
、
と
わ
か
る
。

２
　
竹
取
の
翁
の
歌
の
恋
衣

恋
衣

　
素
よ
り
、
⑵
こ
の
旅
の
記
念
と
し
て
中
央
官
人
が
榛
摺
り
を
う
た
っ
た
の
も
、
⑴
地
元
の
榛
摺
り
が
恋
衣
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
の
が
、
次
に
あ
げ
る
⑫
〈
竹
取
の
翁
の
長
歌
〉（
十
六
―
３
７
９
１
）
の
一
節
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
⑫
〈
竹
取
の
翁
の
長
歌
〉
に
は
、
紫

の
衣
を
は
じ
め
と
し
た
八
種
類
の
恋
衣
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
二
番
目
に
登
場
す
る
の
が
、
住す
み
の
え吉

の
遠と

ほ
さ
と里

小を

の野
の
榛
摺
り
で
あ
る
。

⑫
住す

み
の
え吉

の
　
遠と

ほ
さ
と里

小を

の野
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
吉
の

　
遠
里
小
野
の

真ま
は
り榛

も
ち
　
丹に

穂ほ

し
し
衣き

ぬ

に
、（
十
六
―
３
７
９
１
）　
　
　
　
　
　
　
榛
で

　
染
め
上
げ
た
衣
に
、

青
春
時
代
の
竹
取
の
翁
は
、
紫
の
衣
の
他
に
「
住す

み
の
え吉

の
遠と

ほ
さ
と里

小を

の野
の
真ま

は
り榛

も
ち
丹に

穂ほ

し
し
衣き

ぬ

」
な
ど
を
恋
衣
と
し
て
着
用
し
、
次
々
と
女
人
を
恋
人
に
し
て
い
る
。
し
て
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み
る
と
住
吉
の
遠
里
小
野
の
榛
は
、
ま
ず
⑴
地
元
で
恋
衣
の
榛
摺
り
と
し
て
有
名
だ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

〈
住
吉
の
岸
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
こ
の
恋
衣
と
し
て
の
「
住
吉
の
遠
里
小
野
の
真
榛
も
ち
丹に

穂ほ

し
し
衣き

ぬ

」
を
揺
曳
し
、
九
人
の
仙
女
の
う
ち
の
八
人
目
の
娘を

と
め子

が
、
次
の
よ

う
に
⑬
〈
住す
み
の
え吉

の
岸
野
の
榛は

り

摺
り
の
歌
〉（
十
六
―
３
０
８
１
）
を
う
た
っ
て
い
る
。

娘を
と
め子

等ら

の
和あ

は

す
る
歌
九
首
（
う
ち
一
首
）

⑬
住す
み
の
え吉

の
　
岸き

し
の野

の
榛は

り

に
　
丹に

穂ほ

ふ
れ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
吉
の
　
岸
野
の
榛
で
　
摺
り
染
め
に
し
て
も
、

丹に

穂ほ

は
ぬ
我わ
れ

や
、
丹に

穂ほ

ひ
て
居を

ら
む
。（
十
六
―
３
８
０
１
）　

　
　
染
ま
ら
な
い
わ
た
し
は
、
染
ま
っ
て
い
よ
う
。

通
説

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
通
説
は
お
よ
そ
、「
我わ

れ

や
」
の
「
や
」
を
軽
い
疑
間
、「
丹に

穂ほ

ふ
」（
摺
り
染
ま
る
・
摺
っ
て
染
め
る
）
を
女
友
達
と

同
調
す
る
、
と
解
し
て
い
る
。
例
え
ば
小
学
館
本
『
萬
葉
集
四
』
に
よ
る
と
、「
自
分
は
他
人
と
な
か
な
か
同
調
し
な
い
性
格
で
あ
る
の
に
、
今
は
い
つ
の
間
に
か
友
だ
ち

と
同
調
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、こ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、と
み
ず
か
ら
不
思
議
に
思
っ
て
こ
う
い
っ
た
」
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
釈
注
八
﹇
伊
藤
﹈
も
こ
れ
と
同
じ
で
、「
名

も
高
い
住
吉
の
榛
で
染
め
て
も
、
い
っ
こ
う
に
そ
ま
ら
ぬ
意
地
っ
ぱ
り
の
私
、
そ
ん
な
私
な
ん
だ
け
ど
、
こ
の
際
は
、
皆
さ
ん
と
同
じ
色
に
染
ま
っ
て
い
ま
し
ょ
う
」
と
解

し
て
い
る
。

恋
衣

　
し
か
し
、
こ
の
歌
が
⑫
〈
竹
取
の
翁
の
長
歌
〉
の
「
住す
み
の
え吉

の
遠と

ほ
さ
と里

小を

の野
の
真ま

榛は
り

も
ち
丹に

穂ほ

し
し
衣き

ぬ

」
に
応
え
た
形
に
な
っ
て
お
り
、「
丹に

穂ほ

ふ
」
を
三
度
用
い
て
い

る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、「
や
」
を
感
動
、「
丹
穂
ふ
」
を
恋
衣
を
摺
り
染
め
に
す
る
実
意
と
と
も
に
恋
心
を
抱
く
、
恋
を
成
就
す
る
こ

と
の
譬
喩
と
解
釈
す
る
の
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。

⑫
〈
竹
取
の
翁
の
長
歌
〉
と
そ
の
反
歌
、
な
ら
び
に
〈
娘を
と
め子

等ら

の
和あ

は

す
る
歌
〉
の
九
首
は
、
釈
注
八
﹇
伊
藤
﹈
に
よ
る
と
春
の
野
に
お
け
る
行
事
で
の
笑
わ
れ
歌
で
、
竹

取
の
翁
は
粋
に
す
ぎ
る
身
な
り
で
演
技
し
た
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
一
連
の
歌
群
は
春
の
行
事
を
場
に
し
た
創
作
歌
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
題
は
青
春

時
代
の
恋
で
あ
る
。
⑴
翁
の
着
た
榛
摺
り
や
、
八
人
目
の
娘を
と
め子

の
詠
む
榛
の
摺
り
染
め
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
妻
訪
い
の
恋
衣
の
習
俗
を
反
映
し
て
い
る
。

八

　綜
麻
条
の
榛

１
　
恋
衣
に
よ
る
恋
人
賛
美

〈
綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
〉　
大
和
の
国
（
現
奈
良
県
）
の
桜さ

く
ら
い井

市
の
三
輪
地
方
の
榛は

り

を
詠
む
恋
歌
と
し
て
、
次
の
①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛は

り

摺
り
の
歌
〉（
一
―
19
・
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
み・

雑
歌
）
が
あ
る
。
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綜へ

麻そ

条が
た

の
　
林
の
前さ

き

の
　
さ
野の

は
り榛

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜へ

麻そ

条が
た

（
三
輪
山
）
の

　
林
の
端は

な

の
　
さ
野の

は
り榛
が

衣き
ぬ

に
付つ

く
如な

す
　
目
に
付つ

く
我わ

が
背せ

。（
一
―
19
）　

　
　
　
　
　
　
　
鮮
や
か
に
衣
に
摺
り
付
く
よ
う
に
、
よ
く
目
に
付
く
我
が
愛い

と

し
い
人
よ
。

近
江
遷
都
歌
の
一
首

　
こ
の
歌
が
う
た
わ
れ
た
場
は
天
智
天
皇
が
近
江
に
遷
都
す
る
折
の
儀
礼
で
あ
り
、
天
智
天
皇
が
う
た
う
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉（
一
―

17
・
18
）
を
承
け
て
、
井ゐ
の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みが

そ
れ
ら
に
「
即す

な
はち

和あ
は

す
る
歌
」
と
し
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

地
元
の
恋
衣
に
よ
る
恋
人
賛
美

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
最
近
か
な
り
通
説
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
本
来
の
姿
は
⑴
三
輪
地
方
の
古
い
恋
歌
・
謡
い
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
歌
は
、三
輪
地
方
の
特
産
品
で
あ
る
榛
の
摺
り
染
め
を
恋
衣
に
し
て
愛
す
る
男
女
が
相
逢
う
恋
愛
習
俗
を
基
盤
に
し
て
生
ま
れ
た
定
番
の
恋
人
賛
美
の
恋
歌
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
花
摺
り
・
埴は
に
ふ生

染
め
・
紫し

根こ
ん

染
め
・
榛
摺
り
を
詠
み
込
む
恋
歌
の
場
か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
本
意
は
結
句
の
「
目
に
付つ

く
我
が
背せ

」
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
恋
す
る
男
・
夫
を
女
人
・
妻
が
誉
め
称
え
て
い
る
。
こ
の
結
句
を
「
如な

す
」
と
い
う
譬
喩
に
よ
っ

て
導
く
の
が
上
四
句
で
、
こ
の
上
四
句
は
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
＝
三
輪
山
の
崎さ

き

・
端さ

き

の
野の

は
り榛

が
こ
の
地
方
の
恋
衣
と
し
て
摺
り
染
め
に
用
い
ら
れ
る
特
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
殊
に
優
れ
た
恋
衣
が
人
々
の
目
を
引
く
出
来
栄
え
に
な
る
の
で
、
そ
れ
が
こ
の
恋
衣
を
着
る
恋
人
・
夫
の
美
質
・
麗
姿
の
称
賛
へ
と
転
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

榛
摺
り
の
生
産
叙
事

　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
榛
の
歌
一
三
首
は
、「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
の
形
式
を
踏
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
そ
の
地
方
の
榛
が
優
秀
で
あ
る

こ
と
を
称
賛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
摺
り
料
・
染
料
か
ら
生
産
さ
れ
る
摺
り
衣
・
染
め
衣
＝
恋
衣
が
一
級
品
で
あ
る
こ
と
を
称
賛
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
延
長

線
上
に
そ
の
恋
衣
を
着
用
す
る
恋
人
・
夫
を
置
き
、
そ
の
人
物
ま
で
榛
摺
り
に
因
ん
で
最
高
だ
と
賛
美
す
る
こ
と
に
な
る
。

類
型
的
な
恋
人
賛
美

　
以
上
の
よ
う
に
上
四
句
で
三
輪
地
方
の
飛
び
切
り
上
等
な
染
料
の
榛
を
妻
訪
い
の
現
場
に
着
て
行
く
恋
衣
に
付
け
る
＝
「
衣き
ぬ

に
付つ

く
」
こ
と
が
、
結

句
の
「
目
に
付つ

く
我
が
背せ

」
を
導
い
て
い
る
。

し
て
み
る
と
こ
の
「
目
に
付つ

く
」
は
、
見
事
に
摺
り
染
め
し
て
美
し
く
輝
く
と
い
う
点
で
「
丹に

穂ほ

ふ
」
や
「
丹に

つ付
ら
ふ
」
と
同
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
恋
歌
の
「
目

に
付
く
我わ

が
背せ

」
は
、「
丹に

穂ほ

へ
る
我わ

が
背せ

」
と
も
「
丹に

つ付
ら
ふ
我
が
背
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
色
衣
・
恋
衣
を
踏
ま
え
た
恋
人
賛
美
の
「
目

に
付
く
我
が
背
」
は
、同
じ
く
恋
人
賛
美
の
「
紫む
ら

草さ
き

の
丹に

穂ほ

へ
る
妹い

も

」（
一
―
21
）・「
垣か

き

津つ
は
た幡

丹に

つ付
ら
ふ
妹い

も・
君
」（
十
―
１
９
８
６
・
十
一
―
２
５
２
１
）・「
茜

あ
か
ね

指さ

す
君
」（
十
六

―
３
８
５
７
）
と
同
一
線
上
に
あ
る
、
と
わ
か
る
。

①
（
綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
）
の
主
題
は
、
こ
れ
ら
の
類
型
的
・
典
型
的
な
恋
人
賛
美
の
語
句
を
据
え
た
結
句
に
提
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
面
白
さ
は
む
し
ろ
こ
の

恋
人
賛
美
の
句
が
生
ま
れ
た
背
景
を
上
四
句
で
示
す
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
こ
の
①
（
綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
）
は
、
極
め
て
類
型
的
な
恋
衣
の
発
想
と
表
現
を
と
っ
て
い
る
、
と
わ
か
る
。

２
　
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚

「
綜
麻
形
」
の
訓
義
　
こ
の
歌
の
初
句
の
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
の
原
文
は
、「
綜
麻
形
」
で
あ
る
。
こ
の
「
綜
麻
形
」
の
訓
義
は
、
古
来
難
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「〈
綜
麻
形
乃
〉
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訓
に
つ
い
て
」﹇
伊
丹
末
雄
﹈・『
額
田
王
』﹇
谷
馨
﹈・「
蛇
聟
入
の
源
流
―
『
綜
麻
形
』
の
解
読
に
関
し
て
―
」﹇
佐
竹
昭
広
﹈
な
ど
で
論
及
さ
れ
、
そ
の
訓
義
は
「
綜へ

麻そ

条が
た

」

で
、
三
輪
地
方
の
地
元
の
人
た
ち
が
三
輪
山
を
親
し
ん
だ
異
名
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
綜へ

麻そ

条が
た

」
は
、
紡
い
だ
麻
の
糸
を
巻
い
た
輪
の
糸
筋
が
原
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
綜へ

麻そ

」
と
は
糸
巻
き
で
あ
り
、
原
文
の
「
形か

た

」
は
「
葛く

ず

葉は

条が
た

」（
葛
葉
の
蔓つ

る

）（
十
四

―
３
４
１
２
）
の
用
例
か
ら
「
条か
た

」
の
こ
と
で
、
小
学
館
本
『
萬
葉
集
三
』
が
説
く
よ
う
に
「
カ
タ
は
植
物
の
蔓
や
そ
れ
か
ら
採
っ
た
糸
や
緒
な
ど
の
繊
維
」
で
あ
る
。

苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚

　
こ
の
三
輪
山
の
異
名
で
あ
る
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
の
背
後
に
は
、
崇
神
記
の
三
輪
山
伝
承
が
控
え
て
い
る
。
そ
の
伝
承
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昔
、三
輪
山
の
麓
に
活い

く
た
ま
よ
り
ひ
め

玉
依
毘
売
と
い
う
美
人
が
い
た
。
こ
こ
に
容
姿
端
麗
な
立
派
な
男
が
夜
中
に
通
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、二
人
は
気
が
合
い
、毘ひ

め売
は
身
ご
も
っ

た
。
父
母
は
そ
の
事
情
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
姓
名
も
知
ら
な
い
美
麗
な
男
が
夕
ご
と
に
来
訪
し
て
こ
う
な
っ
た
、
と
告
げ
た
。
そ
こ
で
男
の
素
姓
を
知
ろ
う
と
し
た
親

の
こ
と
ば
に
従
い
、
床と
こ

に
赤は

に土
を
散
ら
し
、
綜へ

麻そ

＝
糸
巻
き
の
紡う

み
麻を

（
紡
い
だ
麻
糸
）
を
針
に
貫
い
て
、
男
の
裳
裾
に
縫
い
付
け
た
。
翌
朝
見
る
と
、
針
を
付
け
た

紡う

み
麻を

は
戸
の

穴
を
通
り
、
残
っ
た
麻を

は
「
三み

わ勾
」（
三
巻
）
＝
三み

わ輪
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
麻を

を
辿
る
と
三み

わ
や
ま

輪
山
に
着
き
、
神
の
社
に
留
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の

男
が
三
輪
の
神
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
こ
の
地
方
を
「
三み

わ輪
」
と
い
っ
た
。

こ
の
神
婚
譚
は
、
三
輪
山
神
婚
譚
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
輪
山
神
婚
譚
に
は

⑴
苧を

だ
ま
き環

型
と
⑵
丹に

ぬ
り塗

矢や

型
の
二
つ
が
あ
り
、
こ
こ
で
挙
げ
た
崇
神
記
の
伝
承
は
前
者
の
典
型
で
あ

る
。

苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
の
影
響

　
右
に
挙
げ
た
佐
竹
論
は
、「
綜へ

麻そ

条が
た

」
が
こ
の
苧を

だ
ま
き環

型
三
輪
山

神
婚
譚
を
踏
ま
え
、
麻
糸
を
巻
く
「
綜へ

麻そ

」
の
「
条か

た

」
＝
糸
筋
に
由
来
す
る
、
と
説
く
。
そ
し
て

第
三
句
の
「
さ
野の
は
り榛

」
に
は
こ
の
伝
承
の
「
針は

り

」
が
懸
け
て
あ
り
、第
四
句
の
「
衣き

ぬ

に
付つ

く
如な

す
」

に
も
榛は
り

が
衣き

ぬ

に
染
み
付つ

く
こ
と
と
針は

り

が
衣き

ぬ

に
付つ

く
こ
と
を
懸
け
て
い
る
、
と
説
く
。
こ
う
し
て
み

る
と
佐
竹
論
は
、
こ
の
①
〈
綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
〉
全
体
が
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
を
基
盤
に

し
て
い
る
、
と
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
佐
竹
論
に
よ
っ
て
、
原
文
の
「
綜
麻
形
」
の
訓
義
が
三
輪
山
伝
承
を
踏
ま
え
た
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
で
、
三
輪
山
の
別
称
だ
、
と
明
確
に
な
っ
た
。

神
衣
を
作
る
巫
女
　『
三
輪
山
の
古
代
史
』﹇
平
林
章
仁
﹈
は
、
右
の
佐
竹
論
を
承
け
て
こ
の
苧を
だ
ま
き環

型
三
輪
山
神
婚
譚
の
苧
環
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〈三輪山の周辺の図〉

至 奈良山

至 岡本の宮

師木の玉垣の宮

初瀬山

巻向山

三輪山

倭迹迹日百襲姫の墓

白河

黒崎

忍坂

鳥見山

長谷の朝倉の宮長谷の朝倉の宮

三
輪

桜
井
市

三

初 瀬 川

輪
川

大神神社大神神社

師木の水垣の宮師木の水垣の宮

秉田神社

長谷寺
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こ
の
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
伝
承
で
は
、
夜
毎
に
訪
れ
来
る
神
の
裳
裾
に
女
が
閉へ

そ
う
み

蘇
紡
麻を

を
縫
い
つ
け
る
こ
と
が
物
語
の
核
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
機は

た
お
り織

集
団

や
機
織
文
化
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
。（
中
略
）

ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
は
じ
め
、（
中
略
）
巫
女
的
織
姫
の
神
婚
伝
承
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
は
神
を
迎
え
喜
ば
せ
神
衣
を
織
成
し
た
織
姫
が
神
の
妻
と
も
な
る
巫

女
的
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
物
語
や
そ
の
背
景
に
あ
る
祭
儀
が
機
織
集
団
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。（
中
略
）

大
三
輪
神
に
奉
献
さ
れ
た
衣
縫
の
兄
媛
（
雄
略
紀
十
四
年
三
月
の
条
）
に
象
徴
さ
れ
る
織
姫
た
ち
は
、
神
の
衣
服
を
織
造
す
る
こ
と
で
も
っ
て
奉
仕
し
た
巫
女
的
女
性

で
あ
り
、
神
の
裳
裾
に
縫
い
着
け
た
と
い
う
閉へ
そ
う
み

蘇
紡
麻を

は
本
来
、
神
衣
を
織
り
縫
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
は
、
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
の
背
後
に
、
大
物
主
の
着
る
神か

む

衣み
そ

を
作
成
す
る
巫
女
が
お
り
、
そ
の
中
か
ら
神
の
嫁
が
選
ば
れ
る
祭
祀
儀
礼
が
あ
っ
た
、
と
述
べ
て

い
る
。

３
　
紡
織
・
染
色
叙
事

紡
織
叙
事

　
初
句
の
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
は
、
苧を

だ
ま
き環

型
三
輪
山
神
婚
譚
を
踏
ま
え
た
三
輪
山
の
異
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
は
、
三
輪
山
の
神
の
着
る
神か

む

衣み
そ

を
生
産

す
る
巫
女
の
織
姫
が
最
高
の
麻あ
さ

の
糸
を
紡
ぎ
、
織
り
な
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

一
定
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
た
共
同
体
で
は
、
そ
の
内
部
で
知
ら
れ
た
伝
承
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
の
伝
承
の
一
部
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
・
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
で
全
体
を
表
現
す

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
言
語
表
現
は
か
な
り
不
完
全
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
共
同
体
の
外
部
者
に
は
そ
の
表
現
は
理
解
し
が
た
い
け
れ
ど
も
、
共
同
体
内
部
で
は
直
ち
に
了

解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
今
の
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
の
場
合
も
そ
の
典
型
で
、
こ
の
恋
歌
が
う
た
わ
れ
て
い
た
古
代
の
三
輪
地
方
で
は
、
初
句
の
訓
義
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
後
世
の
読
者
や
研
究
者
（
共
同
体
の
外
部
者
）
が
「
綜
麻
形
」
の
訓
義
に
苦
し
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
共
通
理
解
し
て
い
た
限
ら
れ
た
時
空
と
大
き
く
隔
て
ら
れ
て

い
る
た
め
で
あ
っ
た
。

以
上
、
初
句
の
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
は
、
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
紡
織
・
染
色
叙
事
の
う
ち
の
紡
織
を
中
心
に
し
て
述
べ
て
い
る
。

染
色
叙
事

　
二
句
以
下
の
「
林
の
前さ
き

の
さ
野の

は
り榛

の
衣き

ぬ

に
付つ

く
」
と
「
目
に
付
く
」
は
、
最
高
の
麻
の
紡
織
叙
事
に
続
く
染
色
の
生
産
叙
事
で
あ
る
。
神
山
の
神
域
で
あ
る
林

の
崎
に
あ
る
「
さ
野の
は
り榛

」
の
実
・
樹
皮
は
貴
重
な
聖
な
る
摺
り
料
・
染
料
で
、
こ
の
榛
が
麻
の
「
衣き

ぬ

に
付つ

く
」
こ
と
に
な
る
。
素
よ
り
こ
の
神
衣
の
榛
染
め
の
作
業
も
、
巫

女
・
織
姫
の
聖
な
る
仕
事
で
あ
っ
た
。

崇
神
記
の
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
は
、
神か
む
み
そ衣

織
り
を
暗
示
す
る
苧を

だ
ま
き環

だ
け
を
述
べ
て
、
神
衣
の
染
色
を
示
唆
す
ら
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
神
婚
譚
の
興
味
・
焦
点
が

麻
の
緒を

・
条か

た

に
あ
り
、
こ
の
緒を

・
条が

た

に
よ
っ
て
大
物
主
の
神
と
結
ば
れ
た
こ
と
を
熱
心
に
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
神
衣
の
織
姫
は
、
そ
の
職
掌
と
し
て
神
山

の
聖
な
る
榛
で
神
衣
を
摺
っ
た
り
染
め
た
り
も
し
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
神
衣
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
逸
品
で
あ
る
。
そ
の
織
り
と
染
め
の
優
秀
さ
を
示
す
の
が
、
結
句
の
「
目
に
付
く
」
＝
目
に
も
鮮
や
か
な
印
象
を

与
え
る
と
い
う
賛
美
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
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叙
事
の
構
造

　
生
産
叙
事
を
唱
え
た
嚆
矢
は
、
南
島
（
奄
美
・
沖
縄
）
の
古
謡
を
研
究
対
象
に
し
た
「
紡
織
叙
事
歌
考
」﹇
小
野
重
朗
﹈
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
生
産
叙

事
歌
は
、
予
祝
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
神
話
な
ど
の
聖
な
る
語
り
が
あ
り
、
神
の
芸
能
と
し
て
存
在
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
想
を
古
代
文
学
に
応
用
し
た
の

が
、『
古
日
本
文
学
発
生
論
』﹇
藤
井
貞
和
﹈・『
古
代
和
歌
の
発
生
』﹇
古
橋
信
孝
﹈
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
れ
ら
に
倣
い
、『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
琴
と
国
栖
奏
―
』﹇
畠

山
﹈・「
琴
と
静
歌
⑵
―
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
伝
承
―
」﹇
畠
山
﹈
で
、
生
産
叙
事
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
生
産
叙
事
の
構
造
は
、
由
緒
あ
る
も
の
（
者
・
物
）・
由
緒
あ
る
所
・
由
緒
あ
る
所
作
（
原
因
）
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
威
力
が
発
動
す
る
と
（
原
因
）、
理
想
的

な
生
産
物
・
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
（
結
果
）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
の
生
産
叙
事
の
構
造
を
も
つ
紡
織
・
染
色
の
叙
事
と
し
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
と
南
島
の
〈
芭ば
し
ゃ蕉
流
れ
〉・
岡
山
県
の
〈
麻あ
さ
お苧
十
七
流
れ
〉
を
表
に
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈
紡
織
・
染
色
の
生
産
の
生
産
叙
事
の
構
造
〉

作
　
　
品
　
　
名

由
緒
あ
る
も
の
・
所
・
人

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作

効
　
　
　
　
　
　
　
用

〈
綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
〉

綜
麻
条
の
林
の
前
の
さ
野
榛

衣
に
付
く
（
摺
る
・
染
め
る
）

目
に
付
く
（
神
衣
）・
恋
衣

〈
芭
蕉
流
れ
〉

芭
蕉
・
窯
・
鍋
・
竹
管
な
ど

植
え
る
・
煮
る
・
紡
ぐ
・
染
め
る
な
ど

愛
人
の
晴
衣
・
恋
衣
・
神
衣

〈
麻
苧
十
七
流
れ
〉

十
七
歳
の
乙
女
・
鍬
・
鍋
・
灰
・
機
・
紺
屋

畑
を
打
つ
・
蒔
く
・
刈
る
・
煮
る
・
織
る
・
染
め
る
・
仕
立
て
る

殿
御
の
晴
衣
・
恋
衣

〈
芭
蕉
流
れ
〉　〈
芭
蕉
流
れ
〉
の
主
要
部
を
次
に
抄
出
し
て
み
る
。
な
お
こ
の
歌
は
現
在
、
ユ
タ
（
民
間
巫
者
）
が
マ
ブ
リ
ヨ
セ
（
死
霊
を
呼
ん
で
行
う
口
寄
せ
）
で
う
た

わ
れ
て
い
る
。〈

芭ば
し
ゃ蕉

流
れ
〉

お
て
ん
と
ぬ

　
し
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
て
ん
と
（
天
道
）
の
下
に

わ
が
う
い
た
る

　
ば
し
ゃ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
私
の
植
え
た
芭
蕉

お
を
ば

　
だ
ら
だ
ら
と
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
葉
も
垂
れ
だ
れ
と

む
え
た
る
　
き
よ
ら
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
え
て
（
そ
の
）
美
し
い
こ
と

か
ま
ば
　
と
う
り
ゆ
し
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
を
ば
取
り
寄
せ
て

と
―
し
や
る
　
き
よ
ら
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倒
し
た
（
そ
の
）
美
し
い
こ
と
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あ
く
と
う
な
ぶ
い

　
ゐ
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
灰
と
鍋
を
据
え
て

に
ち
や
る

　
き
よ
ら
ば
し
ゃ
や

　
　
　
　
　
　
　
煮
た
（
そ
の
）
美
し
い
芭
蕉
を

い
え
ぶ
い
と
う

　
た
ご

　
ゐ
し
て
い

　
　
　
　
　
竹
管
と
竹
籠
を
据
え
て

ひ
ち
や
る

　
き
よ
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
い
た
（
そ
の
）
美
し
い
こ
と

う
ん
ぞ
け
え
ぬ

　
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
績
籠
の
中
に

　

ち
だ
る

　
き
よ
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
績う

ん
だ
（
そ
の
）
美
し
い
こ
と

は
た
と
う

　
ち
む
い

　
ゆ
し
て
い

　
　
　
　
　
　
糸
車
と
錘
を
引
き
寄
せ
て

ち
ん
ぢ
や
る

　
き
よ
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
紡
い
だ
（
そ
の
）
美
し
い
こ
と

い
え
ー
ず
む
い

　
な
ま
い
え
ー
ず
む
い

　
　
　
　
藍
染
め
の
生
藍
染
に

す
む
い
た
る

　
き
よ
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
染
め
た
る
（
そ
の
）
美
し
い
こ
と

か
な
し
ぐ
わ
に

　
き
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
可
愛
い
子
（
愛
人
）
に
着
せ
て

み
す
で
い

　
ふ
ら
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
袖
を
振
ら
せ
よ
う
　
　（
田
畑
英
勝
採
集
資
料
）

こ
の
生
産
叙
事
歌
で
は
、
立
派
に
育
っ
た
芭
蕉
を
、
鎌
・
灰あ

く汁
・
鍋
・
績
籠
・
糸
車
・
錘
な
ど
の
紡
織
具
を
順
次
用
い
て
、
植
え
・
煮
・
紡
ぎ
、
藍
染
め
に
す
る
作
業
に

よ
っ
て
（
原
因
）、
愛
人
に
着
せ
る
見
事
な
衣
装
・
恋
衣
を
仕
立
て
上
げ
て
い
る
（
結
果
）。

こ
の
〈
芭
蕉
流
れ
〉
を
ユ
タ
が
口
寄
せ
に
際
し
て
う
た
う
の
は
、
ユ
タ
が
最
高
の
神か
む
み
そ衣

（
芭
蕉
布
の
藍
染
め
）
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
真
正
銘
の
ユ
タ
に
な
っ
た
こ
と

を
示
す
か
ら
だ
ろ
う
。
ユ
タ
は
、
元
歌
の
芭
蕉
布
の
生
産
叙
事
歌
を
自
ら
の
神
衣
の
由
緒
正
し
さ
を
証
す
た
め
に
転
用
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
こ
こ
で
も
、
神か
む
み
そ衣

と
恋こ

ひ
ご
ろ
も衣の

位
相
の
近
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

〈
麻
苧
十
七
流
れ
〉　「
紡
織
叙
事
歌
考
」
に
よ
る
と
、
こ
の
〈
芭
蕉
流
れ
〉
の
代
表
的
な
類
例
と
し
て
岡
山
県
高た
か
は
し梁

市
の
花は

な

田た

う植
え
で
う
た
わ
れ
る
〈
麻あ

さ
お苧

十
七
流
れ
〉
が

あ
る
。
こ
の
歌
は
、
麻あ
さ
お苧

の
理
想
的
な
生
産
を
叙
事
す
る
流
れ
歌
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
主
要
部
を
抄
出
す
る
。

〈
麻あ

さ
お苧

十
七
流
れ
〉

我
殿
は
裃
か
み
し
も

仕
立
て
に
思
い
つ
き
、
心
の
内
は
い
そ
い
そ
と

十
七
が
鍬
を
か
つ
い
で
ど
こ
に
行
く
、
八
反
田
を
打
ち
に
ゆ
く

十
七
が
八
反
田
を
打
ち
開
く
、
麻
苧
蒔
く
と
て
打
ち
開
く

十
七
が
三
日
月
な
り
の
鎌
と
い
で
ど
こ
に
行
く
、
八
反
田
の
麻
刈
り
に

十
七
が
麻
煮
る

は
な
に

か
、
白
金
黄
金
の

で
煮
る
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十
七
が
苧
を
煮
る
灰
は
な
に
灰
か
、
楠
木
灰
で
麻
を
煮
る

十
七
が
へ
機ば
た

に
寄
り
て
何
を
す
る
、
へ
機
に
寄
り
て
糸
を
経へ

る

布
は
さ
る
い
た
が
紺
屋
は
ど
こ
へ
の
、
大
阪
天
王
寺
の
中
の
紺
屋
へ

殿と
の
ご御

様さ
ま

裃
か
み
し
も

仕
立
て
は
ど
こ
が
よ
い
、
京
都
の
仕
立
て
屋
に
や
り
な
さ
い

こ
の
麻あ

さ
お苧

の
生
産
叙
事
は
、
一
七
歳
の
清
い
乙
女
が
鍬
で
畑
を
打
っ
て
麻
を
蒔
い
て
か
ら
、
鎌
で
麻
を
刈
り
取
り
、

で
煮
立
て
、
麻
布
を
織
り
、
さ
ら
に
は
染
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
（
原
因
）、
愛
人
の
殿
御
に
着
せ
る
裃
・
恋
衣
を
仕
立
て
る
（
結
果
）
ま
で
を
克
明
に
述
べ
て
い
る
。

４
　
神
衣
の
生
産
叙
事

〈
綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
位
相

　
こ
う
し
て
み
る
と
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
位
相
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
織
姫
・
織お

り

つ
女め

で
あ
る
巫
女
・
霊た

ま
よ
り
ひ
め

依
姫
が
聖

な
る
麻
衣
を
紡
織
し
、
三
輪
山
の
神
域
に
あ
る
榛
を
「
衣き
ぬ

に
付
く
」
＝
摺
り
染
め
に
す
る
と
（
原
因
）、
鮮
や
か
に
「
目
に
付
く
」
神
衣
が
完
成
す
る
（
結
果
）。
こ
の
よ
う

に
麻
製
の
榛
摺
り
の
神
衣
を
大
物
主
の
神
に
着
て
も
ら
う
と
い
う
、
神
衣
の
理
想
的
な
生
産
叙
事
が
、
こ
の
歌
の
基
盤
に
あ
り
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
あ
ら
か
た

は
そ
の
簡
略
形
だ
っ
た
、
と
推
定
で
き
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
に
与
え
た
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
の
影
響
は
、
正
確
に
は
こ
の
神
婚
譚
を
裏
付
け
る
祭
祀
の
あ
り
方
（
巫
女
・
織お

り

つ
女め

の
神
衣
の
生
産
）
に
あ
る
と
い
え
る
。
と
す
る
と
、
歌
の
三
句
目
の
「
榛は

り

」
を
苧
環
型
三
輪
山
神
婚
譚
の
神
衣
の
裳
裾
に
貫
い
た
「
針は

り

」
と
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
と
ま

で
説
か
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
針は
り

」
は
初
句
の
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
と
同
じ
麻
衣
の
紡
織
の
段
階
に
あ
り
、
二
句
以
下
の
「
榛は

り

」
は
そ
の
次
の
摺

り
染
め
の
段
階
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
の
神
衣
・
榛
摺
り

　
こ
の
よ
う
に
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
祖
型
・
骨
子
が
榛
摺
り
の
神か

む

衣み
そ

の
生
産
叙
事
で
あ
る
と
す
る
と
、
後
世
の
も
の
な
が
ら
『
延

喜
式
』（
九
二
七
成
立
）
に
榛
摺
り
の
神
衣
が
存
在
す
る
こ
と
に
思
い
至
る
。

『
延
喜
式
中
』﹇
虎
尾
俊
哉
編
﹈
の
補
注
に
よ
る
と
、
こ
の
宮
廷
の
定
め
る
「
蓁は
り

揩す
り

」
は
、「
版
木
を
用
い
た
榛
（
ハ
ン
ノ
キ
・
カ
バ
ノ
キ
科
の
落
葉
高
木
）
の
葉
・
果
の

汁
で
模
様
を
摺
っ
た
衣
で
、
ハ
ニ
ス
リ
・
ハ
ジ
ス
リ
と
も
い
う
」
と
あ
る
。
こ
の
定
め
に
よ
る
と
、
四
時
祭
式
下
（
巻
二
）
48
鎮
魂
祭
の
条
で
は
「
伯は
く

已い

げ下
史さ

か
ん

已い
じ
ょ
う上

七
人
、

宮
主
一
人
〈
已い
じ
ょ
う上

蓁は
り

揩す
り

の
袍ほ

う

〉」
と
あ
り
、
中
務
省
（
巻
十
二
）
33
鎮
魂
祭
の
条
で
は
、「
神
祇
官
に
は
蓁は

り

揩す
り

の
帛
の
袍ほ

う

十
三
領
、
袴
十
三
腰
、
青あ

お

揩ず
り

の
布
の
衫

ひ
と
え
ぎ
ぬ

三
十
二
領
、

あ
ら
か
じ
め
給
え
」
と
あ
り
、
縫
殿
寮
（
巻
十
四
）
６
鎮た
ま
し
ず
め魂の

斎さ
い
ふ
く服

（
新に

い
な
め嘗

の
祭
に
も
同
じ
く
用
い
よ
）
で
は
、「
神
祇
官
の
伯は

く

已い

げ下
弾み

こ
と

琴ひ
き

已
上
の
蓁は

り

揩す
り

の
帛
の
袍
十
三
領

（
下
略
）」
と
あ
る
。
ま
た
践せ
ん
そ祚

大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
（
巻
七
）
30
斎
服
の
条
で
は
、「
凡お

よ

そ
斎
服
は
十
一
月
の
中
つ
寅
の
日
に
給
え
。
神
祇
官
の
伯は

く

已い

げ下
弾み

こ
と

琴ひ
き

以
上
十
三
人
〈
伯
一
人
、

副
二
人
、
祐
二
人
、
史
二
人
、
宮
主
一
人
、
卜
う
ら
の

長ち
ょ
う
じ
ょ
う上

二
人
、
巫

か
ん
な
ぎ
べ部

一
人
、
琴
弾
二
人
〉
に
榛は

り

藍あ
い

揩ず
り

の
錦
の
袍
一
領
、
白
袴
一
腰
」
と
あ
る
。「
榛は

り

藍あ
い

揩ず
り

」
と
は
、
榛
の
木

の
汁
と
山
藍
の
草
の
汁
に
よ
っ
て
紋
様
を
摺
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宮
廷
の
中
核
的
な
年
末
の
祭
祀
儀
礼
（
鎮
魂
祭
・
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
）
で
は
、
祭
祀
に
奉
仕
す
る
男
神
人
が
榛
摺
り
・
榛
藍
摺
り
を
着
て
い
る
。
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し
か
し
そ
の
祭
祀
の
秘
儀
で
は
、
来
臨
す
る
神
と
そ
れ
を
迎
え
る
神
女
も
こ
れ
ら
の
神
衣
・
斎
服
を
着
用
し
て
い
た
ろ
う
。
こ
の
点
、『
延
喜
式
』
は
目
に
見
え
る
儀
式

に
だ
け
注
目
し
、
秘
儀
は
や
は
り
秘
め
ら
れ
た
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る
。

榛
藍
摺
り

　
右
の
神か
む

衣み
そ

の
な
か
に
一
例
な
が
ら
「
榛は

り

藍あ
ゐ

摺
り
」
が
あ
る
の
は
、
本
論
に
と
っ
て
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
榛は

り

藍あ
い

摺
り
」
は
神
衣
の
代
表

で
あ
る
「
山
藍
摺
り
」
と
「
榛
摺
り
」
が
合
体
し
た
も
の
で
、
山
藍
摺
り
と
榛
摺
り
が
同
一
性
格
を
も
つ
神
衣
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

民
間
の
神
衣
の
榛
摺
り

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
宮
廷
に
神
衣
・
斎
服
の
榛
摺
り
・
山
藍
摺
り
・
榛
藍
摺
り
が
あ
る
よ
う
に
、
民
間
の
大お
ほ
み
わ神

神
社
＝
三み

わ輪
神
社
に
も
神
衣
と
し

て
の
榛
摺
り
が
あ
り
、
ま
た
橋
の
袂
で
催
す
河
内
の
〈
大
橋
の
頭つ
め

の
遊
び
の
長
・
短
歌
〉（
九
―
１
７
４
２
・
１
７
４
３
）
で
こ
の
祭
祀
に
参
列
す
る
「
児こ

」（
娘
）
が
「
山や

ま

藍あ
ゐ

も
ち
摺
れ
る
衣き

ぬ

」
を
着
て
い
た
の
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
性
格
の
神
衣
・
斎
服
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。

衣
服
令
の
榛
摺
り

　
天
武
紀
朱あ
け
み
と
り鳥

元
年
（
六
八
六
）
正
月
の
条
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
は
高た

け
ち市

の
皇み

こ子
へ
の
褒
美
の
一
つ
と
し
て
、「
錦
の
袴
」
な
ど
と
と
も
に
「
蓁は

り
ず
り揩

の

御お
ほ
み
そ衣

」
を
与
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
三
〇
数
年
後
の
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
定
め
ら
れ
た
ら
し
い
衣い
ふ
く
り
ょ
う

服
令
で
は
、
榛
摺
の
衣
は
公
官
庁
の
第
十
六
位
の
者
が
着
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

い
る
。

神
事
儀
礼
に
お
い
て
か
ほ
ど
に
高
い
霊
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
榛
摺
り
・
榛
染
め
が
、
俗
的
な
身
分
制
度
に
基
づ
く
衣
服
令
で
は
こ
の
よ
う
に
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
霊
性
の
高
い
山
藍
染
り
の
系
譜
を
引
く
紫
染
め
が
、
衣
服
令
の
最
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
こ

の
価
値
観
の
揺
れ
に
、
い
さ
さ
か
戸
惑
い
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

５
　
神
衣
に
発
す
る
恋
衣

恋
人
賛
美

　
以
上
、こ
の
よ
う
な
祭
祀
世
界
が
下
地
に
な
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、神
を
迎
え
る
方
式
で
恋
人
を
歓
待
す
る
女
人
は
、榛
の
神
衣
の
理
想
的
な
生
産
過
程
を
な
ぞ
っ

て
恋
人
の
着
る
榛
の
恋
衣
を
作
り
上
げ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、そ
の
恋
衣
の
生
産
叙
事
を
恋
人
賛
美
の
恋
歌
に
転
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
句
の「
目
に
付
く
我わ

が
背せ

」は
、

そ
の
恋
人
賛
美
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
理
想
的
な
神
衣
の
生
産
叙
事
の
簡
略
形
に
「
我わ

が
背せ

」
を
付
し
た
だ
け
で
、
急
転
直
下
、
恋
人
・
夫
を
三
輪
山
の
大
物
主
の
男
神

に
も
相
当
す
る
と
賛
美
す
る
こ
と
に
な
る
。

南
島
の
〈
芭
蕉
流
れ
〉
と
岡
山
の
〈
麻あ
さ
お苧

十
七
流
れ
〉
の
結
末
も
、
そ
の
理
想
的
な
出
来
の
染
め
衣
が
恋
人
の
着
る
恋
衣
・
晴
衣
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

生
産
叙
事
か
ら
恋
人
を
賛
美
す
る
恋
歌
が
派
生
す
る
こ
と
は
、
民
俗
社
会
で
は
一
般
的
な
手
法
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。

素
よ
り
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
も
こ
の
〈
芭
蕉
流
れ
〉
と
〈
麻あ

さ
お苧

十
七
流
れ
〉
に
つ
な
が
る
古
形
と
し
て
存
在
し
、
三
輪
地
方
の
神
衣
の
生
産
を
踏
ま
え
た
恋
歌
と

し
て
民
間
で
愛
唱
さ
れ
続
け
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

神
衣
に
発
す
る
恋
衣
　
以
上
、
今
ま
で
挙
げ
た
恋こ
ひ

衣ご
ろ
もを

踏
ま
え
た
榛は

り

の
恋
歌
の
う
ち
①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
を
除
く
一
二
首
に
は
、
一
見
す
る
と
神か

む

衣み
そ

の
生
産
叙
事

を
踏
ま
え
た
榛
の
摺
り
衣
・
染
め
衣
の
印
象
が
薄
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
が
神
衣
の
生
産
か
ら
恋
衣
の
生
産
に
向
か
う
過
程
を
辿
れ
る

と
こ
ろ
を
見
る
と
、
①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
以
外
の
榛
の
恋
歌
も
、
地
元
の
特
産
品
の
榛
（
地
名
＋
榛
の
ユ
ニ
ッ
ト
）
に
よ
る
摺
り
・
染
め
の
生
産
叙
事
を
踏
ま
え
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て
い
る
の
で
、
や
は
り
神
の
着
る
神
衣
と
し
て
の
榛
の
衣
を
恋
人
の
着
る
恋
衣
に
転
用
し
た
過
程
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
転
化
の
し
方
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
古
式
の
山
藍
摺
り
の
神
衣
か
ら
同
系
統
の
紫
の
神
衣
・
恋
衣
が
派
生
し
て
い
る
過
程
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
恋

人
を
賛
美
す
る
時
に
着
て
い
る
神
衣
・
恋
衣
を
下
地
に
し
て
恋
人
を
賛
美
す
る
表
現
も
同
一
で
、「
紫む
ら

草さ
き

の
丹に

穂ほ

へ
る
妹い

も

」・「
垣か

き

津つ
は
た幡

丹に

つ付
か
ふ
妹い

も

・
背せ

」
と
「
さ
野の

は
り榛

の

衣き
ぬ

に
付つ

く
如な

す
目
に
付つ

く
我わ

が
背せ

」
も
同
一
線
上
に
あ
る
、
と
改
め
て
確
認
で
き
る
。

先
祖
返
り
し
た
神
楽
歌

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
榛は
り

の
神か

む
み
そ衣

に
発
す
る
恋こ

ひ
ご
ろ
も衣の

歌
が
、
方
向
を
逆
転
さ
せ
て
恋
衣
の
歌
が
信
仰
的
な
神
衣
の
歌
に
転
用
さ
れ
て
も
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
例
が
、
次
の
神か
ぐ
ら
う
た

楽
歌
の
〈
榛

さ
い
ば
り〉（

神
楽
歌
38
）
で
あ
る
。

榛さ
い
ば
りに

　
衣こ

ろ
もは

染そ

め
む
。
雨
は
降
れ
ど
も
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
榛

さ
い
ば
りで

衣
を
ば
染
め
よ
う
。
雨
が
降
っ
て
濡
れ
て
も

移
ろ
ひ
が
た
し
。
深
く
染
め
て
ば
。（
神
楽
歌
38
）　

　
　
　
　
　
　
　
色
が
変
わ
り
に
く
い
。
色
深
く
染
め
た
な
ら
ば
。

こ
の
神
楽
歌
の
元
歌
は
、
恋
す
る
男
女
が
榛
で
色
深
く
染
め
た
恋
衣
を
着
て
相
逢
う
こ
と
を
下
地
に
し
て
、
愛
の
心
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
そ
の
表
現

の
仕
方
は
特
定
の
地
名
を
除
外
し
て
恋
の
染
料
の
榛
を
一
般
化
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
広
く
全
国
的
に
愛
唱
さ
れ
て
い
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
神
楽
歌
の
管
理
者
が
こ
の
知
れ
渡
っ
た
榛
染
め
の
恋
歌
を
神
衣
の
榛
染
め
の
神
歌
に
読
み
替
え
、
神
へ
の
信
仰
心
の
不
変
を
誓
う
歌
と
し
て
転
用
・
変
容
さ
せ
た

の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
神
衣
か
ら
恋
衣
へ
と
い
う
史
的
な
展
開
か
ら
見
る
と
先
祖
返
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
神
衣
と
恋
衣
の
関
係
が
本
来
同
根
に
発
し
て
い
る
こ

と
を
も
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
先
祖
返
り
は
、
神
楽
歌
の
管
理
者
の
巧
み
な
工
夫
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

６
　
恋
の
謡
い
物
の
展
開

地
元
の
宴
で
の
恋

　
⑴
こ
の
三
輪
地
方
根ね

お生
い
の
恋
の
謡
い
物
は
、
地
元
の
有
力
者
を
客
人
に
し
た
宴
で
う
た
わ
れ
て
も
い
い
。
宴
の
主
賓
を
地
元
の
特
産
の
榛
摺
り
の
神か

む

衣み
そ

・
恋こ

ひ
ご
ろ
も衣に

譬
え
、
客
人
を
「
お
客
様
は
神
様
で
す
」、「
目
に
付
く
我
が
背
」
と
賛
美
し
な
が
ら
、
地
元
の
遊う

か

れ

め

行
女
婦
が
し
な
だ
れ
掛
か
っ
た
だ
ろ
う
。

旅
先
の
恋

　
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
恋
人
賛
美
の
歌
が
、
地
元
の
女
性
、
遊
行
女
婦
に
よ
っ
て
旅
人
を
迎
え
る
宴
で
も
う
た
わ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。
地
方
官
人
が
大
和
の
国
に

上
京
し
て
三
輪
地
方
に
宿
っ
た
折
り
に
、
こ
の
地
方
の
特
産
品
で
あ
る
榛
摺
り
を
紹
介
し
、
旅
人
に
そ
の
榛
摺
り
を
着
せ
て
大
物
主
の
神
に
も
相
当
す
る
「
目
に
付つ

く
我
が

背
」
＝
立
派
な
殿
方
だ
、
と
恋
愛
気
分
を
高
め
、
そ
の
繁
栄
を
祝
福
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
地
元
の
特
産
品
で
あ
る
染
め
衣
に
よ
っ
て
旅
人
を
接
待
す
る
遊
行
女
婦
と
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
難
波
の
清す
み

江の
え

の
娘を

と
め子

が
い
た
。
彼
女
は
、
持
統
太お

ほ
き上

天す
め
ら
み
こ
と

皇
が
難
波
の
宮
に
行
幸
し
た
時
の
宴
席
で
長な

が

の
皇み

こ子
に
む
か
っ
て
艶
っ
ぼ
く
〈
岸
の
埴は

に
ふ生

に
丹に

穂ほ

は
す
歌
〉（
一
―
69
）
を
う
た
い
か
け
て
い
た
。

近
江
選
都
歌
へ
の
転
用
　
こ
の
よ
う
に
⑴
地
元
の
恋
人
・
夫
賛
美
の
謡
い
物
が
、
地
元
の
女
性
に
よ
っ
て
地
元
の
有
力
者
や
旅
に
あ
る
官
人
な
ど
を
賛
美
・
祝
福
す
る
宴
で

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
朝
廷
が
大
和
の
国
か
ら
近
江
の
国
へ
遷
都
す
る
際
の
惜
別
の
儀
礼
に
お
い
て
、
地
元
の
三
輪
側
が
天
智
天
皇
を
賛
美
し
、
天
智

朝
の
将
来
を
祝
福
す
る
儀
礼
歌
・
呪
祷
歌
に
転
用
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
三
輪
地
方
の
民
間
の
恋
歌
が
、
近
江
遷
都
の
折
り
に
王
朝
を
祝
福
す
る
儀
礼
歌
・
国く

に
ぶ
り風

と
し
て
転
用
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
述
べ
る
。

九

　結
び

発
想
と
主
題

　
以
上
、
榛
を
詠
み
込
む
一
四
首
の
万
葉
歌
の
う
ち
、
⑭
〈
霍ほ

と
と公

鳥ぎ
す

を
怨う

恨ら

む
る
歌
〉
を
除
く
一
三
首
に
共
通
す
る
発
想
法
を
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
歌
の
主
題

に
う
か
が
わ
れ
る
傾
向
と
そ
の
生
成
を
考
え
て
み
た
。

地
名
＋
特
産
品
の
榛

　
各
歌
に
は
、「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
と
い
う
共
通
し
た
組
み
合
わ
せ
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
地
域
の
榛
が
特
産
品
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
特
定
の
地
方
の
特
産
品
の
榛
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
黒
色
の
摺
り
料
・
染
料
と
し
て
上
等
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

神
衣

　
そ
し
て
こ
の
榛
の
摺
り
染
め
の
古
形
は
、
基
本
的
に
は
神
祭
り
に
用
い
る
神か
む

衣み
そ

で
あ
り
、
こ
の
榛
摺
り
は
祭
り
の
関
係
者
が
着
る
と
と
も
に
、
神
と
そ
の
神
を
迎
え

る
神
女
の
着
る
神か
む

衣み
そ

で
も
あ
っ
た
。

上
等
な
榛
の
恋
衣
の
歌

　
そ
し
て
こ
の
上
等
な
榛
の
神か
む
み
そ衣

が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
恋
す
る
男
女
が
相
逢
う
と
き
に
着
る
、
い
わ
ゆ
る
「
恋こ

ひ

衣こ
ろ
も」

に
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
最

高
の
「
恋
衣
」
を
述
べ
る
た
め
に
、
理
想
的
な
「
地
名
十
榛
」
に
よ
る
摺
り
染
め
の
型
を
一
様
に
採
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
恋
す
る
男
女
の
出
会
い
が
神
の
来
訪
と
神
女

の
出
迎
え
の
方
式
を
援
用
し
た
の
で
、
神
衣
が
恋
衣
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
地
方
は
、
見
事
な
榛
に
よ
る
摺
り
染
め
を
恋
衣
に
す
る
所
と
し
て
有
名
に
な
る
。
そ
し
て
⑴
こ
れ
ら
の
最
良
の
榛
の
恋
衣
が
、
お
国
自
慢
も
あ
っ
て

恋
歌
に
う
た
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
の
も
と
に
恋
歌
を
彩
る
こ
と
に
な
る
。

地
元
の
宴
の
恋
歌

　
こ
の
民
間
の
恋
衣
を
め
ぐ
る
恋
歌
は
、
地
元
の
宴
で
も
遊う

か

れ

め

行
女
婦
や
客
人
に
よ
っ
て
愛
唱
さ
れ
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

旅
の
記
念
・
旅
先
の
恋

　
こ
の
特
産
品
の
榛
の
摺
り
染
め
が
榛
の
恋
衣
と
し
て
恋
歌
と
と
も
に
世
間
に
知
れ
渡
る
と
、
中
央
官
人
を
中
心
に
し
た
旅
人
に
も
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
旅
宿
で
の
宴
で
⑴
地
元
の
恋
歌
が
、
客
人
の
接
待
の
た
め
に
地
元
の
名
産
の
紹
介
も
か
ね
て
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
る
と
⑵
旅
人
も
、「
地
名
＋
特
産
品

の
榛
」
の
基
本
型
を
取
り
込
ん
で
土
地
の
地
霊
へ
挨
拶
の
歌
を
う
た
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
旅
の
記
念
と
し
て
地
元
の
榛
を
衣
に
摺
り
染
め
に
す
る
と
か
、
榛
の
枝

や
実
を
土
産
に
す
る
と
か
う
た
っ
て
、
土
地
の
榛
を
称
賛
す
る
。

ま
た
、
⑴
地
元
の
女
性
が
地
元
の
恋
衣
の
歌
を
う
た
っ
て
旅
人
を
恋
人
と
し
て
賛
美
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
、
旅
人
が
地
元
の
榛
の
恋
衣
の
歌
を

う
た
っ
た
り
、
⑵
地
元
の
榛
を
詠
み
込
ん
だ
創
作
の
恋
歌
を
う
た
っ
た
り
し
て
、
接
待
す
る
女
性
を
口
説
く
場
合
も
あ
っ
た
。

地
元
の
歌
と
旅
人
の
歌
の
交
流

　
こ
う
し
た
宴
で
⑴
地
元
の
歌
と
⑵
旅
人
の
歌
が
交
流
す
れ
ば
、
旅
人
の
歌
が
地
元
に
受
容
さ
れ
て
地
元
の
歌
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

類
型
的
な
作
者
未
詳
歌
　
以
上
、「
地
名
＋
榛
」
の
一
式
を
も
つ
一
三
首
の
歌
が
、
榛
摺
り
を
神
衣
・
恋
衣
に
す
る
習
俗
か
ら
生
ま
れ
た
類
型
的
な
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
奥

麻
呂
の
②
〈
引
馬
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉、
黒
人
夫
妻
の
③
〈
真
野
の
榛
を
手
折
る
歌
〉・
④
〈
真
野
の
榛
を
見
る
歌
〉
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
作
者
未
詳
で
あ
る
こ
と

に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
唯
一
「
地
名
十
榛
」
の
一
式
を
も
た
な
い
大
伴
の
家
持
作
の
⑭
〈
霍ほ

と
と
ぎ
す

公
鳥
を
怨う

ら恨
む
る
歌
〉
が
、
恋
衣
の
習
俗
に
発
す
る
類
型
か
ら
脱
却
し
た
独
創

的
な
歌
だ
っ
た
、
と
知
ら
れ
る
。

一
〇

　琴
歌
譜
の
榛
（
付
論
）

１
　
は
じ
め
に

二
首
の
琴
歌
譜
歌
謡

　
以
上
の
よ
う
に
、
⑴
恋
衣
と
し
て
の
榛
の
摺
り
染
め
を
基
盤
に
し
て
発
想
さ
れ
た
恋
歌
が
、
全
国
の
各
地
に
流
布
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
平
安
初
期
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
琴き
ん
か歌

譜ふ

』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
榛
を
詠
み
込
む
二
首
も
、
同
じ
系
列
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
榛は
り

と
櫟く

ぬ
ぎの

歌
）（
琴
歌
譜
４
・
高た

か
は
し橋

振ぶ

り
）
と
〈
川か

は
は
り榛

と
根ね

も
ぢ捩

の
歌
〉（
琴
歌
譜
15
・
長な

が
は
に
や
す

埴
安
振ぶ

り
）
は
、
直
接
的
に
は
摺
り
・
染
め
を
述
べ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は

り
榛
を
恋
衣
に
す
る
恋
愛
習
俗
を
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

２
　
榛
と
櫟

〈
榛
と
櫟
の
歌
〉　
ま
ず
一
首
目
の
〈
榛は

り

と
櫟く

ぬ
ぎの

歌
〉
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

道
の
辺べ

の
　
榛は

り

と
櫟く

ぬ
ぎと

　
品し

な

め
く
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
の
ほ
と
り
の
　
榛
の
木
と
櫟
の
木
と
が
、
品し

な

め
い
て
い
る
よ
。

言
ふ
な
る
か
も
よ
。
榛は

り

と
櫟く

ぬ
ぎと

。（
琴
歌
譜
４
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
ひ
そ
と
愛
を
語
り
合
っ
て
い
る
そ
う
だ
よ
。
榛
の
木
と
櫟
の
木
と
。

「
し
な
め
く
」
に
は
、「
品し

な

め
く
」（
動
詞
・
上
品
に
振
る
ま
う
、
科し

な

を
作
る
義
）
と
「
し
な
め
し
」（
形
容
詞
・
こ
っ
そ
り
〜
し
て
い
る
義
）
の
連
用
形
「
し
な
め
く
」
の

二
説
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
榛
と
櫟
が
恋
し
合
う
者
で
、
品
を
作
り
な
が
ら
密
か
に
逢
瀬
を
重
ね
て
い
る
場
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
上
代
歌
謡
集
』﹇
高
木
市
之
助
﹈

が
説
く
よ
う
に
、「
歌
全
体
は
、
他
人
の
情
事
を
み
つ
け
て
か
ら
か
っ
た
や
う
な
歌
謡
で
あ
る
か
ら
、
シ
ナ
メ
ク
が
、
特
殊
な
意
味
を
あ
ら
は
し
て
を
り
、
当
時
の
人
々
に
は
、

面
白
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
」。

し
か
し
、
そ
の
面
白
さ
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

櫟
＝
橡

　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
「
榛は
り

」
の
摺
り
・
染
め
は
、
各
地
方
の
特
産
品
・
一
級
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
櫟く

ぬ
ぎ」

の
染
め
物
は
二
級
品
の
よ
う
で
あ
る
。

「
櫟く
ぬ
ぎ」

は
「
橡

つ
る
ば
み」

と
も
い
い
、
ぶ
な
科
落
葉
高
木
で
あ
る
。
そ
の
実
す
な
わ
ち
ど
ん
ぐ
り
を
煎
じ
た
汁
は
橡

つ
る
ば
み

染
め
に
用
い
ら
れ
、
こ
の
時
に
鉄
を
媒
染
剤
に
す
る
の
で
黒

な
い
し
は
紺
黒
色
を
呈
す
る
。『
琴
歌
譜
』
で
は
「
櫟く
ぬ
ぎ」

を
用
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
万
葉
歌
で
は
専
ら
「
橡

つ
る
ば
み」

を
用
い
、
そ
の
六
つ
の
用
例
の
す
べ
て
が
、
摺
り
衣
・
染

め
衣
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。

普
段
着
　「
衣
服
令
」
に
よ
る
と
「
家
人
奴
婢
、橡
黒
衣
」
と
あ
り
、こ
の
衣
は
身
分
の
低
い
者
が
着
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
公
官
庁
の
定
め
で
あ
り
、
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そ
れ
以
外
の
場
で
は
庶
民
が
日
常
に
用
い
る
色
衣
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
六
首
の
万
葉
歌
の
「
橡

つ
る
ば
み」

染
め
＝
「
櫟く

ぬ
ぎ」

染
め
は
、
気
取
ら
な
い
者
の
着
る
普
段
着
で
、
そ
れ
は

ま
た
男
か
ら
み
て
気
楽
な
愛
人
の
着
る
衣
に
な
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
気
さ
く
な
恋
人
を
も
意
味
し
て
い
る
。

３
　
橡
染
め
の
女
人

六
首
の
橡
染
め
の
歌

　
以
下
に
、
六
首
の
橡
染
め
の
歌
を
み
て
み
る
。

紅
染
め
と
橡
染
め

　
ま
ず
次
の
歌
は
、
橡
染
め
を
紅
染
め
と
対
比
し
、
橡
染
め
を
よ
し
と
し
て
い
る
。

史し
し
ゃ
う生

尾を
は
り張

の
少を

咋く
ひ

を
教
へ
喩さ

と

す
歌

　
反
歌

　
大
伴
の
家
持

紅く
れ
な
ゐは

　
移う

つ

ろ
ふ
も
の
そ
。
橡

つ
る
ば
みの

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
は
　
色
褪あ

せ
る
も
の
。
橡
染
め
の

馴な

れ
に
し
衣き

ぬ

に
　
な
ほ
及し

か
め
や
も
。（
二
十
―
４
１
０
９
）　

　
　
　
着き

な馴
れ
た
衣
に

　
や
は
り
及
ぼ
う
か
。

こ
の
歌
は
、
尾
張
の
少を

咋く
ひ

が
左さ

ぶ

る
夫
流
と
い
う
遊う

か

れ

め

行
女
婦
に
恋
し
て
妻
を
離
縁
し
よ
う
と
し
た
時
、
彼
の
上
司
で
あ
る
越
中
の
国
の
国
守
・
大
伴
の
家
持
が
彼
を
教
え
諭
し

た
歌
の
一
首
で
あ
る
。
紅べ
に
ば
な花

で
染
め
た
紅

く
れ
な
ゐ

衣こ
ろ
もは

変
色
し
や
す
い
け
れ
ど
も
、
橡

つ
る
ば
み

染
め
の
着
馴
れ
た
普
段
着
に
は
及
ば
な
い
と
述
べ
、
遊う

か

れ

め

行
女
婦
の
一
時
的
な
艶
っ
ぽ
さ
は

糟そ
う
こ
う糠

の
妻
に
及
ば
な
い
、
と
諭
し
て
い
る
。
素
よ
り
紅

く
れ
な
ゐ

衣こ
ろ
もは

左さ

ぶ

る
夫
流
と
い
う
遊う

か

れ

め

行
女
婦
を
、
橡

つ
る
ば
み

染
め
は
妻
を
譬
え
て
い
る
。

「
紅
の
衣
」
は
「
紫
の
衣
」
と
並
ぶ
典
型
的
な
華
美
な
恋
衣
で
あ
り
、
地
味
な
日
常
着
の
「
櫟く
ぬ
ぎ」

＝
「
橡

つ
る
ば
み」

染
め
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
紅

く
れ
な
ゐ

衣こ
ろ
もを

恋
衣
に

し
て
妻
訪
う
こ
と
を
下
地
に
し
た
発
想
で
、
華
々
し
い
高
嶺
の
花
の
恋
よ
り
も
地
味
な
普
段
着
を
着
て
い
る
妻
が
優
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

長
持
ち
す
る
橡
染
め

　
次
の
橡
の
歌
は
、
橡
染
め
の
長
所
は
長
持
ち
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。

橡つ
る
ば
みの

　
衣き

ぬ

解
き
洗
ひ

　
ま
つ
ち
山
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橡
の

　
衣
を
解
き
洗
っ
て

　
ま
た
打う

ち
―
真ま

土つ
ち
や
ま山
の
、

本も
と

つ
人
に
は

　
な
ほ
及し

か
ず
け
り
。（
十
二
―
３
０
０
９
）　

　
　
　
　
も
と
の
人
―
昔
馴
染
ん
だ
人
に
は

　
や
は
り
及
ば
な
い
。

こ
の
歌
も
前
歌
と
同
様
に
、
橡
染
め
が
優
れ
て
い
る
点
は
「
衣
を
解
き
洗
っ
て
ま
た
打う

ち
」
直
し
て
長
持
ち
す
る
こ
と
だ
と
い
い
、
ど
ん
な
に
派
手
な
恋
衣
も
こ
の
地
味

な
橡
染
め
に
は
及
ば
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
本も
と

つ
人
」
＝
馴
染
み
の
人
が
い
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

馴
染
み
深
い
橡
染
め

　
次
の
橡
の
歌
は
、
橡
染
め
は
馴
染
み
深
い
と
述
べ
る
。

橡つ
る
ば
みの

　
解
き
洗
ひ
衣き
ぬ

の
、
怪あ
や

し
く
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橡
の

　
解
き
洗
ひ
衣
が
、
不
思
議
に
も

こ
と
に
着
欲
し
き
　
こ
の
夕ゆ

ふ
へか

も
。（
七
―
１
３
１
４
）　
　
　
　
　
　
格
別
に
着
た
い

　
こ
の
夕
方
だ
。
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前
の
歌
と
同
様
、「
橡

つ
る
ば
みの

解
き
洗
ひ
衣き

ぬ

」
を
不
思
議
な
ほ
ど
や
た
ら
に
着
た
い
＝
馴
染
ん
だ
恋
人
・
妻
に
逢
い
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

裏
の
な
い
橡
染
め

　
次
の
橡
の
歌
は
、
橡
染
め
に
は
裏
が
な
い
と
述
べ
る
。

橡つ
る
ば
みの

　
一ひ

と
へ重

の
衣こ

ろ
も　

裏
も
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橡
の

　
一
重
の
よ
う
に

　
裏
も
な
く
―
無
心
で

あ
る
ら
む
児こ

故ゆ
ゑ

、
恋
ひ
渡
る
か
も
。（
十
二
―
２
９
６
８
）　

　
　
　
　
あ
る
ら
し
い
あ
の
娘
の
こ
と
で
　
恋
し
つ
づ
け
る
こ
と
よ
。

橡
は
粗
末
な
が
ら
も
「
一ひ
と
へ重
の
衣こ
ろ
も」
で
「
裏
も
な
」
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
衣
を
着
て
い
る
素
直
で
無
心
な
娘
さ
ん
に
恋
し
続
け
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

橡
の
袷

　
次
の
橡
の
歌
は
、
橡
の
袷
を
裏
返
す
よ
う
に
粗
末
に
扱
わ
れ
て
も
気
に
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

橡つ
る
ば
みの

　
袷あ

は
せの

衣こ
ろ
も　

裏
に
せ
ば
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橡
染
め
の

　
袷
の
衣
を

　
裏
返
し
て
着
る
よ
う
に
軽
ん
じ
る
気
な
ら
、

我わ
れ

強し

ひ
め
や
も
。
君
が
来
ま
さ
ぬ
。（
十
二
―
２
９
６
５
）　
　
　
　
　
わ
た
し
は
無む

り

じ
理
強
い
し
よ
う
か
。
な
の
に
ど
う
し
て
君
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

橡
染
め
を
着
る
立
場
の
女
人
が
、
た
と
え
自
分
を
軽
ん
じ
て
も
気
位
を
高
く
も
っ
て
迫
る
つ
も
り
も
な
い
の
に
、
あ
の
方
が
さ
っ
ぱ
り
来
訪
し
て
く
れ
な
い
、
と
述
べ
て

い
る
。

事
な
し
の
橡
染
め

　
次
の
橡
の
歌
は
、
橡
染
め
が
気
張
ら
な
い
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

橡つ
る
ば
みの

　
衣き

ぬ

は
人
皆

　
事
な
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橡
染
め
の

　
衣
は
誰
も
が

　
着
や
す
い
と

言
ひ
し
時
よ
り
、
着
欲
し
く
思
ほ
ゆ
。（
七
―
１
３
１
１
）　

　
　
　
　
言
う
の
を
聞
い
て
か
ら
、
着
て
み
た
く
思
う
。

こ
の
歌
か
ら
、
橡
の
一
般
的
な
評
価
が
「
事
な
し
」
＝
気
張
る
こ
と
な
く
着
や
す
い
こ
と
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
恋
歌
に
用
い
ら
れ
、
気
楽
な
恋
衣
を
着

て
、
気
安
く
付
き
合
え
る
恋
人
が
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

４
　
珍
妙
な
組
み
合
わ
せ

対
照
的
な
榛
と
櫟

　
こ
の
よ
う
に
庶
民
的
な
日
常
着
の
「
櫟く

ぬ
ぎ」

＝
「
橡

つ
る
ば
み」

染
め
の
歌
六
首
を
み
て
く
る
と
、〈
榛は

り

と
櫟く

ぬ
ぎの

歌
〉
の
歌
意
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

草
木
な
ど
に
よ
る
摺
り
・
染
め
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
榛は
り

や
櫟く

ぬ
ぎの

原
木
な
ど
を
み
る
と
直
ち
に
色
が
連
想
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
榛は
り

と
櫟

く
ぬ
ぎ

＝
橡つ

る
ば
みの

染
色
は
、
黒
系
統
で
共
通
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
級
品
の
洒
脱
な
榛は

り

摺
り
＝
恋
衣
と
地
味
な
櫟

く
ぬ
ぎ

＝
橡

つ
る
ば
み

染
め
の
日
常
着
で
対
照
的
で
あ
る
こ
と
も
知

り
尽
く
し
て
い
た
ろ
う
。
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釣
り
合
わ
な
い
二
人

　
し
て
み
る
と
こ
の
二
つ
の
染
め
衣
の
共
通
点
と
相
違
点
の
ズ
レ
が
、
こ
の
歌
に
統
一
さ
れ
た
調
和
と
珍
妙
な
違
和
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

色
衣
が
恋
衣
に
な
り
、
ま
た
恋
人
同
志
の
譬
喩
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
染
料
の
原
木
も
恋
人
同
志
の
譬
喩
に
な
る
。
と
す
る
と
、
榛
と
櫟
は
黒
系
統
で
統
一
さ
れ
て
い

る
の
で
ペ
ア
ー
ル
ッ
ク
を
着
る
お
似
合
い
の
カ
ッ
プ
ル
に
な
り
、「
品し
な

め
く
」
＝
仇
っ
ぽ
く
振
る
舞
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
級
品
を
着
る
恋
人
と
日
常
着
を
着
る
恋
人

で
は
あ
ま
り
に
不
釣
り
合
い
で
、
二
人
の
「
品し
な

め
く
」
愛
の
所
作
が
滑
稽
に
見
え
て
く
る
。

似
た
者
同
士

　
あ
る
い
は
、
一
級
品
の
榛
摺
り
は
「
地
名
＋
特
産
品
の
榛
」
の
組
み
合
わ
せ
で
そ
の
品
質
を
保
証
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
た
だ
の
名
も
な
い
道
端

に
生
え
る
「
榛
」
な
の
で
、
こ
の
榛
は
櫟
と
と
も
に
二
級
品
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
気
取
っ
て
榛
摺
り
を
着
た
と
は
い
え
、
二
級
品
の
榛
摺
り
の
恋
衣
を

着
た
恋
人
と
、
橡
染
め
の
平
常
着
を
着
て
気
取
り
よ
う
も
な
い
恋
人
が
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
気
取
っ
て
逢
引
き
を
し
て
い
る
図
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
こ
に
は
、
さ
ら

に
増
幅
さ
れ
た
「
品し
な

め
く
」
愛
の
所
作
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
・
お
か
し
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

以
上
か
ら
、
こ
の
歌
の
「
し
な
め
く
」
は
動
詞
「
品
め
く
」
で
、
心
を
込
め
て
仇
っ
ぽ
く
媚
び
て
上
品
に
振
る
舞
う
義
で
、
そ
の
歌
意
は
こ
の
よ
う
に
気
取
り
よ
う
の
な

い
二
人
が
気
取
っ
て
逢
っ
て
い
る
こ
と
の
珍
妙
さ
を
面
白
お
か
し
く
か
ら
か
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

５
　
川
榛
と
根
捩

〈
川
榛
と
根
捩
の
歌
〉　
二
首
目
の
〈
川か

は
は
り榛

と
根ね

も
ぢ捩

の
歌
〉
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

川か
は

上か
み

の
　
川か

は
は
り榛

の
木
の

　
疎う

と

け
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
上
の
　
川
榛
は
　
疎
く
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

付つ

き
し
根ね

も
ぢ捩

は
、
族う

か
らと

ぞ
思も

ふ
。（
琴
歌
譜
15
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
既
に
衣
に
染
み
付
い
て
い
た
根ね

も
ぢ捩
＝
捩も

ぢ

摺ず

り
草
は
一
族
だ
、
と
思
わ
れ
る
。

「
つ
き
し
ね
も
ぢ
」
は
難
解
で
、『
日
本
歌
謡
集
成
巻
一
―
上
古
編
―
』﹇
高
野
辰
之
﹈
は
「
舂つ

き
し
ね
も

米
持
ち
」
と
解
し
、『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』﹇
武
田
祐
吉
﹈
は
「
継つ

き
し
根ね

持も

ち
」（
つ
ぎ
木
の
根
を
持
ち
）
と
解
し
、『
上
代
歌
謡
詳
解
』﹇
木
本
通
房
﹈
は
「
付つ

き
し
ね
も
ぢ
（
捩も

ぢ

摺ず

り
草
・
ね
ぢ
ば
な
）」
と
解
し
て
い
る
。
上
記
の
説
を
説
く
論
者

は
、
い
ず
れ
も
要
領
を
得
な
い
と
し
て
困
惑
し
て
い
る
。

本
論
は
木
本
説
を
採
り
、
染
色
を
扱
っ
て
い
る
と
解
し
て
み
る
。
た
だ
し
、
木
本
は
「
ね
も
ぢ
」
が
捩も
ぢ

摺ず

り
草
・
捩ね

ぢ

花ば
な

だ
と
い
う
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
い
さ
さ

か
心
も
と
な
く
は
あ
る
。
あ
る
い
は
木
本
は
、「
ね
も
ぢ
」
の
「
ね
」
は
「
根
」、「
も
ぢ
」
は
「
捩も
ぢ

摺ず

り
」
の
「
捩も

ぢ

」
を
想
定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

捩
摺
り

　
こ
の
「
根ね
も
ぢ捩

」・「
捩も

ぢ

摺ず

り
草
」・「
捩ね

ぢ
ば
な花

」
と
は
、
恋
人
た
ち
が
こ
れ
を
用
い
て
「
斑ま

だ
らの

衣
」・「
捩も

ぢ

摺ず

り
」
と
し
て
愛
用
し
て
い
た
ろ
う
。

こ
の
植
物
に
よ
る
捩も
ぢ

摺ず

り
の
歌
と
し
て
は
、
次
の
有
名
な
〈
信し

の
ぶ夫

捩も
ぢ

摺ず

り
の
歌
〉（
古
今
集
・
十
四
―
７
２
４
・
源
の
融
）
が
あ
る
。

陸み
ち
の
く奥
の
　
信し
の
ぶ夫
捩も
ぢ

摺ず

り
、
誰た
れ

故ゆ
ゑ

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
の

　
信
夫
の
郡
の
捩も

ぢ

摺ず

り
の
乱
れ
模
様
で
は
な
い
が
、
い
っ
た
い
誰
の
せ
い
で

乱
れ
む
と
思
ふ
。
我わ

れ

な
ら
な
く
に
。（
古
今
集
・
十
四
―
７
２
４
）　
　
　
　
　
　
　
乱
れ
よ
う
と
思
う
の
か
。
わ
た
し
の
せ
い
で
は
な
い
の
だ
が
。
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「
信し

の
ぶ夫

捩も
ぢ

摺ず

り
」
は
、
古
来
難
解
で
あ
る
。『
古
今
集
全
評
釈
（
中
）』﹇
片
桐
洋
一
﹈
に
よ
る
と
、「
し
の
ぶ
草
汁
で
摺
っ
た
ね
じ
れ
る
よ
う
な
模
様
」
と
解
し
て
い
る
。

「
信し
の
ぶ夫

捩も
ぢ

摺ず

り
」
は
「
乱
れ
染
め
」
で
有
名
な
福
島
の
特
産
品
で
、
万
葉
人
の
恋
衣
の
習
俗
を
継
承
し
て
恋
す
る
者
が
愛
用
し
た
摺
り
衣
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
、
こ
の

「
信し
の
ぶ夫

草
」
が
「
捩も

ぢ

摺ず

り
」
の
「
乱
れ
染そ

め
」
か
ら
恋
心
の
「
乱
れ
初そ

め
」
へ
転
化
す
る
恋れ

ん

詞し

を
生
ん
で
い
る
。

川
上
の
榛
と
身
近
な
根
捩

　
も
し
こ
の
「
信し
の
ぶ夫

草
」
が
「
捩も

ぢ

摺ず

り
草
・
根ね

も
ぢ捩

・
捩ね

ぢ
ば
な花

」
だ
と
す
る
と
、〈
川
榛
と
根ね

も
ぢ捩

の
歌
〉
は
恋
衣
と
し
て
の
色
衣
の
発
想
で
次
の
よ
う

に
解
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
川か
は

上か
み

の
川か

は
は
り榛

」
の
「
川
上
」
が
川
の
上
流
の
意
で
あ
る
と
と
も
に
地
名
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
「
地
名
＋
川か

は
は
り榛

」
は
川
上
地
方
の
特
産
品
と
し
て
知
ら
れ
た
一
級
品
の
榛

摺
り
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。

と
す
る
と
、
こ
の
歌
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
遠
方
の
評
判
の
川
上
の
川
榛
で
摺
り
染
め
し
た
高
価
な
榛
摺
り
＝
気
位
の
高
い
女
人
に
は
手
を
出
せ
な
い
け
れ
ど

も
、
以
前
か
ら
身
近
に
あ
っ
て
自
然
と
染
み
付
い
た
（
付
き
し
）「
根ね
も
ぢ捩

」
＝
「
捩も

ぢ

摺ず

り
草
・
捩ね

ぢ
ば
な花

」
＝
親
し
み
や
す
い
女
人
は
、「
族う

か
ら」

＝
身
内
・
親
族
だ
と
思
う
。

成
り
行
き
の
「
付
き
し
」　
こ
の
歌
の
「
付
く
」
は
四
段
活
用
動
詞
で
、
何
気
な
く
自
然
に
色
が
衣
に
付
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
付
き
し
」
は
、
恋
愛

感
情
も
薄
い
ま
ま
に
自
然
に
恋
衣
の
色
が
染
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
下
二
段
活
用
動
詞
「
付
く
」
は
意
志
的
で
あ
り
、
右
の
伝
で
い
け
ば
「
付

け
し
」
は
強
い
恋
愛
感
情
を
も
っ
て
恋
衣
を
染
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
遠
く
に
あ
っ
て
入
手
し
が
た
い
川
上
の
上
等
な
榛
摺
り
の
恋
衣
を
気
位
の
高
い
女
人
に
譬
え
、
こ
れ
と
対
照
的
に
身
近
に
あ
っ
て
早
々
と
染
め
付
い
た
（
恋

を
成
就
し
て
い
る
）「
根ね
も
ぢ捩

」
＝
「
捩も

ぢ

摺ず

り
草
・
捩ね

ぢ
ば
な花

」
の
恋
衣
を
気
取
ら
な
い
女
人
に
譬
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
嶺
の
花
の
榛
を
自み

ず
から

「
摺
り
付
け
た
」（
付
け
し
）
恋

衣
を
着
る
妻
訪
い
は
及
び
も
な
い
け
れ
ど
も
、
近
く
に
あ
る
「
根ね
も
ぢ捩

」
が
自
然
の
成
り
行
き
で
自お

の

ず
か
ら
「
摺
り
付
い
た
」（
付
き
し
）
気
軽
な
恋
衣
を
着
る
結
婚
こ
そ
身

の
丈
に
合
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
出
来
ち
ゃ
っ
た
婚
」
を
す
る
女
人
を
こ
そ
、
我
が
一
族
の
者
と
し
て
迎
え
る
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

６
　
ほ
ど
ほ
ど
の
恋

類
想
歌

　
こ
の
〈
川
榛
と
根ね

も
ぢ捩

の
歌
〉
と
似
た
よ
う
な
発
想
を
す
る
歌
と
し
て
、
次
の
〈
橘
の
下し

づ
え枝

の
歌
〉（『
蜻
蛉
日
記
』
巻
末
歌
集
・
藤
原
の
道
綱
）
が
あ
る
。
東
三
条

女
院
詮せ
ん
し子

は
、
兼
家
の
娘
で
円
融
天
皇
の
后
だ
っ
た
。
こ
の
女
院
が
法
華
八
講
を
催
し
た
と
こ
ろ
、
兼
家
の
子
息
の
傅ふ

の
殿
＝
道
綱
が
捧
げ
も
の
（
供
物
）
と
し
て
橘
の
実

を
差
し
出
し
た
。
す
る
と
詮
子
は
、
道
綱
に
次
の
歌
を
贈
っ
た
。

か
ば
か
り
も

　
と
ひ
や
は
し
つ
る
。
時

ほ
と
と

鳥ぎ
す

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
ま
で

　
そ
れ
ほ
ど
訪
ね
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
恐
れ
入
り
ま
す
。
こ
れ
も
時
鳥
と
縁ゆ

か
りあ
る

花
橘
の

　
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
橘
―
昔
の
ご
縁
な
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
道
綱
は
、
詮
子
に
次
の
返
し
を
し
た
。
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橘
の

　
な
り
も
の
ぼ
ら
ぬ

　
み
を
知
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橘
の
実み

は
上
枝
に
は
な
ら
ぬ
と
か
、
わ
た
し
は
身み

の
ほ
ど
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
時
鳥
の
よ
う
に

下し
づ
え枝

な
ら
で
は

　
訪と

は
ぬ
と
ぞ
聞
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
の
な
る
下
枝
―
気
安
い
下
々
の
者
以
外
と
は
　
付
き
合
い
ま
せ
ん
。（
貴
女
さ
ま
は
あ
ま
り
畏
れ
多
く
て
）

『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
（
下
巻
）』﹇
柿
本
奬
﹈
に
よ
る
と
、
道
綱
の
歌
に
は
「
女
院
の
前
に
深
々
と
低
頭
す
る
道
綱
の
姿
」
が
伺
わ
れ
る
。

貴
女
と
下
々
の
女
人

　
さ
て
、〈
川
榛
と
根
捩
の
歌
〉
と
〈
橘
の
下し
づ
え枝

の
歌
〉
を
並
べ
て
み
る
と
、
恋
の
歌
と
挨
拶
の
歌
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、〈
橘
の
下し

づ
え枝

の
歌
〉
に
も

い
さ
さ
か
恋
の
気
分
が
混
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
恋
の
対
象
に
な
る
女
人
が
、
次
の
点
で
大
き
く
類
似
し
て
い
る
。「
川
上
の
川か
は
は
り榛

」
と
「
橘
の
上ほ

つ
え枝

」
が
一
級
品
で
貴
女
・

貴
人
を
譬
え
、「
付
き
し
根ね
も
ぢ捩

」
と
「
橘
の
下し

づ
え枝

」
が
二
級
品
で
気
安
い
下
々
の
女
人
・
身
分
の
低
い
者
を
譬
え
て
い
る
。

諺
・
地
口

　
こ
の
二
首
の
歌
の
背
後
に
は
、
見
栄
え
の
す
る
も
の
と
地
味
な
も
の
と
を
対
比
す
る
諺
こ
と
わ
ざな

い
し
は
地じ

ぐ
ち口

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
目
の
諺
・
地
口
は
、「
川

上
の
川か
は
は
り榛

の
木
は
疎
け
ど
も
、
付
き
し
根ね

も
ぢ捩

は
族う

か
ら」

で
、「
ほ
ど
ほ
ど
の
恋
」（
身
分
相
応
の
恋
）
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
二
つ
目
の
諺
・
地
口
は
い
さ
さ
か
込
み
入
っ
て
い
る
。
時ほ
と

鳥と
ぎ
すは

習
性
と
し
て
橘
が
上ほ

つ
え枝

に
実
を
つ
け
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
実
の
な
る
下し

づ
え枝

以
外
は

訪
ね
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
こ
の
時
鳥
の
習
性
を
踏
ま
え
て
、「
橘
の
な
り
も
の
ぼ
ら
ぬ
み
（
実
・
身
）
を
知
れ
ば
、
下し
づ
え枝

な
ら
で
は
訪と

は
ぬ
」
と
い
う
諺
・
地
口
が
下
々

に
流
布
し
て
い
た
、
と
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
諺
を
道
綱
は
「
聞
く
」
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
綱
は
、
自
分
を
時
鳥
に
譬
え
、
高
貴
な
詮
子
を
橘
の
上
枝
に

譬
え
て
、
下
々
の
者
と
ば
か
り
交
際
す
る
自
分
か
ら
見
る
と
詮
子
が
高
貴
す
ぎ
る
、
と
恐
縮
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
二
つ
目
の
諺
・
地
口
と
し
て
の
本
来
の
あ
り
方
は
、
実
利
を
求
め
る
時
鳥
の
生
き
方
を
積
極
的
に
是
認
す
る
も
の
で
、
恋
の
実
り
に
く
い
高
貴
な
「
恋
ひ
ら

れ
人
」
よ
り
も
、
恋
の
実
り
や
す
い
下
々
の
「
恋
ひ
ら
れ
人
」
が
い
い
、「
花
よ
り
団
子
」
が
い
い
、「
ほ
ど
ほ
ど
の
恋
」
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

橡
染
め
の
歌
と
同
一
趣
旨

　
こ
う
し
て
み
る
と
、〈
川
榛
と
根ね
も
ぢ捩

の
歌
〉
と
〈
橘
の
枝
の
歌
〉
に
う
か
が
わ
れ
る
諺
・
地
口
の
趣
旨
は
、
万
葉
歌
の
橡

つ
る
ば
み

染
め
の
歌
六
首
の
主

題
と
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
目
に
付
く
色
衣
・
恋
衣
・
橘
の
上ほ
つ
え枝

＝
艶
っ
ぽ
い
恋
人
よ
り
も
、
目
に
付
か
な
い
普
段
着
・
橘
の
下し

づ
え枝

＝
地
味
な
恋
人
を
大
切
に
し
て

い
る
。

和
歌
と
諺
を
踏
ま
え
た
贈
答

　
こ
う
し
て
み
る
と
道
綱
の
歌
に
は
、
自
分
の
身
の
ほ
ど
を
知
っ
て
下
々
の
女
性
と
し
か
交
際
し
な
い
自
分
を
飄ひ
ょ
う
い
つ逸に

演
じ
、
そ
う
い
う
自
分

を
苦
笑
す
る
気
分
も
交
じ
っ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
詮
子
の
歌
は
古
今
歌
の
優
雅
な
「
五さ
つ
き月

待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば
、
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」（
古
今
集
三
―

１
３
９
・
読
み
人
知
ら
ず
）
を
踏
ま
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
道
綱
の
歌
に
は
下
々
の
世せ

ち知
に
た
け
た
気
の
利
い
た
「
橘
の
な
り
も
の
ぼ
ら
ぬ
み
（
実
・
身
）
を
知
れ
ば
、

下し
づ
え枝

な
ら
で
は
訪と

は
ぬ
」
諺
・
地
口
を
踏
ま
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
男
女
の
恋
・
交
流
の
両
極
の
あ
り
方
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妹
・
女
院
に
対
す
る
親

近
感
を
も
示
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

７
　
結
び

珍
妙
な
逢
引
き
　
以
上
、〈
榛は
り

と
櫟く
ぬ
ぎの
歌
〉（
琴
歌
譜
４
）
の
主
題
は
、
恋
衣
と
し
て
の
高
級
な
榛
の
摺
り
・
染
め
を
前
提
に
し
て
、
と
て
も
気
取
り
な
が
ら
も
気
取
り
よ
う

の
な
い
珍
妙
な
恋
人
同
士
の
逢
引
き
を
面
白
お
か
し
く
か
ら
か
う
も
の
だ
っ
た
。
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庶
民
の
出
来
ち
ゃ
っ
た
婚

　
ま
た
〈
川か

わ
は
り榛

と
根ね

も
ぢ捩

の
歌
〉（
琴
歌
譜
15
）
の
主
題
も
、恋
衣
と
し
て
の
高
級
な
榛
の
摺
り
・
染
め
を
前
提
に
し
て
、成
り
行
き
の
婚
・
出
来
ち
ゃ
っ

た
婚
が
身
の
丈
に
あ
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
気
取
り
よ
う
の
な
い
庶
民
の
本
音
・
知
恵
は
、
気
取
り
・
優
雅
さ
を
尊
重
す
る
宮
廷
人
の
真
逆
を
行
っ
て
い
る
。

笑
い
に
包
ま
れ
た
宮
廷
の
饗
宴

　『
琴
歌
譜
』
の
琴
歌
は
、
十
一
月
新し
ん
じ
ゃ
う
ゑ

嘗
会
・
正
月
元
日
・
同
七
日
・
同
十
六
日
の
四よ

ん
せ
ち節

の
饗
宴
で
奏
さ
れ
る
定
め
で
、
大お

ほ
う
た
ど
こ
ろ

歌
所
に
奉
仕
す

る
「
和わ
ご
ん
う
た
し

琴
歌
師
」（
唱
歌
の
担
当
者
）
と
「
和わ

ご
ん
し

琴
師
」（
琴
弾
き
）
が
こ
れ
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
の
琴
歌
は
、「
大お

ほ
う
た歌

」
と
「
小こ

う
た歌

」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。「
大
歌
」
は

本
格
的
で
重
要
な
歌
謡
で
、
伝
承
・
由
来
譚
を
も
っ
て
お
り
、「
小
歌
」
は
軽
い
歌
謡
で
、
伝
承
・
由
来
譚
を
も
っ
て
い
な
い
。
本
節
で
取
り
上
げ
た
榛
の
恋
衣
の
歌
二
首
は
、

こ
の
う
ち
小
歌
に
属
し
て
い
る
。

こ
の
小
歌
の
出
自
は
、
本
来
民
間
に
あ
っ
た
歌
謡
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
通
説
ど
お
り
こ
の
榛
の
恋
衣
の
歌
の
主
題
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
庶
民
感
覚

に
溢
れ
て
い
た
。
こ
の
二
首
が
和
琴
を
伴
っ
て
披
露
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
下
々
の
階
層
に
あ
る
民
の
飾
ら
な
い
ユ
ー
モ
ア
・
処
世
訓
に
よ
っ
て
天
皇
以
下
が
列
席
す
る
宮
廷

の
饗
宴
の
場
は
大
い
に
笑
い
に
包
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。

中
古
以
後
の
榛

　
な
お
、
榛
を
詠
み
込
む
歌
の
用
例
は
ほ
ぼ
上
代
に
限
ら
れ
て
お
り
、
中
古
以
降
の
文
学
に
は
表
れ
て
い
な
い
。

第
二
章

　〈綜
麻
条
の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
位
相

　―
近
江
遷
都
歌
の
唱
和
―

一

　は
じ
め
に

１
　
本
文

近
江
遷
都
歌
の
本
文

　〈
綜へ

　そ

　が
た

麻
条
の
榛は

り

摺ず

り
の
歌
〉
を
含
む
近
江
遷
都
歌
三
首
の
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

額ぬ
か
た田

の
王

お
ほ
き
み、

近あ
ふ
み江

の
国
に
下く

だ

る
時
に
作
る
歌
、
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みの

即す
な
はち

和あ
は

す
る
歌

味う
ま

酒さ
け

　
三み

わ輪
の
山
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
味う

ま

酒さ
け

）　
三
輪
の
山
よ
。

あ
を
に
よ
し

　
奈な

ら良
の
山
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
あ
を
に
よ
し
）　
奈
良
の
山
の
、

山
の
ま
に

　
い
隠か

く

る
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
の
端は

に
　
隠
れ
る
ま
で
、

道
の
隈く

ま

　
い
積つ

も
る
ま
で
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
の
曲
り
目
が

　
幾
つ
も
重か

さ

な
る
ま
で
、

つ
ば
ら
に
も
　
見み

つ
つ
行
か
む
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
分
に

　
見
続
け
て
行
き
た
い
の
に
、

し
ば
し
ば
も
　
見み

放さ

け
む
山
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幾
た
び
も

　
眺な

が

め
た
い
山
だ
の
に
、

心
な
く
　
雲
の
　
隠か

く

さ
ふ
べ
し
や
。（
一
―
17
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
れ
な
く
も

　
雲
が

　
隠
し
て
よ
い
も
の
か
。
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反
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
反
歌

三
輪
山
を

　
然し

か

も
隠
す
か
。
雲
だ
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
輪
山
を
　
そ
ん
な
に
も
隠
す
こ
と
か
。
せ
め
て
雲
だ
け
で
も

心
あ
ら
な
も
。
隠
さ
ふ
べ
し
や
。（
18
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
い
や
り
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。
隠
し
て
よ
い
も
の
か
。

右
の
二
首
の
歌
は
、
山や

ま
の
う
へ上の

憶お
く

良ら

大ま
へ
つ
き
み

夫
の
類る

い

聚じ
う

歌か

林り
ん

に
曰い

は

く
、

　
　
　
右
の
二
首
の
歌
は
、
山
上
の
憶
良
大
夫
の
類
聚
歌
林
に
、

「
都
を
近あ

ふ
み江

の
国
に
遷う

つ

す
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
近
江
の
国
に
都
を
遷
し
た
時
、

三
輪
山
を
御み

そ
こ
な
は覧す

御
歌
な
り
」
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
輪
山
を
ご
覧
に
な
っ
て
天
智
天
皇
が
詠
ま
れ
た
お
歌
で
あ
る
」
と
あ
る
。

日
本
書
紀
に
曰
く
、「
六
年
丙へ

い

寅い
ん

の
春
三
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
書
紀
に
は
、「
天
智
天
皇
の
六
年
三
月

辛し
ん
い
う酉

の
朔

つ
き
た
ちの

己き

卯ば
う

、
都
を
近
江
に
遷
す
」
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
十
九
日
、
都
を
近
江
に
遷
し
た
」
と
あ
る
。

①
綜へ

麻そ

条が
た

の
　
林
の
前さ

き

の
　
さ
野の

は
り榛

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜へ

麻そ

条が
た

（
三
輪
山
）
の
　
林
の
端は

な

の
　
さ
野の

は
り榛

が

衣き
ぬ

に
付つ

く
如な

す
　
目め

に
付つ

く
我わ

が
背せ

。（
19
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鮮
や
か
に
衣
に
摺
り
付
く
よ
う
に
、
よ
く
目
に
付
く
我
が
愛い

と

し
い
君
よ
。

右
の
一
首
の
歌
は
、
今
案か

む
がふ

る
に
、
和あ

は

す
る
歌
に
似
ず
。

　
　
　
　
　
右
の
一
首
は
、
今
考
え
て
み
る
と
、
唱
和
の
歌
ら
し
く
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
次つ

ぎ
てに

載
せ
た
り
。
故こ

の

似ゆ
ゑ

に
猶な

ほ

し
載の

す
。

　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
旧
本
に
は
こ
の
順
序
に
載
せ
て
あ
る
の
で
、
や
は
り
こ
こ
に
載
せ
て
お
く
。

２
　
古
歌
転
用
の
解
明

三
輪
地
方
の
古
歌
の
転
用

　
前
述
し
た
よ
う
に
①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛は

り

摺
り
の
歌
〉（
一
―
19
）
の
原
形
は
、
榛
摺
り
の
恋
衣
の
恋
愛
習
俗
を
下
地
に
し
た
三
輪
地
方
の
定
番
の

恋
の
古
歌
だ
っ
た
。

異
質
な
歌
の
合
体

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
が
『
万
葉
集
』
に
所
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
江
遷
都
歌
三
首
の
う
ち
の
「
和あ
は

す
る
歌
」
と
し
て
で
あ
る
。

こ
の
「
和あ
は

す
る
歌
」
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
が
『
万
葉
集
』
の
編
者
に
よ
っ
て
よ
ほ
ど
「
和あ

は

す
る
歌
」
と
し
て
落
ち
着
き
が
悪
い
と
捉
え
ら
れ
、「
和あ

は

す
る
歌
に

似
ず
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
私
た
ち
の
目
か
ら
見
て
も
、
こ
の
感
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
が
宮
廷
の
儀

礼
歌
ら
し
く
枕
詞
や
対
句
を
多
用
し
て
格
調
が
高
く
、
切
迫
し
た
調
子
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
恋
人
を
賛
美
す
る
悠
揚
迫
ら
ぬ
恋
の

謡
い
物
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

古
歌
の
転
用

　
こ
の
異
質
な
歌
の
合
体
に
つ
い
て
今
日
ほ
ぼ
通
説
化
し
て
い
る
説
明
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
和
の
明あ

す

か
日
香
の
岡を

か
も
と本

の
宮
か
ら
近
江
の
大お

ほ
つ津

の

宮
に
遷
都
す
る
途
上
、
三
輪
山
を
見
納
め
に
す
る
大
和
と
山や
ま

代し
ろ

の
国
境
の
地
・
奈
良
山
の
山
上
で
、
大
和
の
国く

に

魂だ
ま

で
あ
る
三
輪
山
（
祭
神
は
蛇
神
の
大お

ほ
も
の物

主ぬ
し

の
神
）
に
別
れ

を
告
げ
る
国
家
的
規
模
の
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
そ
こ
で
宮
廷
側
が
う
た
っ
た
長
・
反
歌
に
対
し
て
、
三
輪
地
方
の
古
歌
が
「
和あ
は

す
る
歌
」
と
し
て
転
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
智
天
皇
（
称
制
を
採
る
中な

か
の
お
ほ
え

大
兄

の
皇み

こ子
）
が
う
た
っ
た
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉（
額ぬ
か
た田
の
王
お
ほ
き
みの
代
作
）
に
対
し
て
、井ゐ
の
へ戸
の
王
お
ほ
き
みが
三
輪
地
方
根
生
い
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
で
唱
和
し
た
、

と
み
ら
れ
て
い
る
。
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榛
の
歌
に
限
っ
て
み
て
も
、
榛
を
詠
む
古
歌
が
新
た
な
場
を
得
て
転
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉（
七
―
１
１
６
６
）

で
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
摂つ津
の
国
の
真
野
で
う
た
わ
れ
た
榛
の
古
歌
⑥
〈
古
人
の
真
野
の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
、
旅
先
の
尾
張
の
国
の
宴
席
で
転
用
さ
れ
、
現
地
の
風

土
や
女
性
を
賛
美
し
て
い
た
。

「
和
す
る
歌
」
の
位
相

　
で
は
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
に
対
す
る
「
和あ
は

す
る
歌
」
に
な
っ
た
と
き
の
①
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
歌
意
・
意
義
は
、
ど
こ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
我
が
背せ

」
が
三
輪
山
の
神
な
の
か
、
天
智
天
皇
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
こ
の
歌
を
う
た
う
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みの

立
場
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
小
学
館
本
『
萬
葉
集
一
』
は
、「
井
戸
王
が
額
田
王
の
立
場
で
、
遷
都
の
大
移
動
を
指
揮
し
て
い
る
天
智
天
皇
の
人
目
を
引
く
風
姿
を
讃
美
し
て
詠
ん
だ
も
の
か
」

と
述
べ
る
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

本
章
で
は
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
の
構
造
と
生
成
を
見
定
め
、
こ
の
長
・
反
歌
に
対
し
て
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
が
ど
の
よ
う
に
相
呼
応
す
る
こ
と

で
「
和あ
は

す
る
歌
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
位
相
を
見
定
め
て
み
た
い
。

近
江
遷
都
歌
の
モ
デ
ル

　
ま
た
、
こ
の
近
江
遷
都
歌
が
生
成
し
た
背
後
に
モ
デ
ル
・
祖
型
が
あ
り
、
そ
れ
は
雄
略
記
の
赤あ
か

猪ゐ

こ子
伝
承
ら
し
い
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

儀
礼
の
再
現

　
そ
し
て
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
惜
別
の
儀
礼
の
設
定
の
し
方
や
三
首
の
歌
の
う
た
い
方
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も
、
わ
か
る
範
囲
で
見

定
め
て
み
た
い
。二

　行
旅
・
遠
征
を
守
護
す
る
国
魂

行
旅
・
遠
征
を
守
護
す
る
国
魂

　「
近
江
遷
都
と
三
輪
山
哀
別
歌
」﹇
森
朝
男
﹈
に
よ
る
と
、
行
旅
・
遠
征
に
際
し
て
国
魂
の
神
が
守
護
神
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て

そ
の
例
と
し
て
、
次
の
四
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

越
中
の
国
つ
御
神

　
そ
の
一
と
し
て
は
、
大お
ほ
と
も伴

の
坂さ

か

上の
へ

の
大お

ほ
い
ら郎

女つ
め

が
越
中
の
守か

み

の
大
伴
の
家や

か
も
ち持

に
贈
っ
た
次
の
歌
が
あ
る
。

更
に
越こ

し

の
中み

ち
な
か国

に
贈
る
二
首
（
う
ち
一
首
）

道
の
中な
か

　
国
つ
御み

か
み神

は
。
旅た

び
ゆ行

き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
中
の

　
国
の
神
様
よ
。
旅
行
き
も

し
知
ら
ぬ
君
を

　
恵
み
た
ま
は
な
。（
十
七
―
３
９
３
０
）　

　
　
　
　
し
馴
れ
な
い
君
を

　
慈
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
、
旅
行
く
者
を
そ
の
旅
先
の
地
の
「
国
つ
御み

か
み神

」
＝
国く

に

魂だ
ま

が
守
護
す
る
場
合
で
あ
る
。

大
和
の
大
国
御
霊
　
　
そ
の
二
と
し
て
は
、
遣
唐
使
に
贈
る
〈
好か
う

去き
ょ

好か
う

来ら
い

の
歌
〉（
五
―
８
９
４
・
山や

ま
の
う
へ上の

憶お
く

良ら

）
の
次
の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
。

〜
海う

な
は
ら原

の
　
辺へ

に
も
沖
に
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
原
の

　
岸
に
も
沖
に
も
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神か
む
づ留

ま
り

　
領う

し
はき

い
ま
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
留
ま
っ
て

　
支
配
な
さ
る
、

諸も
ろ
も
ろの

　
大お

ほ
み
か
み

御
神
た
ち
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
も
ろ
の
　
大
御
神
た
ち
は
、

船ふ
な

舳の
へ

に
　
導み

ち
びき

申ま
を

し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
の
舳へ

さ
き先
で
　
案
内
申
し
、

天あ
め
つ
ち地

の
　
大
御
神
た
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
地
の

　
大
国
御
神
は
、

大や
ま
と和

の
　
大お

ほ
く
に国

御み
た
ま霊

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
に
大
和
の
　
大
国
御
魂
の
神
は
、

ひ
さ
か
た
の

　
天あ

ま

の
御み

そ
ら空

ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ひ
さ
か
た
の
）　
天
の
み
空
を

天あ
ま

翔か
け

り
　
見
渡
し
給
ひ
、
〜
（
五
―
８
９
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
び
翔か

け

り
、
見
渡
し
た
ま
い
、

こ
こ
に
登
場
す
る
神
々
の
う
ち
「
大や

ま
と和

の
大お

ほ
く
に国

御み
た
ま霊

」
と
は
、大
和
の
国
の
大

お
ほ
や
ま
と和

神
社
の
祭
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
和
の
国
魂
が
、異
国
へ
の
行
旅
の
守
護
神
に
な
っ

て
い
る
。

高
市
の
事
代
主
・
生
霊

　
そ
の
三
は
天
武
紀
元
年
七
月
の
条
で
、
高た
け
ち市

の
県

あ
が
た

主ぬ
し

・
許こ

め梅
が
神
懸
か
り
、
高
市
の
県あ

が
たで

祭
る
高
市
の
社や

し
ろの

事こ
と
し
ろ代

主ぬ
し

・
身む

さ狭
の
社や

し
ろの

生い
く
み
た
ま霊の

二
神

の
下
し
た
神
託
三
か
条
の
う
ち
の
次
の
一
条
が
注
目
さ
れ
る
。

吾わ
れ

は
皇す

め

御み

ま孫
の
命み

こ
との

前み
さ
き
し
り後に

立
ち
て
、
不ふ

は破
に
送
り
奉ま

つ

り
て
還か

へ

る
。
今
も
且ま

た

官み
い
く
さ軍

の
中
に
立
ち
て
守ま

も護
り
ま
つ
る
。（
天
武
紀
元
年
七
月
の
条
）

こ
こ
で
は
、「
吾わ

れ

」
＝
大
和
の
国
の
高た

け
ち市

の
国
魂
で
あ
る
事
代
主
・
生い

く
み
た
ま霊が

遠
征
軍
を
守
護
し
、
そ
の
行
旅
を
導
い
て
い
る
。

大
三
輪
の
神

　
そ
の
四
は
、
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
九
年
九
月
十
日
の
条
の
一
節
で
、
新し
ら
ぎ羅

遠
征
中
に
北
九
州
で
神
功
皇
后
は
「
大お

ほ
み
わ

三
輪
の
社や

し
ろを

立
て
て
、
刀た

ち

矛ほ
こ

を
奉

た
て
ま
つり

た
ま

ふ
。
軍
い
く
さ

衆び
と

自お
の

づ
か
ら
に
聚あ

つ
まる

」
と
あ
る
。
こ
れ
も
大お

ほ
み
わ神

神
社
の
国
魂
の
神
が
行
旅
・
遠
征
を
守
護
し
て
い
る
例
だ
、
と
森
論
文
は
述
べ
る
。

祟
る
神

　
た
だ
し
、
こ
れ
は
国
魂
の
加
護
す
る
側
面
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
神
々
は
逆
に
祟た
た

り
を
な
す
こ
と
も
あ
る
。
神
功
皇
后
の
新し

ら
ぎ羅

遠
征
の
伝
承
は
、
出
征
を
支
持
す
る

神
々
が
そ
の
神
託
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
仲
哀
天
皇
を
、祟
り
に
よ
っ
て
崩
御
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
⑴
仲
哀
記
の
神
功
皇
后
の
神
が
か
り
と
天
皇
の
崩
御
の
条
、

⑵
仲
哀
紀
九
年
二
月
五
日
の
条
、
⑶
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
九
年
三
月
一
日
の
条
、
⑷
同
年
の
一
書
の
四
つ
の
伝
承
に
よ
る
と
、
遠
征
中
の
北
九
州
で
神
降
ろ
し
の
最
中
に
、

神
琴
を
弾
い
て
神
々
を
招
い
て
い
た
仲
哀
天
皇
が
、
神
懸
か
っ
た
神
功
皇
后
の
下
し
た
神
託
に
疑
義
を
抱
い
た
の
で
、
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ
み
か
み

御
神
・
住
吉
三
神
な
ど
が
天
皇
に
祟
っ
て

そ
の
命
を
絶
っ
て
い
る
。

和
御
霊
と
荒
御
霊

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
国
魂
な
ど
の
神
々
に
は
「
和に
ぎ
み
た
ま

御
霊
」（
温
和
な
徳
を
備
え
た
神
霊
）
と
「
荒あ

ら

御み
た
ま霊

」（
物
事
に
対
し
て
激
し
く
活
動
す
る
神
霊
）
の

両
面
が
あ
り
、
旅
・
出
征
に
あ
た
っ
て
「
和
御
霊
」
の
発
現
を
希
こ
い
ね
がう

こ
と
に
な
ろ
う
。

素
よ
り
三
輪
山
の
神
と
朝
廷
の
関
係
に
は
複
雑
な
も
の
が
あ
り
、
三
輪
山
の
神
の
「
荒
御
霊
」
は
し
ば
し
ば
朝
廷
に
熾
烈
な
祟
り
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
都
の

あ
っ
た
大
和
の
国
を
去
っ
て
近
江
の
国
に
遷
都
す
る
に
あ
た
り
、
大
和
の
国
魂
で
あ
る
三
輪
山
の
神
の
顔
色
を
伺
う
こ
と
は
、
当
然
あ
り
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
行
旅
に
お
け
る
国
魂
の
働
き
に
よ
っ
て
だ
け
、
近
江
遷
都
歌
が
説
き
き
れ
な
い
こ
と
は
、
森
論
文
も
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
こ
と
か
ら

国
魂
の
あ
り
方
や
そ
の
祭
祀
の
あ
り
方
が
、
か
な
り
浮
き
彫
り
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。

守
護
を
希
う
歌
と
守
護
を
誓
う
歌

　
右
の
よ
う
に
行
旅
に
際
し
て
国
魂
に
守
護
を
祈
願
す
る
事
例
が
あ
り
、
国
魂
が
そ
れ
を
守
護
す
る
と
い
う
事
例
が
あ
る
の
で
、
こ
の
遷

都
に
際
し
て
の
祭
式
の
次
第
は
、
基
本
的
に
朝
廷
側
が
国
魂
の
守
護
を
希
う
歌
を
う
た
い
、
こ
れ
に
対
し
て
国
魂
が
朝
廷
側
を
守
護
す
る
と
述
べ
る
歌
を
う
た
っ
て
い
る
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
大
和
を
旅
立
つ
朝
廷
側
が
、
国
魂
の
三
輪
山
の
神
に
愛
顧
を
願
っ
て
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
を
う
た
う
と
、

こ
れ
に
対
し
て
国
魂
の
三
輪
山
の
神
の
側
が
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
を
う
た
っ
て
朝
廷
を
祝
福
し
て
そ
の
前
途
を
守
護
す
る
と
誓
っ
た
、
と
想
定
で
き
よ
う
。
こ
の

よ
う
に
打
て
ば
即
座
に
応
え
る
構
造
こ
そ
、
見
事
に
相
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
、　
朝
廷
側
の
求
め
は
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
三
輪
側
の
「
即す
な
はち
」
＝
直
ち
に
「
和あ
は

す

る
歌
」
で
見
事
に
「
和あ
は

せ
」
ら
れ
て
い
る
。

か
な
り
端
折
っ
た
言
い
方
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
近
江
遷
都
歌
と
そ
の
題
詞
・
左
注
か
ら
伺
わ
れ
る
儀
礼
の
趣
旨
と
基
本
的
な
流
れ
は
、
お
よ
そ
右
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

三

　神
山
と
里

１
　
古
代
の
山
と
里

「
見
る
」
こ
と
の
呪
性

　〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
歌
〉
は
、
三
輪
山
を
「
つ
ば
ら
に
も
見
つ
つ
行
か
む
」・「
し
ば
し
ば
も
見
放
け
む
」
と
、
執
拗
に
三
輪
山
を
「
見
る
」
こ

と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

「
見
る
」
こ
と
の
呪
性
・
タ
マ
フ
リ
的
機
能
に
つ
い
て
は
、『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』﹇
土
橋
寛
﹈
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
古
代
的
知
見
」﹇
中
西
進
﹈
と

「
三
輪
山
と
『
万
葉
集
』」﹇
中
西
進
﹈
が
、
古
代
文
学
に
お
け
る
「
見
る
」
こ
と
の
意
味
を
広
く
論
じ
て
い
る
。
近
江
遷
都
歌
に
限
定
し
て
い
う
と
、
額ぬ
か
た田

の
王

お
ほ
き
みが

巫
祝
的

な
立
場
か
ら
、
三
輪
山
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
め
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
祝
福
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
暗
雲
が
除
か
れ
た
三
輪
山
を

「
見
」
て
賛
美
し
よ
う
と
し
、「
国
家
安
平
」
の
た
め
に
三
輪
山
の
神
の
加
護
を
期
待
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
、
そ
れ
に
寄
り
添
う
よ
う

に
「
我わ

が
背せ

」
＝
中な

か
の

大お
ほ
え兄

の
皇み

こ子
が
よ
く
見
え
る
と
い
っ
て
い
る
、
と
説
く
。

土
橋
に
し
ろ
中
西
に
し
ろ
、
近
江
遷
都
歌
の
三
首
は
、
祭
祀
的
・
呪
的
な
場
に
大
き
く
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
論
じ
て
い
る
。

神
山
と
里

　
近
江
遷
都
歌
の
祭
祀
的
な
構
造
を
解
く

は
、
神
山
と
里
が
基
本
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
知
る
こ
と
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
も

山
の
神
に
は
和に
ぎ
み
た
ま

御
霊
と
荒あ

ら

御み
た
ま霊

の
両
面
が
あ
り
、
里
人
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
幸さ

ち

を
与
え
る
和
御
霊
の
発
現
を
希

こ
い
ね
がう

こ
と
に
な
る
。

２
　
北
東
北
地
方
の
神
山
と
里

岩
手
の
三
山
伝
説
　〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
に
よ
る
と
、
雲
が
神
山
を
隠
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
雲
が
神
山
を
隠
す
事
例
と
し
て
、
岩
手
県
の
三
つ
の
神
山

を
め
ぐ
る
三
角
関
係
の
伝
説
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
姫ひ
め

神か
み
さ
ん山

は
女
神
で
、
こ
の
女
神
を
恋
慕
す
る
の
が
男
神
の
岩い

わ
て
さ
ん

手
山
と
早は

や

池ち

峰ね
さ
ん山

で
あ
る
。
こ
の
女
神
は
気
が
変
わ
り
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や
す
く
、
日
に
よ
っ
て
恋
す
る
男
神
が
変
わ
っ
た
。
そ
れ
で
、
姫
神
山
が
岩
手
山
に
秋
波
を
送
る
時
は
岩
手
山
は
気
を
よ
く
し
て
晴
れ
る
け
れ
ど
も
、
早
池
峰
山
が
不
機
嫌

に
な
っ
て
雲
に
よ
っ
て
姿
を
現
さ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
逆
に
姫
神
山
が
早
池
峰
山
に
心
を
向
け
る
時
は
早
池
峰
山
が
晴
れ
る
け
れ
ど
も
、
岩
手
山
は
雲
に
よ
っ
て
姿
を
現

さ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
岩
手
県
を
代
表
す
る
三
つ
の
神
山
は
、
同
時
に
晴
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。

こ
の
三
山
伝
説
は
一
見
す
る
と
た
わ
い
な
い
山
の
恋
物
語
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
語
っ
て
き
た
里
人
に
と
っ
て
は
、
神
山
の
天
候
次
第
で
変
わ
る
生
活
を
慮
お
も
ん
ぱ
から

ざ
る
を
え
な
い
生
活
習
慣
が
横
た
わ
っ
て
い
よ
う
。
素
よ
り
、
晴
天
の
神
山
が
そ
の
里
に
恵
み
を
も
た
ら
し
、
曇
天
・
雨
天
・
山
荒
れ
が
里
に
不
毛
を
も
た
ら
す
、
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。

岩
木
山
の
伝
承

　『
岩
木
山
の
神
と
鬼
』﹇
畠
山
」
に
よ
る
と
、
青
森
県
津つ
が
る軽

地
方
の
国
魂
と
も
い
う
べ
き
神
山
の
岩い

わ
き
さ
ん

木
山
を
中
心
に
し
て
同
様
の
伝
承
が
多
数
語
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
は
、
津
軽
で
は
昔
か
ら
旧
六
月
に
至
っ
て
も
岩
木
山
頂
が
曇
る
と
き
は
、
必
ず
凶
作
だ
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

「
近
世
津
軽
領
の
「
天
気
不
正
」
風
説
に
関
す
る
試
論
」﹇
長
谷
川
成
一
﹈
に
よ
る
と
、
岩
木
山
の
天
気
不
正
＝
不
順
の
原
因
は
、
山
の
神
へ
の
不
敬
に
あ
る
と
い
う
。
す

な
わ
ち
、
岩
木
山
の
神
域
か
ら
湧
き
出
す
温
泉
に
多
数
の
人
が
入
っ
た
り
、
そ
の
温
泉
に
食
料
の
禽
獣
を
持
ち
込
ん
だ
り
、
岩
木
山
の
神
域
で
狩
猟
を
し
た
り
、
鉱
石
・
山

菜
・
紫
根
・
薬
草
・
雪
な
ど
を
山
の
神
に
無
断
で
採
取
し
た
り
す
る
と
、
山
の
神
の
怒
り
に
あ
い
、
天
気
不
順
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

岩
木
山
に
限
ら
ず
、
天
明
期
（
一
七
八
一
〜
八
）
の
古こ
が
け
や
ま

懸
山
（
平ひ

ら
か
わ川

市
碇い

か
り

ヶ
関せ

き

）
の
巨
木
伐
採
の
折
も
、
天
気
不
正
の
風
説
と
し
て
伐
採
を
命
じ
た
弘
前
藩
の
不
敬
に

よ
る
山
の
神
の
祟
り
が
流
布
し
て
い
た
。

丹
後
日
和

　
ま
た
「
金
木
屋
日
記
」
安
政
五
年
（
一
八
五
六
）
六
月
十
三
日
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

白し
ら
か
み
さ
ん

神
山
の
南
方
に
白
雲
が
棚
引
き
、
大
雨
が
降
り
続
い
て
、
困
っ
て
い
る
。
五
年
前
も
五
月
に
雨
続
き
で
、
土
用
に
入
っ
て
も
大
雨
に
な
っ
た
。
こ
の
時
の
天
候
不
順

の
原
因
は
、
大お
お
た
き滝

股ま
た

の
金
山
を
隠
れ
て
掘
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
今
回
の
凶
事
は
、「
丹た

ん

後ご
も
の者

」
が
領
内
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
神
山
の
天
気
不
正
は
里
人
に
被
害
を
与
え
、
そ
の
原
因
を
神
山
の
聖
域
を
犯
す
と
い
う
禁
忌
を
破
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、「
丹た

ん

後ご
も
の者

」
＝
丹
後
の
国
出
身
の
者
が
領
内
に
入
る
と
、
岩
木
山
の
神
が
怒
っ
て
天
気
不
正
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
丹た
ん
ご後

船ぶ
ね

」
と
も
「
丹た

ん
ご後

日び
よ
り和

」
と
も
い
い
、『
日
本
民
俗
大
辞
典
下
』
所
収
の
「
丹た

ん
ご後

船ぶ
ね

」﹇
酒
向
伸
行
﹈
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

青
森
県
西
・
北
津
軽
郡
の
俗
信
。
丹
後
日
和
に
同
じ
。
山
椒
大
夫
伝
説
を
背
景
と
し
、
岩
木
山
の
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
安
寿
（
あ
る
い
は
厨
子
王
姉
弟
）
が
丹
後
由

良
の
山
椒
大
夫
の
も
と
で
酷
使
さ
れ
た
が
た
め
、
岩
木
山
の
神
は
丹
後
の
国
の
者
を
嫌
う
と
い
い
、
丹
後
船
が
津
軽
の
地
に
入
る
と
天
候
が
崩
れ
風
雨
が
続
き
、
海
上

は
大
荒
れ
に
な
る
と
い
う
。

『
津
軽
編
覧
日
記
』﹇
木
立
守
貞
﹈
の
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
六
月
九
日
の
条
に
よ
る
と
、
丹
後
の
国
出
身
の
高た

か
ぎ城

孫ま
ご
し
ろ
う

四
郎
が
巡

じ
ゅ
ん

見け
ん
し使

と
し
て
弘ひ

ろ
さ
き前

領
に
入
る
と
、
岩
木
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山
の
神
が
「
丹
後
者
」
を
「
忌い

み

嫌き
ら
ひ、

御
国
巡
り
之
内
、
天
気
快
晴
ニ
候さ

う
ら
へ
ど
も

得
共
、
岩
木
山
ハ
始
終
曇
り
、
御

お
や
ま
の
か
た
ち

山
形
不あ

ら
は
れ
ず

顕
、
御
許
シ
不な

さ被
成れ

ず

」、
そ
れ
で
孫
四
郎
は
「
御み

め
ぐ
り廻

中

至い
た
っ
て而

御お
ん
お
そ恐

レ
御

お
ん
つ
つ
し
み慎

之の

由よ
し

」
と
あ
る
。

以
上
の
岩
木
山
な
ど
の
神
山
の
荒
れ
は
、
山
の
神
の
「
荒あ
ら

御み
た
ま霊

」
の
側
面
の
発
現
に
あ
り
、
そ
の
発
現
の
原
因
が
さ
ま
ざ
ま
な
山
の
禁
忌
を
犯
す
里
人
の
側
に
あ
る
、
と

説
か
れ
て
い
る
。

泣
き
面
山

　
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
山
と
し
て
、
岩
木
山
の
麓
に
俗
に
「
泣な

き
面つ

ら
や
ま山

」
と
い
う
山
が
あ
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
こ
の
山
に
雲
が
か
か
る
と
決
ま
っ
て
さ
ら
に

悪
化
し
、
涙な
み
だ
あ
め雨が

降
る
と
い
う
。
こ
の
泣
き
面
山
の
伝
承
も
、
山
の
神
の
荒
御
霊
の
側
面
の
発
現
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
泣
き
面
山
の
伝
承
は
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
よ

う
で
、
里
の
生
活
の
目
安
に
さ
れ
て
い
る
。

神
山
の
保
全

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
岩
手
の
三
山
伝
説
も
、
神
山
の
天
気
不
順
を
気
ま
ぐ
れ
な
神
々
の
恋
に
求
め
た
だ
け
で
、
そ
の
背
後
に
は
山
の
神
の
機
嫌
次
第
で
変
わ

る
天
候
が
里
の
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
に
こ
そ
、
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
ろ
う
。

そ
し
て
、
山
の
神
の
機
嫌
を
損
ね
な
い
よ
う
に
、
聖
域
や
禁
忌
を
守
り
、
神
山
の
保
全
に
力
を
尽
く
し
、
神
の
加
護
を
願
っ
て
い
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
博
捜

す
れ
ば
も
っ
と
多
く
見
つ
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
気
ま
ぐ
れ
な
暴
君
の
「
山
の
神
」
が
弱
い
立
場
の
夫
か
ら
み
て
恐
妻
の
代
名
詞
に
な
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
神
山
と

里
と
の
関
係
を
土
台
に
し
て
い
よ
う
。

四

　〈国
見
歌
〉
と
〈
山
見
歌
〉

１
　
理
想
を
描
く
歌

〈
国
見
歌
〉　
近
世
や
近
代
の
一
地
域
の
伝
承
を
古
代
文
学
に
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
こ
と
は
、
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
古
代
的
な
発
想
は
民
俗
に
根
差
す
こ
と

が
多
い
の
で
、
後
世
の
民
俗
の
発
想
を
古
代
的
な
発
想
を
知
る
手
掛
か
り
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
許
さ
れ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、〈
大
和
は
国
の
真ま

秀ほ

ろ
ば
の
歌
〉（
記
30
）
は
、
神
山
と
里
（
国
）
の
あ
る
べ
き
円
満
な
関
係
と
し
て
国
見
儀
礼
で
う
た
わ
れ
て
い
た
。

大や
ま
と和

は
　
国
の
真ま

秀ほ

ろ
ば
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
の
国
は

　
国
々
の
中
で
最
も
優
れ
て
い
る
。

畳た
た

な
づ
く

　
青あ

を
が
き垣

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
な
り
あ
っ
た

　
青
い
垣
根
の
山
だ
。

山
籠ご

も
れ
る

　
大
和
し
美う

る
はし

。（
記
30
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
山
々
の
中
に
籠
っ
て
い
る

　
大
和
は
美
し
い
。

「
畳た

た

な
づ
く
青あ

を
が
き垣

」
と
は
、
大
和
の
国
を
取
り
巻
く
青
々
と
し
た
十
全
の
神
山
の
姿
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
神
の
群む

ら
や
ま山

に
囲
ま
れ
た
大
和
の
国
土
（
里
々
）
は
、

豊
饒
に
恵
ま
れ
て
「
美う
る
はし

」
く
あ
り
、「
国
の
真ま

秀ほ

ろ
ば
」
だ
、
と
賛
美
し
て
い
る
。
こ
の
独
立
歌
謡
と
し
て
の
〈
大
和
は
国
の
真
秀
ろ
ば
の
歌
〉
は
、
初
春
の
国
見
儀
礼

で
大
和
の
国
の
里
々
が
神
山
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
繁
栄
す
る
こ
と
を
予
祝
し
た
神
歌
・
儀
礼
歌
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
初
春
に
神
山
と
国
（
里
）
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
う
た
う
の
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
神
山
が
常
に
十
全
で
あ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
山

の
神
は
、
和に
ぎ
み
た
ま

御
霊
の
み
な
ら
ず
荒あ

ら

御み
た
ま霊

を
も
発
現
し
て
里
人
に
祟
っ
て
い
た
。

〈
山
見
歌
〉　
次
の
よ
う
な
〈
山
見
歌
〉（
紀
77
）
も
ま
た
、
右
の
神
山
と
里
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
描
い
て
い
る
。

隠こ
も
り
く国

の
　
泊は

つ

瀬せ

の
山
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
隠
国
の
）　
泊
瀬
の
山
は
、

出い

で
立
ち
の

　
宣よ

ろ

し
き
山
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
で
立
つ
よ
う
に
　
美
し
い
山
だ
。

走わ
し

り
出で

の
　
宜よ

ろ

し
き
山
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
走
り
出
す
よ
う
に

　
美
し
い
山
、

隠こ
も
り
く国

の
　
泊は

つ

瀬せ

の
山
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
（
隠
国
の
）　
泊
瀬
の
山
は
、

あ
や
に
う
ら
妙く

は

し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
当
に
美
し
い
。

あ
や
に
う
ら
妙
し
。（
紀
77
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
当
に
美
し
い
。

こ
れ
は
単
に
泊
瀬
山
の
美
し
さ
を
賛
美
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
山
の
草
花
を
繁
ら
す
十
全
の
美
し
い
山
の
神
か
ら
里
に
恩
恵
を
与
え
て
も
ら
お
う
と
す
る
呪
歌
・
儀
礼

歌
だ
ろ
う
。

右
の
〈
山
見
歌
〉
に
つ
い
て
『
全
注
釈
―
書
紀
編
―
』﹇
土
橋
寛
﹈
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
花
や
青
葉
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
そ
の
生
命
力
を
強
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
タ
マ
フ
リ
の
信
仰
が
あ
り
、
花
見
・
山
見
が
集
団
的
に
も
、
個
人
的
に
も
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
花
讃
め
、
山
讃
め
、
国
讃
め
の
歌
は
生
ま
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
見
る
人
と
見
ら
れ
る
花
や
青
葉
な
い
し
山
と
の
間
に
は
、「
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
霊
魂
ま
た
は
心
の
交
流
が
成
立
し
、
両
者
は
恋

人
同
士
の
よ
う
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
」。

２
　
荒
れ
も
描
く
歌

〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉
へ
の
転
用

　
と
こ
ろ
が
こ
の
山
見
歌
・
山
讃
め
の
歌
が
、
万
葉
歌
で
若
干
の
句
を
付
加
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉（
十
三
―
３
３
３
１
）

に
転
用
さ
れ
て
い
る
。

隠こ
も

り
国く

に

　
泊は

つ

瀬せ

の
山
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
隠
り
国
）　
泊
瀬
の
山
は
、

青あ
を

幡は
た

の
　
忍お

さ
か坂

の
山
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
青
幡
の
）　
忍
坂
の
山
は
、

走は
し

り
出で

の
　
宜よ

ろ

し
き
山
の
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
走
り
出
す
よ
う
に

　
美
し
い
山
、

出い

で
立
ち
の
　
妙く
は

し
き
山
ぞ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
で
立
つ
よ
う
に

　
美
し
い
山
だ
。

可あ

た惜
ら
し
き
　
山
の
　
荒
れ
ま
く
惜を

し
も
。（
十
三
―
３
３
３
１
）　
　
も
っ
た
い
な
い

　
こ
の
山
の

　
荒
れ
て
ゆ
く
の
が
惜
し
い
。
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『
全
注
釈
―
書
紀
編
―
』﹇
土
橋
﹈
は
、
こ
の
〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉
の
「
可あ

た惜
ら
し
き
山
の
荒
れ
ま
く
惜
し
も
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
せ
っ
か
く
花
や
青
葉

の
美
し
い
、
生
命
力
に
満
ち
た
山
で
あ
る
の
に
、「
見
る
」
こ
と
を
通
じ
て
魂
を
通
わ
せ
合
っ
た
人
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
の
の
ち
は
生
命
力
を
失
っ
て
、
花
や

青
葉
を
つ
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
惜
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
山
が
「
荒
れ
る
」
と
は
、
山
が
生
命
力
を
失
っ
て
衰
え
る
こ
と
で
、

具
体
的
に
は
木
が
枯
れ
た
り
、
花
が
咲
か
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
」。

し
か
し
朝
夕
、
神
山
を
見
て
い
た
人
が
死
ん
だ
た
め
に
、
神
山
が
生
命
力
を
失
っ
て
し
ま
う
、
と
古
代
人
は
本
当
に
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
神
山
と
里
人
の
因
果
関
係

は
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
挽
歌
が
う
た
わ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
挽
歌
の
主
役
（
死
者
）
が
神
山
＝
泊
瀬
山
・
忍
坂
の
山
の
禁
忌
を
犯
し

て
祟
ら
れ
て
死
去
し
た
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
山
の
神
の
不
興
が
神
山
の
荒
れ
を
本
格
的
に
招
く
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
惜
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

人
の
死
を
悼
む
挽
歌
と
し
て
は
熟
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
巻
十
三
に
は
し
ば
し
ば
古
体
を
帯
び
る
五
・
三
・
七
止
め
が
見
ら
れ
、
万
葉
歌
よ
り
古
層
に
位

置
す
る
記
紀
歌
謡
に
通
じ
て
い
て
、
い
さ
さ
か
不
合
理
で
稚
拙
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
理
想
的
な
神
山
の
荒
れ
を
惜
し
む
こ
と
で
、
神
山
と
人
の
関

係
に
破
綻
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
死
に
、
そ
の
死
を
こ
の
歌
に
よ
っ
て
惜
し
み
悼
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
神
山
は
し
ば
し
ば
荒
御
霊
の
側
面
を
発
揮
す
る
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
、神
山
と
人
の
関
係
は
恋
人
同
士
の
よ
う
な
関
係
な
ど
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
ろ
う
。

東
歌
の
〈
守
る
山
の
歌
〉　
右
の
〈
山
見
歌
〉
の
系
列
に
あ
る
歌
と
し
て
、
次
の
東あ
づ
ま
う
た歌の

〈
守も

る
山
の
歌
〉（
十
四
―
３
４
３
６
・
上か

み
つ
け
の野の

国
の
歌
・
譬
喩
歌
）
が
あ
る
。

し
ら
と
ほ
ふ

　
小を

に
ひ
た
や
ま

新
田
山
の

　
守も

る
山
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
し
ら
と
ほ
ふ
）
小
新
田
山
の
　
人
が
守
っ
て
い
る
山
、

末う
ら
が枯

れ
せ
な
な
。
常と

こ
は葉

に
も
が
も
。（
十
四
―
３
４
３
６
）　

　
　
　
　
そ
の
山
の
よ
う
に
末
枯
れ
し
な
い
で
ほ
し
い
。
そ
の
よ
う
に
う
ら
若
く
あ
っ
て
ほ
し
い
。

こ
の
「
し
ら
と
ほ
ふ
」
と
い
う
枕
詞
で
賛
美
さ
れ
た
「
小
新
田
山
」
は
神
山
で
、
人
が
心
し
て
「
守も

る
山
」
な
の
で
、
山
は
枝
や
葉
の
先
ま
で
枯
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に

瑞
々
し
く
あ
り
た
い
、
と
い
う
。
こ
こ
で
は
里
人
が
こ
の
神
山
の
保
全
を
図
っ
て
山
の
荒
れ
る
こ
と
を
極
力
避
け
、
常
緑
で
あ
ら
せ
た
い
、
と
願
っ
て
い
る

そ
し
て
こ
の
理
想
的
な
保
全
さ
れ
た
神
山
の
あ
り
方
が
譬
喩
歌
に
転
化
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
恋
人
が
う
ら
若
く
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
神
の
山
は
里
に
恵
み
を
与
え
な
が
ら
も
、
山
の
神
が
何
ら
か
の
こ
と
を
切
っ
掛
け
に
し
て
い
つ
「
末う
ら

枯が

れ
」
し
て
荒
れ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

〈
泣
く
児
守
る
山
の
歌
〉　
そ
こ
で
神
山
を
整
っ
た
十
全
の
山
に
す
る
た
め
に
、
や
た
ら
に
泣
き
わ
め
く
子
を
あ
や
す
よ
う
に
里
人
が
心
配
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と

を
う
た
っ
た
の
が
、
次
の
〈
泣
く
児こ

守も

る
山
の
歌
〉（
十
三
―
３
２
２
２
）
で
あ
る
。

三み

諸も
ろ

は
　
人
の
守も

る
山
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
諸
は

　
人
が
見
守
る
山
。

本も
と
へ辺

に
は
　
馬あ

し

び
酔
木
花
咲
き
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
の
あ
た
り
に
は

　
馬
酔
木
の
花
が
咲
き
、

末す
ゑ

辺へ

に
は
　
椿

つ
ば
き

花
咲
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
の
あ
た
り
に
は
、
椿
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
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う
ら
妙く

は

し
　
山
そ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
に
美
し
い

　
山
だ
。

泣
く
児
守も

る
山
。（
十
三
―
３
２
２
２
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泣
く
児
を
見
守
る
よ
う
に
人
が
見
守
る
こ
の
山
は
。

「
三み

諸も
ろ

」
は
神
山
の
こ
と
で
、
そ
の
麓
か
ら
頂
き
に
か
け
て
全
山
が
花
で
彩
ら
れ
、「
う
ら
妙く

は

し
」
＝
整
っ
た
美
し
さ
に
満
た
さ
れ
て
い
る
、
と
賛
美
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
「
三み

諸も
ろ

」
＝
神
山
は
、「
人
の
守も

る
山
」
＝
里
人
の
保
全
す
る
山
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
泣
く
児
守も

る
山
」
＝
泣
く
児
を
あ
や
す
よ
う
に
里
人
が
保
全
す
る
山
だ
、
と
も

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

速
須
佐
之
男
の
「
啼
き
い
さ
ち
」　「
三
輪
山
と
『
万
葉
集
』」﹇
中
西
﹈
に
よ
る
と
、「
泣
く
児
守も

る
山
」
の
「
泣
く
児
」
と
し
て
速は

や
す
さ
の
を

須
佐
之
男
の
命み

こ
とを

想
定
し
て
い
る
。
神

代
記
上
に
よ
る
と
、
こ
の
山
海
の
神
は
生
ま
れ
て
以
来
、
大
人
に
な
る
ま
で
「
啼な

き
い
さ
ち
き
。
其
の
泣
く
状さ

ま

は
青あ

を
や
ま山

は
枯か

ら

山や
ま

如な

す
泣
き
枯
ら
し
、
河か

は

海う
み

は
悉

こ
と
ご
とに

泣
き
乾ほ

し

き
」
と
い
っ
た
状
態
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
速
須
佐
之
男
の
神
は
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
つ
海
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
山
の
神
で
も
あ
り
、
山
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
あ
り
方
は
、
時
に
は
「
う
ら
妙く
は

し
」
＝
霊
妙
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
泣
く
児
」
の
ご
と
き
荒
ぶ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

素
よ
り
機
嫌
が
よ
く
て
笑
う
状
態
で
も
桁
違
い
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
し
、「
枯か
ら
や
ま山

は
青
山
如な

す
笑
ひ
繁
ら
せ
、
河か

は

海う
み

は
悉

こ
と
ご
とに

笑
ひ
満
た
す
」
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
里
人

は
「
泣
く
児
」
を
見
守
る
よ
う
に
山
海
の
神
を
大
切
に
見
守
り
、
そ
の
機
嫌
の
よ
さ
、
十
全
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
里
に
幸さ
ち

を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
も
里
人
が
気
を
許
し
て
何
ら
か
の
禁
忌
を
犯
す
と
、
山
の
神
は
泣
く
児
の
よ
う
に
機
嫌
を
損
ね
、
直
ち
に
馬あ

し

び
酔
木
や
椿
の
花
の
咲
く
「
青
山
」
を
「
枯か

ら
や
ま山

」
に
さ

せ
、「
荒
れ
ま
く
惜
し
」
の
状
態
に
し
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
前
述
し
た
「
泣な

き
面つ

ら
や
ま山

」
の
伝
承
は
、
こ
の
古
代
以
来
の
「
泣
く
児
守も

る
山
」
の
考
え
方
を
揺
曳
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
気
難
し
い
山
の
神
は
恐

る
べ
き
赤
子
・
幼
児
と
み
ら
れ
、
そ
の
笑
い
方
や
泣
き
方
の
程
度
が
、「
青
山
」
か
ら
「
枯か
ら
や
ま山

」
に
至
る
山
の
栄
え
と
荒
れ
に
反
映
し
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
里
の
生
活
を
左

右
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

ま
た
こ
う
し
て
み
る
と
、〈
守も

る
山
の
歌
〉
と
〈
泣
く
児
守も

る
山
の
歌
〉
は
、
山
の
神
の
和
御
霊
の
発
現
を
願
っ
て
慶
び
つ
つ
も
、
荒
御
霊
の
荒
れ
す
さ
ぶ
こ
と
を
惜
し

ん
で
い
る
と
い
う
点
で
、〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉（
十
三
―
３
３
３
１
）
と
同
位
相
に
あ
る
、
と
わ
か
る
。

両
面
を
も
つ
三
諸
山

　
こ
の
よ
う
に
三み

諸も
ろ

の
山
・
神
山
は
、
正
＝
和
御
霊
と
負
＝
荒
御
霊
の
両
面
を
も
っ
て
お
り
、
里
人
は
児
が
「
泣
く
」
と
い
う
負
の
面
を
避
け
る
よ
う

に
神
の
機
嫌
取
り
に
ひ
た
す
ら
努
め
、
理
想
的
な
青
山
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

五

　山
を
隠
す
雲

加
護
と
祟
り
の
前
兆
　
以
上
の
よ
う
に
、
旅
に
出
る
に
し
ろ
、
里
で
住
み
続
け
る
に
し
ろ
、
神
と
里
（
国
）
の
関
係
を
み
て
く
る
と
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉

の
位
相
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
神
山
・
国
魂
が
麗
姿
を
里
人
に
見
せ
な
が
ら
、
人
々
を
加
護
・
守
護
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
反
面
、
人
々
が
禁
忌
を
破
っ
た
り
し
た
時
は
、
神
山
・
国
魂
の
祟
り
が
あ
り
、
人
々
は
こ
の
祟
り
を
恐
れ
て
も
い
た
。
そ
し
て
そ
の
祟
り
の
前
兆
の
一
つ
が
、
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雲
に
よ
っ
て
神
山
が
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

「
見
る
」「
見
放
く
」
に
集
中

　〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
歌
〉
の
前
半
部
の
句
の
あ
ら
か
た
は
、「
見み

」「
見み

放さ

く
」
に
懸
か
っ
て
い
る
。
ま
ず
三
輪
山
に
呼
び
か
け
て
賛
美

し
た
「
味う
ま

酒さ
け

三
輪
の
山
」
は
、
こ
の
山
を
「
見み

」「
見み

放さ

く
」
に
懸
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
の
山
を
賛
美
し
た
「
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
」
を
承
け
る
「
山
の
際ま

に
」

と
「
道
の
隈く
ま

」
は
、「
隠か

く

る
ま
で
」
と
「
い
積
も
る
ま
で
に
」
に
懸
か
り
、
そ
し
て
こ
の
両
句
も
結
局
は
「
見
」「
見
放
く
」
に
懸
か
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
長
歌
の
後
半
部
と
反
歌
で
は
、
三
輪
山
を
「
隠か
く

す
」
が
一
度
、
反
復
・
継
続
の
「
ふ
」
を
伴
っ
た
「
隠か

く

さ
ふ
」
が
二
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
明
日
香
の

旧
都
＝
岡
本
の
宮
を
出
立
し
て
か
ら
大
和
を
見
納
め
に
す
る
奈
良
山
に
至
る
ま
で
、三
輪
山
は
終
始
雲
に
覆
わ
れ
て
い
た
、と
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
三
輪
山
を
「
つ

ば
ら
に
も
」「
し
ば
し
ば
も
」「
見
つ
つ
」「
見
放
け
む
」
＝
見
晴
る
か
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

秀
麗
な
山
の
賛
美
と
加
護

　
と
す
る
と
こ
の
長
歌
の
前
半
部
は
、
秀
麗
な
山
容
を
誇
る
三
輪
山
を
「
見み

」「
見み

放さ

く
」
こ
と
を
願
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
晴
天
の
下
に
そ

の
十
全
の
姿
を
望
ん
で
賛
美
す
る
こ
と
で
あ
り
、
三
輪
山
の
和
御
霊
の
加
護
を
熱
望
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

山
を
隠
す
雲
＝
山
の
神
の
不
興

　
し
か
し
長
歌
の
後
半
部
は
、
二
つ
の
逆
接
の
接
続
助
詞
「
を
」
を
境
に
し
て
雲
が
山
容
を
隠
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
今
ま
で
の
例

で
は
山
の
曇
り
は
山
の
神
の
荒
御
霊
の
発
現
・
山
の
神
の
祟
り
の
前
兆
で
あ
り
、
神
の
不
興
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
雲
を
必
死
に
な
っ
て
払
お
う
と
す
る
。

雲
を
操
る
山
の
神

　
こ
の
雲
を
払
お
う
と
す
る
後
半
部
は
、
反
歌
で
改
め
て
反
復
さ
れ
、
神
格
（
？
）
を
も
つ
「
雲
」
に
異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

長
歌
の
前
半
部
は
三
輪
山
に
焦
点
を
当
て
て
「
見
」「
見
放
け
む
」
と
賛
美
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
半
部
と
反
歌
で
は
そ
の
三
輸
山
を
隠
す
雲
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
明
日
香
の
旧
都
＝
岡
本
の
宮
を
出
立
し
て
か
ら
奈
良
山
に
至
る
ま
で
、
三
輪
山
は
一
貫
し
て
雲
に
隠
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
神
格
（
？
）
を
も
つ
「
雲
」

と
大
物
主
を
祭
る
三
輪
山
の
関
係
は
、
元
々
別
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
在
来
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
は
異
な
る
発
想
法
が
う
か
が
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
山
の

神
と
雲
は
本
来
一
体
の
も
の
で
、
雲
で
山
容
を
隠
し
た
り
、
雲
を
払
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
水
の
神
で
も
あ
る
山
の
神
の
意
の
ま
ま
だ
っ
た
。
と
く
に
三
輪
山
の
神
・
大
物

主
の
神
は
蛇
神
な
の
で
、
雲
霧
を
起
こ
し
、
雨
を
降
ら
す
こ
と
は
自
在
だ
っ
た
。

山
と
雲
の
分
離

　
で
は
ど
う
し
て
長
・
反
歌
で
は
、
山
と
雲
を
分
離
し
て
一
体
の
も
の
で
な
い
よ
う
に
述
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
三
輪
山
の
神
は
和
御
霊
そ
の
も
の

の
青
山
で
あ
り
、
雲
で
青
山
を
隠
し
て
不
興
を
示
す
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
三
輪
山
の
美
麗
さ
を
隠
す
の
は
山

の
神
と
無
縁
な
雲
の
意
地
の
悪
い
行
為
で
、
三
輪
山
は
む
し
ろ
迷
惑
し
て
い
る
と
い
う
論
法
の
よ
う
で
あ
る
。
神
山
と
雲
が
別
の
存
在
で
あ
る
と
言
い
な
す
こ
と
で
、
雲
を

自
在
に
動
か
せ
る
山
の
神
の
責
務
を
解
き
放
ち
、
山
容
が
見
え
な
い
こ
と
の
一
切
を
雲
の
責
任
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
論
法
を
用
い
て
、
三
輪
山
の
荒
御
霊
の
発
現
か

ら
和
御
霊
の
発
現
へ
と
逆
転
し
よ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

こ
の
負
か
ら
正
へ
の
転
換
が
、
ま
ず
長
歌
の
前
半
部
で
の
周
到
な
構
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
味う
ま

酒さ
け

三
輪
の
山
」
と
賛
美
し
な
が
ら
呼
び
か
け
、
そ
の
山
の

秀
麗
な
青
山
を
対
句
の
「
山
の
ま
に
い
隠か
く

る
ま
で
」・「
道
の
隈く

ま

い
積つ

も
る
ま
で
に
」
と
並
べ
て
承
け
、
さ
ら
に
も
う
一
度
対
句
の
「
つ
ば
ら
に
も
見み

つ
つ
行
か
む
」・「
し
ば

し
ば
も
見み

放さ

け
む
」
で
承
け
、
慎
重
に
構
え
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
続
く
後
半
部
と
反
歌
で
は
、
三
輪
山
の
神
と
雲
を
分
離
し
て
雲
に
向
か
っ
て
山
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
一
気
に
直
線
的
・
激
情
的
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

大
物
主
の
加
護
　
以
上
、
三
輪
山
を
覆
う
雲
を
払
っ
て
そ
の
青
山
を
「
見み

つ
つ
」・「
見み

放さ

け
む
」
＝
見
晴
る
か
す
こ
と
を
熱
望
す
る
の
は
、
三
輪
山
の
大
物
主
の
和
御
霊
を
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崇
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
発
現
・
加
護
を
希

こ
い
ね
がう

こ
と
だ
っ
た
。

六

　古
歌
謡
と
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
歌
〉

和
御
霊
と
荒
御
霊
の
働
き

　
以
上
の
よ
う
に
、
神
山
・
国
魂
と
里
（
国
）
の
関
係
を
み
、
そ
の
こ
と
を
う
た
う
歌
を
並
べ
て
み
る
と
、　
一
定
の
型
が
あ
る
と
わ
か
る
。
そ

れ
は
神
の
和
御
霊
と
荒
御
霊
の
働
き
を
軸
に
し
、
和
御
霊
の
恩
恵
に
浴
し
、
荒
御
霊
の
顕
現
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
一
覧
に
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
〈
山
の
神
（
和
御
霊
と
荒
御
霊
）
の
働
き
の
一
覧
表
〉
に
な
る
。

〈
山
の
神
（
和
御
霊
・
荒
御
霊
）
の
働
き
の
一
覧
表
〉

作
　
　
　
　
品
　
　
　
　
名

和
　
　
　
　
　
　
　
御
　
　
　
　
　
　
　
霊

荒
　
　
　
　
　
　
　
御
　
　
　
　
　
　
　
霊

〈
国
見
歌
〉

（
記
30
）

大
和
は
　
国
の
真
秀
ろ
ば
。

畳
な
づ
く
青
垣
。

山
籠
も
れ
る
　
大
和
し
美
し
。

〈
山
見
歌
〉

（
紀
77
）

隠
国
の
　
泊
瀬
の
山
は
、

出
で
立
ち
の
　
宜
し
き
山
。

走
り
出
の
　
宜
し
き
山
の
、

隠
国
の
　
泊
瀬
の
山
は
、

あ
や
に
う
ら
妙
し
。

あ
や
に
う
ら
妙
し
。

〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉

（
十
三
―
３
３
３
１
）

籠
り
国
　
泊
瀬
の
山
、

青
幡
の
　
忍
坂
の
山
は
、

走
り
出
の
　
宜
し
き
山
の
、

出
で
立
ち
の
　
妙
し
き
山
ぞ
。

可
惜
ら
し
き
　
山
の
　
荒
れ
ま
く
惜
し
も
。

〈
守
る
山
の
歌
〉

（
十
四
―
３
４
３
６
）

し
ら
と
ほ
ふ
　
小
新
田
山
の

守
る
山
の

常
葉
に
も
が
も
。

末
枯
れ
せ
な
な
。

〈
泣
く
児
守
る
山
の
歌
〉

（
十
三
―
３
２
２
２
）

三
諸
は
　
人
の
守
る
山
。

本
辺
は
　
馬
酔
木
花
咲
き
、

末
辺
は
　
椿
花
咲
く
。

う
ら
妙
し
　
山
そ
。

泣
く
児
守
る
山
。
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〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
歌
〉

（
一
―
17
）

味
酒
　
三
輪
の
山
。

あ
を
に
よ
し
　
奈
良
の
山
の
、

山
の
ま
に
　
い
隠
る
ま
で

道
の
隈
　
い
積
も
る
ま
で
に
、

つ
ば
ら
に
も
　
見
つ
つ
行
か
む
を
、

し
ば
し
ば
も
　
見
放
け
む
山
を
、

心
な
く
　
雲
の
　
隠
さ
ふ
べ
し
や
。

〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
反
歌
〉（
18
）

三
輪
山
を
　
然
も
隠
す
か
。
雲
だ
に
も

心
あ
ら
な
も
。
隠
さ
ふ
べ
し
や
。

二
つ
の
系
統

　
こ
の
一
覧
表
を
一
目
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、こ
れ
ら
の
歌
に
は
、二
つ
の
系
統
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
は
山
の
神
の
和
御
霊
の
働
き
に
よ
っ
て
里（
国
）

の
繁
栄
を
述
べ
る
歌
で
あ
り
、
そ
の
二
は
山
の
神
の
和
御
霊
の
働
き
を
前
半
に
出
し
な
が
ら
も
、
後
半
で
荒
御
霊
の
発
現
を
恐
れ
、
防
ご
う
と
す
る
歌
で
あ
る
。

一
つ
目
の
系
統
は
、
和
御
霊
の
活
動
す
る
理
想
像
を
う
た
う
こ
と
で
、
里
・
国
に
幸
を
も
た
ら
そ
う
と
い
う
も
の
で
、
初
春
の
国
見
儀
礼
な
ど
で
う
た
わ
れ
た
呪
祷
歌
で

あ
る
。

こ
れ
対
し
て
、
荒
御
霊
の
発
現
を
後
半
部
に
付
加
す
る
の
は
、
現
実
の
神
山
の
裏
面
を
示
す
も
の
で
、
そ
う
い
う
負
の
側
面
を
惜
し
み
、
補
正
し
て
正
の
状
態
を
回
復
し

よ
う
と
い
う
派
生
部
で
あ
る
。〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉〈
十
三
―
３
３
３
１
〉
は
巻
十
三
の
表
記
ど
お
り
に
挽
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
、〈
泣
く
児
守
る
山
の
歌
〉

（
十
三
―
３
２
２
２
）は
ど
ん
な
場
で
う
た
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
子
守
歌
と
す
る
説
も
あ
る
け
れ
ど
も
、こ
れ
も
初
春
の
山
見
儀
礼
で
う
た
わ
れ
た
呪
祷
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
の
祖
形

　
ま
た
こ
の
一
覧
表
か
ら
、
二
つ
目
の
系
統
に
入
る
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
の
雛
形
・
祖
形
と
し
て
、
大
和
の
国

の
〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉
と
〈
泣
く
児
守
る
山
の
歌
〉
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
こ
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
五
・
三
・
七
止
め
の
古
体
を
と
っ
て
い
る
。

ま
た
〈
山
見
歌
の
挽
歌
〉
の
場
合
は
、「
隠こ
も

り
国く

に

泊は
つ

瀬せ

の
山
、
青あ

を

幡は
た

の
忍お

さ
か坂

の
山
は
」
の
箇
所
に
「
味う

ま

酒さ
け

三
輪
の
山
」
を
は
め
込
む
と
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉

と
近
い
位
相
に
立
つ
。
こ
の
挽
歌
は
山
の
荒
れ
を
認
識
し
た
状
態
で
終
え
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
に
「
心
な
く
雲
の
隠
さ
ふ
べ
し
や
」
に
相
当
す
る
青
山
へ
の
回
復
の
文
言

が
あ
れ
ば
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
形
に
な
る
。

ま
た
、〈
泣
く
児
守
る
山
の
歌
〉
の
場
合
に
し
て
も
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
ほ
ど
に
酷
似
し
て
い
る
。「
三
諸
の
山
」
は
神
山
な

の
で
、
大
和
の
国
の
代
表
的
な
神
山
で
あ
る
三
輪
山
を
指
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
見
事
な
山
容
が
雲
に
隠
れ
て
泣な

き
面つ

ら
や
ま山

状
態
に
な
り
、
そ
し
て
本
格
的
に
「
泣
く

児
」
の
よ
う
に
悪
化
し
て
三
輪
の
大
物
主
が
荒
御
霊
を
発
揮
し
な
い
よ
う
に
「
守も

る
」
こ
と
を
し
て
い
る
。

子
守
り
役
の
発
想
　
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
こ
の
長
歌
の
後
半
部
と
反
歌
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
三
輪
山
と
雲
を
分
離
し
、
山
の
見
え
な
い
現
象
の
原
因
を
雲
に
転
化

し
て
い
る
の
は
、
例
え
て
い
え
ば
石
に
躓つ
ま
づい

て
泣
く
児
を
あ
や
す
時
に
、
躓
い
た
児
に
責
任
が
な
く
て
、
石
に
責
任
が
あ
る
よ
う
に
言
い
な
す
子
守
り
役
に
似
て
い
る
。〈
泣
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く
児
守
る
山
の
歌
〉
の
「
守も

る
」
と
は
、
こ
の
子
守
り
役
の
よ
う
に
泣
く
児
を
あ
や
し
て
笑
顔
を
取
り
戻
し
て
も
ら
い
、
そ
の
結
果
、
晴
天
の
も
と
に
青
山
を
回
復
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。

〈
山
見
歌
〉
の
天
智
朝
版

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
天
智
天
皇
の
代
作
者
と
し
て
額ぬ
か
た田

の
王

お
ほ
き
みが

詠
ん
だ
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
に
は
、
大
和
の
国
の
〈
山
見
歌
〉

と
い
う
呪
祷
歌
・
古
歌
が
雛
形
・
祖
形
と
し
て
あ
っ
た
、
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
基
本
的
に
は
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
的
な
〈
山
見
歌
〉

の
天
智
朝
版
の
衣
替
え
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

七

　三
輪
氏
側
の
祝
福

１
　
三
輪
氏
の
祝
福

三
輪
氏
の
祝
福

　
三
輪
山
が
賛
美
す
べ
き
十
全
の
姿
を
見
せ
て
祝
福
し
て
ほ
し
い
と
こ
れ
ほ
ど
熱
望
す
る
朝
廷
側
の
意
向
を
、
三
輪
氏
側
は
無
視
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
に
三
輪
の
神
が
丁
重
に
扱
わ
れ
、
そ
の
荒
御
霊
の
祟
り
を
恐
れ
、
そ
の
和
御
霊
の
発
動
を
願
う
天
皇
の
低
姿
勢
が
功
を
奏
し
、
三
輪
氏
側
は
大
い
に
感
動
し
て
気
を
よ

く
し
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
三
輪
氏
側
は
予
め
こ
の
長
・
反
歌
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
朝
廷
側
の
意
向
を
尊
重
し
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
「
和あ
は

す
る
歌
」
を
用
意
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
輪
山
に
縁ゆ

か
りあ

る
「
綜へ

麻そ

条が
た

」
を
詠
み
込
む
三
輪
地
方
の
定
番
の
恋
人
賛
美
の
恋
歌
を
転
用
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
、
三
輪
地
方
の
女
性
が
恋
人
・
夫
を
賛
美
し
た
恋
歌
が
そ
の
原
形
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
地
元
で
催
す
宴
で
客
人

を
歓
待
し
て
艶
っ
ぽ
く
賛
美
し
つ
つ
、
そ
の
繁
栄
を
予
祝
す
る
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
宴
席
の
延
長
線
上
に
近
江
遷
都
の
儀
礼
を
置
き
、
天

智
天
皇
を
賛
美
し
つ
つ
、
そ
の
御み

よ代
を
予
祝
す
る
歌
に
用
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

天
皇
の
英
姿

　
長
・
反
歌
と
の
対
応
か
ら
み
る
と
、
こ
の
「
和あ
は

す
る
歌
」
の
歌
意
は
奈
良
山
か
ら
は
三
輪
山
の
麗
姿
が
雲
に
邪
魔
さ
れ
て
見
え
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
三

輪
山
か
ら
は
雲
は
何
の
障
害
で
も
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
奈
良
山
の
天
皇
の
素
晴
ら
し
い
英
姿
す
ら
鮮
明
に
見
え
る
、
と
い
っ
て
い
る
。

国
風
の
奏
上

　
そ
し
て
こ
の
地
方
持
有
の
国く
に
ぶ
り風

の
奏
上
は
ま
た
、
天
皇
へ
の
服
属
を
も
意
味
し
て
い
た
。

２
　
吉
備
・
常
陸
の
祝
福

吉
備
の
黒
日
売
の
恋
歌

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
の
根
生
い
の
定
番
の
恋
歌
が
、
天
皇
を
恋
慕
し
、
そ
の
地
方
の
服
属
を
示
す
こ
と
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
万
葉
歌
よ
り
も

古
層
に
あ
る
記
紀
歌
謡
の
あ
り
方
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
仁
徳
記
に
お
け
る
吉き

び備
の
黒く

ろ
ひ日

売め

の
天
皇
恋
慕
の
歌
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
は
、
石い

は

之の

日ひ

売め

皇
后
の
嫉
妬
ゆ
え
に
、
吉
備
の
海あ

ま
べ部

の
直あ

た
ひ

の
娘
・

黒く
ろ
ひ
め

日
売
を
妃き

さ
きに

し
な
が
ら
も
、
実
家
に
帰
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
色
好
み
の
王
と
し
て
夫
婦
の
関
係
を
そ
れ
な
り
に
保
ち
、
吉き

び備
の
海あ

ま
べ部

の
直あ

た
ひと

の
関
係
も

修
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
密
か
に
吉
備
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
夫
婦
の
み
な
ら
ず
朝
廷
と
吉
備
が
和
楽
の
関
係
を
結
ん
だ
時
、
日
売
は
次
の
よ
う
な
歌
を
天
皇
に
献
上
し
た
。
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倭や
ま
と
へ方

に
　
西に

し風
吹
き
上
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
の
方
に
向
か
っ
て

　
西
風
が
吹
き
上
げ
て
、

雲
離は

な

れ
　
退そ

き
居を

り
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
は
違
く
に
離
れ
て
行
く
。
そ
の
雲
の
よ
う
に
あ
な
た
か
ら
遠
の
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、

我わ
れ

忘
れ
め
や
。（
記
55
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
は
あ
な
た
の
こ
と
を
忘
れ
よ
う
か
。
決
し
て
忘
れ
な
い
。

倭や
ま
と
へ方

に
　
往ゆ

く
は
誰た

が
夫つ

ま

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
の
方
に
　
通
っ
て
行
く
の
は
ど
な
た
の
夫
か
。

隠こ
も

り
処づ

の
　
下
よ
延は

へ
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隠こ

も

り
処づ

の
）　
密
か
に
思
い
を
大
和
の
女
に
馳
せ
て
、

往ゆ

く
は
誰た

が
夫つ
ま

。（
記
56
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
っ
て
行
く
の
は
ど
な
た
の
夫
か
。

宴
で
の
遊
女
の
歌

　『
日
本
歌
謡
の
研
究
』﹇
藤
田
徳
太
郎
﹈
は
、
こ
の
二
首
を
瀬
戸
内
海
の
遊
女
の
宴
席
で
の
歌
だ
と
推
定
し
、
今
日
で
は
通
説
化
し
て
い
る
。
吉
備
の
国

な
ど
の
港
々
の
酒
席
で
遊う

か

れ
行
女
婦め

た
ち
が
風
待
ち
、
潮
待
ち
す
る
旅
人
を
歓
待
し
、
そ
の
別
れ
に
際
し
て
右
の
よ
う
に
別
れ
が
た
い
こ
と
を
述
べ
、
旅
人
の
大
和
の
本
妻
に

嫉
妬
す
る
素
振
り
ま
で
見
せ
て
、
客
人
の
歓
心
を
買
っ
て
い
る
。

服
属
を
誓
う
歌

　
こ
の
遊
女
た
ち
の
代
表
的
な
二
首
の
独
立
歌
謡
は
、
大
和
の
天
皇
と
の
別
れ
に
際
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
首
に
よ
っ
て
天
皇
へ
の
深
い

愛
情
を
示
し
、
同
時
に
吉
備
の
海あ
ま
べ部

の
直あ

た
ひが

仁
徳
天
皇
に
服
属
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

〈
筑
波
嶺
の
か
げ
の
歌
〉　
平
安
時
代
に
も
こ
の
種
の
手
法
は
継
続
さ
れ
、『
古
今
和
歌
集
』
東あ
づ
ま
う
た歌に

そ
の
典
型
例
と
し
て
〈
筑つ

く
ば波

嶺ね

の
か
げ
の
歌
〉（
二
十
―
１
０
９
５
・

常ひ
た
ち陸

歌
）
が
あ
る
。

筑つ
く
ば
ね

波
嶺
の

　
此こ

の
面も

も
彼か

の
面も

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
波
嶺
の

　
こ
ち
ら
側
に
も
あ
ち
ら
側
に
も

か
げ
は
あ
れ
ど
、
君
が
み
か
げ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
事
な
影
・
景
色
（
木こ

か
げ陰

と
も
）
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
（
天
皇
と
も
）
の
影
・
姿
（
御
庇
護
と
も
）
に

増
す
か
げ
は
な
し
。（
古
今
集
二
十
―
１
０
９
５
）　

　
　
　
　
　
　
　
増
す
影
・
姿
（
御
庇
護
と
も
）
は
な
い
。

常
陸
の
恋
人
賛
美
の
歌

　
こ
の
歌
の
元
歌
・
素
性
は
、
常
陸
の
国
の
定
番
の
恋
人
賛
美
の
歌
謡
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
山
の
「
此こ

の
面も

・
彼か

の
面も

」
は
〈
山
見
の
歌
〉
よ
ろ
し

く
「
走は
し

り
出で

の
宜
し
き
山
（
走
り
出
す
よ
う
に
美
し
い
山
）、「
出い

で
立
ち
の
妙く

は

し
き
山
」（
出
で
立
つ
よ
う
に
美
し
い
山
）
の
よ
う
な
十
全
の
美
し
い
「
影
」
＝
景
色
を
も
っ

て
お
り
、
そ
れ
が
恋
人
の
凛
々
し
い
完
璧
な
「
影
」
＝
英
姿
を
導
い
て
い
る
。

な
お
、「
か
げ
」
を
木こ
か
げ陰

と
解
す
る
説
も
あ
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
通
説
化
し
て
い
る
。

賓
客
賛
美
の
歌
　
こ
れ
が
地
元
で
催
す
宴
で
遊う

か

れ

め

行
女
婦
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
る
と
、
主
賓
を
艶
っ
ぼ
く
賛
美
す
る
こ
と
に
な
る
。

服
属
を
誓
う
歌
　
と
こ
ろ
が
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
下
）』﹇
片
桐
洋
一
﹈
が
説
く
よ
う
に
、
こ
の
恋
歌
が
風ふ
ぞ
く
う
た

俗
歌
と
し
て
朝
廷
の
歌
集
に
収
録
さ
れ
る
と
、
仮
名
序
に
お

い
て
歌
集
の
編
纂
を
命
じ
た
醍
醐
天
皇
の
「
あ
ま
ね
き
御お
ほ
むう

つ
く
し
み
の
浪
、
八や

し
ま島

の
外
ま
で
流
れ
、
広
き
御
恵
み
の
蔭か

げ

、
筑
波
山
の
麓
よ
り
も
繁
く
お
は
し
ま
し
て
」（
至
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ら
ぬ
く
ま
な
き
天
皇
の
御
慈
愛
は
、
国
外
に
ま
で
及
び
、
そ
の
広
い
お
恵
み
の
蔭か

げ

＝
庇
護
は
、
筑
波
山
の
麓
の
木こ

か
げ陰

よ
り
も
多
く
あ
ら
れ
て
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、〈
筑
波
嶺
の
か
げ
の
歌
〉
の
下
二
句
の
「
君
が
御み
か
げ蔭

に
増
す
蔭か

げ

は
な
し
」
の
「
君
」
は
醍
醐
天
皇
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
く
な
り
、「
蔭か

げ

」
は
こ
の
天
皇
の
も
た
ら
す

御
恩
恵
・
御
庇
護
と
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
常
陸
の
国
は
、
地
元
の
国く
に
ぶ
り風

の
恋
歌
を
転
用
し
て
醍
醐
天
皇
の
徳
を
賛
美
し
、
服
属
を
誓
っ
て
い
る
。

３
　
寿
歌
の
奏
上

天
皇
賛
美
と
地
名
・
特
産
品

　
こ
う
し
て
み
る
と
、〈
筑
波
嶺
の
か
げ
の
歌
〉
の
下
二
句
の
「
君
が
御み

か
げ影

（
御
蔭
）
に
増
す
影か

げ

（
蔭
）
は
な
し
」
に
相
当
す
る
の
が
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
結
句
の
「
目
に
付つ

く
我わ

が
背せ

」
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
の
二
首
に
お
け
る
上
三
句
の
筑
波
山
の
麗
姿
（
あ
る
い
は
木
陰
）
と
上
四
句
の
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
は
、
民
謡
で
い
う
い
わ
ゆ
る
「
出だ

し
」
で
あ
り
、
下
二
句
の
「
君
が

御み
か
げ影

（
御
蔭
）
に
増
す
影
（
蔭
）
は
な
し
」、
と
結
句
の
「
目
に
付
く
我わ

が
背せ

」
は
「
付つ

け
」
で
あ
る
。
そ
し
て
歌
の
主
題
か
ら
い
え
ば
こ
の
付
け
の
人
物
・
恋
人
賛
美
を

こ
そ
、
天
皇
へ
の
服
属
の
証
し
と
し
て
為
政
者
・
権
力
者
が
地
方
の
被
支
配
者
た
ち
に
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
「
出
し
」
の
方
に
も
、
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
。
国
魂
の
籠
も
る
地
名
・
神
山
な
ら
び
に
そ
の
地
の
特
産
物
を
う
た
う
こ
と
も
、
地
方
が
中
央
に
服
属
す
る
証

し
に
さ
れ
て
い
る
。

即
座
に
う
た
わ
れ
た
「
和
す
る
歌
」　
し
か
も
こ
の
よ
う
な
条
件
を
備
え
た
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
「
即す

な
はち

和あ
は

す
る
歌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
歌
は
長
・

反
歌
に
対
し
て
「
即す
な
はち

」
＝
即
座
に
「
和あ

は

せ
」
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
輪
側
が
一
も
二
も
な
く
、
直
ち
に
諸
手
を
挙
げ
て
朝
廷
を
支
持
す
る
と
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
よ
う
。

寿
歌
の
奏
上

　「
歌
の
転
用
」﹇
伊
藤
博
﹈
と
全
注
一
﹇
伊
藤
﹈
に
よ
る
と
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
は
近
江
遷
都
の
歌
に
転
用
さ
れ
た
三
輪
地
方
に
伝
わ
る
恋
の
古
歌
で
、

三
輪
山
が
見
え
な
い
と
し
た
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
に
和あ
は

せ
て
、
三
輪
の
神
が
よ
く
見
え
る
と
賛
美
し
た
、
と
解
す
る
。
す
る
と
こ
の
近
江
遷
都
歌
の
三
首
は
、

ひ
た
す
ら
三
輪
山
を
凝
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
朝
廷
と
し
て
は
、
日
本
全
体
の
統
治
者
と
い
う
立
場
が
あ
り
、
三
輪
の
神
に
全
面
的
に
ひ
れ
伏
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
朝
廷
と
し
て
は
三
輪
側
の
反
応

を
知
り
た
い
か
ら
こ
そ
、
三
輪
山
を
見
つ
め
て
祀
っ
て
い
た
。
し
て
み
る
と
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
の
「
我わ

が
背せ

」
は
三
輪
の
神
で
は
な
く
、
天
智
天
皇
で
あ
り
、

そ
の
趣
旨
は
天
皇
へ
の
賛
美
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

宮
廷
で
は
、
機
会
あ
る
毎
に
天
皇
を
寿こ
と
ほぐ

伝
統
が
あ
る
。
そ
の
寿
歌
・
寿
詞
の
あ
り
方
を
み
る
と
、
被
支
配
者
が
支
配
者
に
奏
上
す
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
服
属
儀
礼
の

一
要
素
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
三
輪
地
方
の
特
産
物
の
榛
摺
り
で
恋
人
を
賛
美
す
る
古
歌
を
天
智
天
皇
賛
美
に
転
用
し
た
の
も
、
国く
に
ぶ
り風

・
風ふ

俗ぞ
く
う
た歌

を
支
配
者
に
献
上
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
支
配
者
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

時
代
の
転
換
期
に
あ
た
っ
て
、
旧
都
の
あ
っ
た
地
の
国
魂
を
静
め
て
そ
の
災
い
を
絶
と
う
と
し
た
長
・
反
歌
に
対
し
て
、
三
輪
側
は
今
上
天
皇
を
賛
美
し
て
来き
た

る
べ
き
新

時
代
の
繁
栄
を
予
祝
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
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４
　
井
戸
の
王
の
立
ち
位
置

井
戸
の
王
の
立
ち
位
置

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
を
披
歴
し
た
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みの

立
ち
位
置
が
見
え
て
く
る
。
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みは

、
遷
都
に
あ
た
っ
て

地
方
扱
い
さ
れ
る
大
和
の
国
の
国
魂
を
祀
る
三
輪
側
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
井
戸
の
王
は
、朝
廷
側
の
天
智
天
皇
を
「
目
に
付
く
我
が
背せ

」
と
賛
美
し
て
い
る
の
で
、

女
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
す
る
と
、
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
儀
礼
は
、
天
皇
一
行
が
三
輪
山
の
あ
る
南
方
を
向
き
、
こ
れ
に
対
し
て
井
戸
の
王
を
先
頭
に
し
た
三
輪
氏
側
が
北
向
き
に
対
座
し
て
い

た
だ
ろ
う
。

三
輪
と
朝
廷
の
複
雑
な
関
係

　
縷
々
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
起
源
の
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の
昔
か
ら
大
和
の
国
に
勢
力
を
誇
る
三
輪
氏
と
、
後
か
ら
こ
の
地
に
進
出
し
て
き
て

支
配
者
に
な
っ
た
朝
廷
の
関
係
は
、
複
雑
を
極
め
て
い
る
。
例
え
ば
神
武
天
皇
と
三
輪
山
の
大
物
主
の
娘
・
伊い

須す

気け

余よ

理り

比ひ

売め

と
の
婚
姻
に
よ
る
宥
和
関
係
が
あ
る
一
方
、

崇
神
朝
に
お
い
て
は
大
物
主
の
祟
り
に
よ
っ
て
朝
廷
の
「
人
お
ほ
み
た
か
ら民

尽
き
な
む
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
廷
と
三
輪
山
の
神
と
の
関
係
は
、
記
紀
の
至
る
と
こ
ろ
に
散

見
さ
れ
る
。

不
安
定
な
国
情

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
新し
ら
ぎ羅

出
兵
に
際
し
て
斉
明
女
帝
が
斉
明
六
年
（
六
六
一
）
に
北
九
州
で
薨
去
し
、
次
い
で
白
村
江
で
天
智
二
年
（
六
六
三
）
に
大
敗

し
、
国
際
情
勢
も
国
内
情
勢
も
極
め
て
不
安
定
化
し
て
い
る
。
そ
こ
で
天
智
六
年
（
六
六
七
）
に
心
機
一
転
し
て
明
日
香
の
岡
本
の
宮
か
ら
近
江
の
大
津
の
宮
へ
遷
都
し
よ

う
と
し
て
も
、
反
対
の
機
運
が
根
強
く
、「
天あ
め

の
下し

た

の
百

お
ほ
み
た
か
ら姓

都
を
遷う

つ

す
こ
と
を
願
は
ず
し
て
、
諷そ

へ
諌あ

ざ
むく

者
多
し
。
童わ

ざ
う
た謡

亦ま
た

衆お
ほ

し
。
日ひ

る日
夜よ

夜る

、
失み

づ
な
か
れ火の

所
多
し
」（
天
智

紀
六
年
二
月
の
条
）
と
い
う
有
り
様
だ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
こ
の
国
情
の
不
安
定
さ
は
積
年
の
三
輪
の
神
の
恨
み
・
祟
り
に
発
し
て
い
る
と
い
う
風
説
や
童わ
ざ
う
た謡

が
執
拗
に
流
布
し
て
も
お
か
し
く
な
か
ろ
う
。
ま
た
、

近
江
の
国
に
遷
都
す
れ
ば
大
和
の
国
魂
と
し
て
の
三
輪
山
の
地
位
は
地
方
レ
ベ
ル
に
な
り
、
三
輪
側
に
し
て
も
不
満
の
意
志
を
神
託
の
形
で
表
明
し
て
も
い
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。こ

う
し
て
み
る
と
、
国
情
不
安
な
遷
都
に
あ
た
っ
て
天
皇
を
賛
美
し
て
そ
の
御み

よ代
の
繁
栄
を
祝
福
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
儀
礼
以
上
の
意
義
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
国
内
の

不
安
・
不
満
が
最
も
結
集
し
て
朝
廷
に
祟
り
や
す
い
三
輪
の
神
の
側
に
、
天
智
朝
を
賛
美
さ
せ
て
服
属
を
誓
わ
せ
る
こ
と
は
、
朝
廷
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
施
策
だ
っ
た
ろ

う
。

朝
廷
主
導
の
演
出

　
そ
し
て
果
せ
る
か
な
、
そ
の
よ
う
な
周
辺
の
ざ
わ
め
き
は
、
惜
別
の
儀
礼
の
三
輪
側
の
「
和あ
は

す
る
歌
」
で
か
き
消
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
長
歌
の
後
半

部
と
反
歌
で
は
、
三
輪
山
の
荒
御
霊
の
荒
れ
る
兆
候
を
と
て
も
気
に
し
て
お
り
、
そ
こ
に
国
情
の
不
安
定
さ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
輪
側
が
そ
の
不
安
を
即
座

に
否
定
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
天
智
天
皇
の
御
代
の
繁
栄
ま
で
約
束
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
儀
礼
は
、
明
ら
か
に
朝
廷
側
に
よ
っ
て
有
利
に
な
る
よ

う
に
仕
組
ま
れ
、
そ
れ
に
三
輪
側
が
加
担
し
た
演
出
だ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

世
論
と
執
政
者
の
乖
離
は
、
し
ば
し
ば
あ
か
ら
さ
ま
に
露
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
朝
廷
主
導
の
演
出
は
あ
ざ
と
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
演

出
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
事
態
は
切
迫
し
て
い
た
、
と
も
い
え
よ
う
。

と
も
か
く
こ
う
し
て
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
儀
礼
を
催
し
た
天
皇
は
、
祟
り
の
風
説
や
文
武
百
官
の
蟠
わ
だ
か
まり

を
封
じ
込
め
、
安
堵
の
胸
を
撫
で
下
ろ
す
形
で
山や

ま
し
ろ代

の
国
に
入
り
、
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近
江
の
国
へ
と
旅
立
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

八

　赤
猪
子
伝
承

１
　
近
江
遷
都
歌
の
構
想
の
モ
デ
ル

近
江
遷
都
歌
の
構
想
の
モ
デ
ル

　
以
上
、〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
の
雛
形
・
祖
形
が
大
和
の
〈
山
見
歌
〉
に
あ
り
、
こ
れ
に
「
和あ

は

す
る
歌
」
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛

摺
り
の
歌
〉
の
元
歌
が
三
輪
地
方
の
定
番
の
古
い
恋
歌
だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
異
質
の
歌
を
組
み
合
わ
せ
て
三
輪
山
へ
の
別
れ
の
儀
式
を
構
築
し
た
構
想
は
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
歌
を
組
み
立
て
た
儀
礼
の
構

想
に
は
、
何
ら
か
の
モ
デ
ル
・
雛
形
・
祖
形
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

赤
猪
子
伝
承

　
筆
者
は
そ
の
モ
デ
ル
が
雄
略
記
の
赤あ
か

猪ゐ

こ子
伝
承
に
求
め
ら
れ
る
、
と
考
え
る
。

確
か
に
『
古
事
記
』
の
成
立
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
で
あ
り
、
近
江
遷
都
歌
の
成
立
は
天
智
六
年
（
六
六
七
）
な
の
で
、『
古
事
記
』
の
伝
承
を
踏
ま
え
て
近
江
遷
都

歌
を
構
想
し
た
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
半
世
紀
近
く
の
時
代
的
な
逆
転
が
あ
る
。
し
か
し
『
古
事
記
』
は
古ふ
る
ご
と事

の
記ふ

み

な
の
で
、『
古
事
記
』
成
立
以
前
で
あ
っ
て
も
そ
の
内

容
は
知
る
人
ぞ
知
る
古
伝
承
だ
っ
た
ろ
う
。

宮
廷
歌
人
の
額
田
の
王

　
こ
の
点
、
宮
廷
歌
人
は
宮
廷
の
由
緒
あ
る
古
伝
承
を
知
っ
た
上
で
歌
を
作
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
そ
の
古
伝
承
を
知
り
う
る
立
場
に
あ
っ

た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
い
さ
さ
か
大
胆
な
推
測
な
が
ら
、
こ
の
惜
別
の
儀
礼
を
組
み
立
て
た
者
が
、
宮
廷
歌
人
の
額ぬ
か
た田

の
王

お
ほ
き
みか

も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
額
田
が
、
前
述

し
た
大
和
の
国
の
古
来
の
〈
山
見
歌
〉
の
み
な
ら
ず
、
古
伝
承
の
赤あ
か

猪ゐ

こ子
伝
承
も
下
敷
き
に
し
て
、
こ
の
異
質
の
二
系
統
の
歌
を
並
べ
た
の
で
は
な
ろ
う
か
。

２
　
本
文

赤
猪
子
伝
承
の
本
文

　
赤あ

か

猪ゐ

こ子
伝
承
の
本
文
は
、
紙
幅
の
関
係
で
省
略
す
る
。

赤
猪
子
伝
承
の

概
　
赤あ
か

猪ゐ

こ子
伝
承
の
解
釈
に
は
諸
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
筆
者
の
理
解
し
た
大
筋
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

あ
る
時
、
雄
略
天
皇
が
三
輪
山
の
辺
り
で
衣
を
洗
う
美
し
い
童を

と
め女

に
会
っ
た
。
名
を
尋
ね
る
と
、「
引ひ

き
た
べ

田
部
の
赤あ

か

猪ゐ

こ子
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
「
そ
の
う
ち
に

召
す
か
ら
、
他
の
男
に
嫁
が
な
い
で
い
る
よ
う
に
」
と
言
い
残
し
、
宮
（
三
輸
山
の
近
く
に
あ
る
長は
つ
せ谷

の
朝あ

さ
く
ら倉

の
宮
）
に
帰
っ
た
。
し
か
し
八
〇
年
間
も
お
召
し
が
な

か
っ
た
。

赤
猪
子
は
、
あ
ま
り
老
い
て
痩
せ
衰
え
た
の
で
結
婚
す
る
あ
て
は
な
い
け
れ
ど
も
、
お
召
し
を
待
ち
続
け
た
心
情
を
表
さ
な
く
て
は
鬱
々
と
し
て
我
慢
で
き
な
い
と
思

い
、
た
く
さ
ん
の
献
上
物
を
持
っ
て
参
上
し
た
。

天
皇
は
先
の
婚
約
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
の
で
ひ
ど
く
驚
き
、
彼
女
が
お
召
し
を
待
っ
て
女
盛
り
を
無
駄
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
「
愛い
と
ほ悲

し
」
と
し
て
結
婚
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し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
あ
ま
り
の
老
い
の
た
め
に
結
婚
で
き
な
い
こ
と
を
「
悼い

た

み
」、
次
の
二
首
の
歌
を
う
た
っ
た
。

御み

諸も
ろ

の
　
厳い

つ
か
し

白
梼
が
下も

と

。
白か

し梼
が
下も

と

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
諸
の
社や

し
ろに
あ
る
、
神
聖
な
白か

し梼
の
木
の
下も

と

。
そ
の
白
梼
の
下
は
、

斎ゆ

ゆ斎
し
き
か
も
。
白か

し
は
ら
を
と
め

梼
原
童
女
。（
記
92
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
聖
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
。
そ
の
よ
う
な
聖
な
る
白か

し
は
ら

梼
原
の
童お

と
め女
よ
。

引ひ
け
た田

の
　
若わ

か
く
る
す
は
ら

栗
栖
原
。
若
く
へ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
田
の
　
若
い
栗
林
。
あ
な
た
が
若
い
う
ち
に

率ゐ

寝ね

て
ま
し
も
の
。
老お

い
に
け
る
か
も
。（
記
93
）　

　
　
　
　
　
共
寝
し
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
、
今
は
こ
ん
な
に
老
い
て
し
ま
っ
て
惜
し
い
よ
。

こ
う
し
て
、
彼
女
の
若
い
時
の
美
質
を
賛
嘆
し
、
彼
女
の
若
い
時
に
共
寝
し
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
。

す
る
と
赤
猪
子
は
、
こ
の
労い
た
わり

の
「
大お

ほ
み
う
た

御
歌
」
に
感
涙
を
流
し
、
次
の
二
首
の
歌
を
返
し
た
。

御み

諸も
ろ

に
　
斎つ

く
や
霊た

ま
が
き籬

。
斎つ

き
残あ

ま

し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
諸
の
社
に
　
斎い

つ

く
神
木
。
そ
の
神
木
に
斎い

つ

き
足
り
な
い
よ
う
に
、（
神
・
天
皇
に
斎い

つ

き
足
り
な
く
て
）、

誰た

に
か
も
依よ

ら
む
。
神
の
宮み

や
ひ
と人

。（
記
94
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
誰
に
頼
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
あ
く
ま
で
も
神
の
宮
人
だ
（
神
・
天
皇
に
だ
け
に
頼
る
）。

日く
さ
か
え

下
江
の

　
入い

り
え江

の
蓮は

ち
す。

花は
な
は
ち
す蓮。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
下
江
の
　
入
江
の
蓮
。
見
事
に
咲
い
て
い
る
蓮
の
花
。

身
の
盛さ

か

り
人び

と

　
羨と

も

し
き
ろ
か
も
。（
記
95
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
よ
う
に
身
の
若
い
盛
り
の
人
が
　
羨
ま
し
い
よ
。

こ
う
し
て
、
彼
女
は
鬱
情
を
晴
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
か
ら
先
も
天
皇
の
た
め
に
独
身
を
守
る
と
誓
い
、
ま
た
自
分
の
老
い
を
認
め
な
が
ら
雄
略
天
皇
の
皇
后
・
若わ

か

日く
さ
か下

の
王み

こ

の
美
麗
さ
ま
で
称
え
る
。

そ
こ
で
天
皇
は
彼
女
に
禄
を
賜
っ
て
帰
っ
て
も
ら
っ
た
。

以
上
の
四
首
の
歌
は
、「
志し

都つ
う
た歌

」
＝
静し

つ
う
た歌

で
あ
る
。

３
　
赤
猪
子
伝
承
の
骨
子

赤
猪
子
伝
承
の
骨
子

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
赤
猪
子
伝
承
の
骨
子
・
構
造
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
朝
廷
側
は
自
ら
の
失
策
に
よ
っ
て
、
大
和
の
国
魂
・
三
輪

山
を
祀
る
三
輪
氏
側
に
多
大
な
負
い
目
を
負
っ
て
い
る
。
三
輪
山
の
神
女
の
怒
り
・
憂
慮
は
、
三
輪
の
神
の
祟
り
を
招
く
ほ
ど
に
蓄
積
さ
れ
、
頂
点
に
達
し
て
い
た
。

し
か
し
朝
廷
側
は
三
輪
山
の
神
女
を
賛
美
し
、
自
ら
の
失
策
に
よ
っ
て
美
麗
な
赤
猪
子
と
結
婚
で
き
な
い
こ
と
を
悔
や
む
と
、
事
態
は
一
転
し
た
。
三
輪
山
の
神
女
は
祟

り
に
連
動
す
る
怒
り
を
収
め
る
ど
こ
ろ
か
、
天
皇
に
以
前
に
も
増
す
愛
情
を
示
し
、
さ
ら
に
は
天
皇
に
連
れ
添
う
若
い
皇
后
ま
で
賛
美
し
て
、
そ
の
御み

よ代
の
繁
栄
を
祝
福
し

万葉の榛の発想

― ―58



（ 48 ）弘前学院大学文学部紀要　第54号（2018）

て
い
る
。
こ
う
し
て
朝
廷
の
ピ
ン
チ
は
一
気
に
チ
ャ
ン
ス
に
好
転
し
、
動
乱
合
み
の
事
態
は
「
静し

づ

」
ま
っ
て
い
る
。

近
江
遷
都
歌
と
の
共
通
性

　
と
す
る
と
、
何
と
近
江
遷
都
歌
の
構
造
に
似
て
い
る
こ
と
か
。
す
な
わ
ち
、
赤
猪
子
伝
承
の
構
想
を
換
骨
奪
胎
し
、
雄
略
天
皇
を
天
智
天
皇
に
、

大お
ほ
み
わ神

神
社
の
最
高
神
女
の
赤
猪
子
を
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みに

置
き
換
え
れ
ば
、
近
江
遷
都
歌
の
基
本
構
造
は
赤
猪
子
伝
承
の
基
本
構
造
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

九

　赤
猪
子
伝
承
の
生
成

１
　
三
輪
山
神
婚
説
話
の
構
想

赤
猪
子
伝
承
の
生
成

　
こ
の
赤
猪
子
伝
承
を
も
っ
と
正
確
に
知
る
た
め
に
、
そ
の
生
成
を
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
赤
猪
子
伝
承
は
三
輪
山
神
婚
説
話
と
歌
垣
を

下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
視
点
か
ら
こ
の
伝
承
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

三
輪
山
神
婚
説
話
の
構
想

　
赤
猪
子
伝
承
の
前
身
と
し
て
三
輪
山
神
婚
説
話
の
構
想
が
あ
り
、
そ
の
基
盤
に
大お
ほ
み
わ神

神
社
の
神
女
生
活
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
大
物
主
の
神

を
祀
る
大お
ほ
み
わ神

神
社
の
神
女
の
一
生
の
あ
り
方
が
、
三
輪
山
神
婚
説
話
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
神
と
神
女
が
神
婚
す
る
説
話
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
関
係

に
す
り
替
わ
っ
て
服
属
伝
承
に
な
っ
て
い
る
。

聖
な
る
水
辺
の
神
女
を
神
の
嫁
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
神
人
遊
幸
の
信
仰
は
、
か
な
り
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。
三
輪
山
神
婚
説
話
は
そ
の
一
類
で
、
例
え
ば

勢せ

や

だ

た

ら

ひ

め

夜
陀
多
良
比
売
（
神
武
記
）
と
玉た

ま
よ
り依

日ひ

め売
（
山
城
国
風
土
記
逸
文
）
は
主
神
を
水
辺
で
迎
え
て
聖
婚
に
至
っ
て
い
る
。
三
輪
氏
の
支
族
で
あ
る
引ひ

き
た
べ

田
部
出
自
の
童を

と
め女

・
赤

猪
子
が
、
三
輪
河
の
辺へ

で
衣
を
洗
っ
て
い
た
の
も
そ
の
典
型
で
、
本
来
は
大
物
主
の
来
臨
を
待
っ
て
い
た
神
女
で
あ
る
。

な
お
、
引ひ
き
た
べ

田
部
の
本
貫
は
三
輪
山
の
麓
の
白し

ら
か河

に
あ
り
、
そ
こ
に
は
式し

き
な
い
し
ゃ

内
社
の
曳ひ

き

田た

神
社
（
現
秉ひ

き

田た

神
社
）
が
あ
る
。

こ
の
神
迎
え
の
祭
場
に
雄
略
天
皇
が
登
場
し
て
彼
女
に
求
婚
し
て
い
る
の
は
、
天
皇
が
三
輪
一
族
の
神
迎
え
の
方
式
で
歓
待
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て

み
る
と
赤
猪
子
伝
承
は
、
祭
り
の
正
儀
に
お
け
る
神
迎
え
の
方
式
を
よ
く
残
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。

「
赤
猪
子
の
話
―
三
輪
伝
承
考
―
」﹇
守
屋
俊
彦
﹈
は
、
こ
の
よ
う
に
「
赤
猪
子
に
求
愛
す
る
天
皇
の
背
後
に
、
三
輪
山
の
神
を
見
透
か
し
」、「
三
輪
山
の
神
が
天
皇
に
す

り
替
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
」
注
目
し
た
論
考
で
あ
る
。

２
　
大
神
神
社
の
神
女
の
生
涯

神
域
の
若
神
女

　
雄
略
天
皇
に
求
愛
さ
れ
た
、「
其そ

の
容か

た
ち姿

甚い
と

麗う
る
はし

」
く
あ
っ
た
神
の
「
童を

と
め女

」
は
、
一
首
目
の
〈
白か

し祷
原は

ら

童を
と
め女

の
歌
〉（
記
９
２
）
を
う
た
っ
て
三
輪
山
の

聖
な
る
白か

し祷
林ば

や
しで

成
巫
式
を
挙
げ
た
神
女
で
あ
る
。

こ
の
歌
謡
は
大お
ほ
み
わ神

神
社
に
伝
わ
る
神
歌
で
、
三
輪
山
の
神
木
の
生
え
る
聖
域
を
賛
美
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
神
遊
び
を
す
る
若
い
神
女
を
も
賛
美
し
て
い
る
。
神
に
愛

さ
れ
る
神
女
の
理
想
は
、「
賢さ
か

し
女め

」
で
あ
る
と
と
も
に
「
麗く
は

し
女め

」
で
あ
る
。
赤
猪
子
も
ま
た
そ
の
賢さ
か

し
女め

ぶ
り
が
「
斎ゆ

斎ゆ

し
き
か
も
」
と
賛
美
さ
れ
、
ま
た
そ
の
肉
体

的
に
若
い
麗く
は

し
女め

ぶ
り
も
「
童を

と
め女

」
と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
歌
の
う
た
わ
れ
た
大お

ほ
み
わ神

神
社
の
成
巫
式
の
具
体
的
な
祭
式
は
無
論
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
神
前
で
こ
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の
神
歌
を
う
た
っ
て
、
大
物
主
と
神
の
嫁
と
の
聖
婚
を
促
し
た
も
の
か
、
と
思
わ
れ
る
。

天
皇
の
色
好
み
⑴

　
伝
承
で
は
こ
の
聖
婚
を
促
す
神
歌
の
歌
い
手
を
天
皇
と
す
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
こ
の
神
歌
が
王
の
色
好
み
の

論
理
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
神
に
愛
さ
れ
る
理
想
的
な
神
女
が
「
賢さ
か

し
女め

」
で
あ
り
「
麗く

は

し
女め

」
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
神
女
を
娶
る
こ
と
で
支
配
権
を
拡
大
し
て

い
く
王
の
好
逑
も
ま
た
「
賢さ
か

し
女め

」・「
麗く

は

し
女め

」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
服
属
を
誓
う
部
族
の
最
高
神
女
を
色
好
み
の
好
逑
で
あ
る
と
王
自
ら
認
め
る
こ
と
は
、
色
好
み
の

王
の
嗜
み
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
大
物
主
を
迎
え
る
方
式
・
祭
式
で
迎
え
ら
れ
た
雄
略
天
皇
が
、
赤
猪
子
を
「
賢さ
か

し
女め

」・「
麗く

は

し
女め

」
だ
と
賛
美
す
る
こ
と
は
、
彼
女
の
仕
え
る
大
物
主
、

な
ら
び
に
そ
の
氏
子
で
あ
る
三
輪
一
族
へ
の
手
厚
い
配
慮
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

神
女
の
引
退
式
＝
老
神
女
の
誓
い

　
大
物
主
の
声
を
一
度
は
聞
く
神
女
で
あ
っ
て
も
、
神
の
嫁
が
神
の
子
を
生
む
の
は
僥
倖
で
、
た
い
て
い
の
神
女
は
単
調
な
神
へ
の
奉
仕

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ま
ま
そ
の
信
仰
生
活
は
終
焉
を
迎
え
た
、
と
思
わ
れ
る
。
赤
猪
子
の
口
上
の
「
今
は
容か
た
ち姿

既
に
耄お

い
て
、
更
に
恃た

の

む
所
無
し
。
然し

か

れ
ど
も
己お

の

が

志こ
こ
ろ
ざ
しを

顕あ
ら
はさ

む
と
し
て
参ま

ゐ

出で

つ
る
に
こ
そ
」
は
、
神
女
の
引
退
式
に
臨
ん
だ
大
方
の
神
女
の
真
情
だ
ろ
う
。

そ
し
て
三
首
目
の
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉（
記
94
）
の
元
歌
は
、
大
神
神
社
の
神
女
の
引
退
式
で
う
た
わ
れ
た
神
歌
だ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
老
齢
の
あ
ま
り
奉
仕
で
き

な
い
け
れ
ど
も
、
神
前
を
去
っ
て
も
他
神
あ
る
い
は
俗
界
の
男
に
依
ら
な
い
と
誓
っ
た
も
の
で
、
神
へ
の
義
理
立
て
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。
単
調
な
が
ら
も
神
へ
の
一
方

的
な
奉
仕
を
強
い
ら
れ
る
神
女
の
一
生
が
あ
る
の
で
、儀
礼
的
な
神
歌
と
は
い
い
な
が
ら
も
、感
動
的
な
神
女
生
活
の
終
わ
り
方
に
な
る
。「
其そ

の
老お

み
な女

に
多あ

ま
たの

禄も
の

を
給
ひ
て
、

返
し
遣や

り
た
ま
ひ
き
」
と
い
う
赤
猪
子
伝
承
の
結
末
は
、神
の
嫁
と
し
て
務
め
上
げ
な
が
ら
も
報
わ
れ
る
こ
と
の
皆
無
だ
っ
た
老
神
女
へ
の
せ
め
て
も
の
勲
章
だ
っ
た
ろ
う
。

天
皇
の
色
好
み
⑵

　
右
の
よ
う
な
陰
の
女
の
極
北
を
い
く
生
き
方
を
背
景
に
し
た
大
神
神
社
の
神
歌
は
、
王
の
色
好
み
に
よ
っ
て
ま
た
換
骨
奪
胎
さ
れ
る
。
愛
の
誓
い
の
対

象
が
神
か
ら
天
皇
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
様
相
は
一
変
す
る
。
神
女
が
神
に
絶
対
的
に
帰
依
す
る
と
誓
う
神
歌
の
あ
り
方
は
、
天
皇
へ
の
絶
対
的
な
服
属
を
誓
う
寿
歌

に
変
質
す
る
。
服
属
儀
礼
の
要
素
に
、
支
配
者
に
対
す
る
寿
歌
・
誓
詞
の
奏
上
が
あ
る
。
そ
の
点
こ
の
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
こ
そ
、
王
権
に
対
す
る
寿
歌
・
誓
詞
そ
の
も
の

で
あ
る
。

大
和
王
権
が
最
も
ほ
し
か
っ
た
の
は
、
大
物
主
に
一
生
愛
を
捧
げ
る
と
い
う
絶
対
的
な
帰
依
の
神
歌
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
て
、
王
権
に
絶
対
的
な
服
従
を
誓
わ
せ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
天
皇
と
の
共
寝
が
ま
っ
た
く
な
く
て
も
性
的
従
属
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
の
絶
対
的
な
誓
い
が
、
服
属
者
側
の
自
発
的
な
心
情
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
構
想
を
、
王

権
は
立
て
た
か
っ
た
ろ
う
。

　

大
物
主
の
威
力
は
桁
外
れ
て
、
和
御
霊
を
発
現
し
て
豊
饒
を
も
た
ら
す
時
は
「
大や
ま
と和

成な

す
」（
大
和
の
国
を
作
り
成
す
）（
紀
15
）
神
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
荒
御

霊
を
発
現
す
る
時
も
、
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
神
に
仕
え
る
神
女
の
信
仰
生
活
も
苛
酷
で
、
大
物
主
へ
の
絶
対
的
な
帰
依
は
常
に
求
め
ら
れ
て
い
た
ろ

う
。
そ
し
て
祭
祀
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
神
と
氏
子
集
団
と
の
絶
対
的
な
関
係
が
、
王
権
に
巧
み
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
徹
底
し
て
神
に
篤
い
帰

依
を
誓
う
神
歌
は
、
形
を
変
え
な
い
ま
ま
一
転
し
、
王
権
へ
の
絶
対
的
な
服
属
を
誓
う
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
。

神
と
天
皇
の
忘
却
　
大
物
主
が
一
度
は
神
の
嫁
と
し
て
神
女
を
認
証
し
て
お
き
な
が
ら
忘
却
す
る
こ
と
は
、
神
な
れ
ば
こ
そ
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
そ
の
神
も

引
退
式
で
は
神
女
の
労
苦
を
認
め
て
、「
老お
み
な女

に
多あ

ま
たの

禄も
の

を
給
ひ
」
て
い
る
。
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王
権
側
も
ま
た
赤
猪
子
に
対
し
て
同
じ
態
度
を
取
っ
た
の
は
、「
待
ち
つ
る
情こ

こ
ろを

顕あ
ら
はさ

ず
て
は
、
悒い

ぶ
せき

に
忍
び
ず
」
と
い
う
赤
猪
子
の
「
悒い

ぶ
せさ

」
に
、
す
な
わ
ち
三
輪
の

神
の
荒あ
ら

御み
た
ま霊

に
王
権
が
脅
威
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。
王
権
は
三
輪
氏
の
伝
承
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
時
に
は
そ
の
毒
を
そ
れ
な
り
に
身
に
受
け
て
い
る
。

３
　
歌
垣
の
嘆
老
歌

引
田
の
嘆
老
歌
＝
赤
猪
子
賛
美

　
被
支
配
者
の
祭
り
や
文
化
は
、
徹
底
的
に
服
属
伝
承
に
利
用
さ
れ
る
。
神
祭
り
の
周
縁
部
に
位
置
す
る
歌
垣
で
う
た
わ
れ
た
嘆
老
歌
も
ま

た
、
王
の
色
好
み
の
論
理
で
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
首
目
の
〈
若わ
か

栗く
る

栖す
は
ら原

の
歌
〉（
記
93
）
の
本
来
の
相
は
、
精
気
盛
ん
な
若
者
が
老
女
の
老
い
を
揶
揄
す
る
歌
で
、
三
輪
山
の
信
仰
圏
に
あ
る
引ひ

け
た田

の
歌
垣
で
の
掛
け
合

い
の
歌
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
〈
若わ
か

栗く
る

栖す
は
ら原

の
歌
〉
の
な
か
の
「
引ひ

け
た田

」
と
い
う
地
名
か
ら
、
こ
の
嘆
老
歌
の
引
田
の
歌
垣
の
歌
だ
、
と
わ
か
る
。
そ
し
て
赤
猪
子
の
出
身

は
三
輪
氏
の
支
族
の
「
引ひ
け
た
べ

田
部
」
で
あ
り
、
そ
の
本
貫
は
白し

ら
か河

で
あ
っ
た
。

三
輪
の
信
仰
圏
に
あ
る
こ
の
地
の
歌
垣
の
歌
も
、
色
好
み
の
王
の
歌
に
な
る
と
様
相
を
一
変
す
る
。
天
皇
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
一
首
目
の
〈
白か

し祷
原は

ら
を
と
め

童
女
の
歌
〉
で
麗く

は

し
女め

ぶ
り
と
賢さ

か

し
女め

ぶ
り
を
称
賛
さ
れ
た
赤
猪
子
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
た
二
首
目
の
〈
若わ

か

栗く
る

栖す
は
ら原

の
歌
〉
で
彼
女
と
「
若
く
へ
に
率ゐ

寝ね

」
な
か
っ
た
こ
と
を

「
悼い
た

」
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
年
老
い
た
の
で
麗く

は

し
女め

ぶ
り
を
失
っ
た
赤
猪
子
に
同
情
し
、
早
く
共
寝
し
な
か
っ
た
と
天
皇
が
悔
や
ん
で
み
せ
る
こ
と
は
、
赤
猪
子
の

美
質
を
賛
美
す
る
こ
と
で
あ
る
。

日
下
江
の
歌
垣
の
嘆
老
歌
＝
皇
后
賛
美

　
二
首
目
の
〈
若わ
か

栗く
る

栖す
は
ら原

の
歌
〉
に
呼
応
す
る
四
首
目
の
〈
身
の
盛
り
人
の
歌
〉（
記
95
）
も
、
そ
の
元
歌
は
河
内
の
国
の
日く

さ
か下

地

方
の
歌
垣
に
お
け
る
嘆
老
歌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
の
「
日く
さ

下か

え江
」
か
ら
、
こ
の
歌
が
河
内
の
国
の
日く

さ
か下

地
方
の
歌
垣
の
歌
だ
と
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
は
、
老
女

が
自
ら
の
老
い
を
嘆
く
こ
と
で
、
若
者
に
性
の
解
放
を
媒
介
・
促
進
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
赤
猪
子
の
歌
に
な
る
と
、
や
は
り
様
相
が
一
変
す
る
。
彼
女
の
肉
体
的
美
質
・
若
さ
を
惜
し
み
、
そ
の
老
い
を
敬
遠
し
た
天
皇
に
対
し
て
、
赤
猪
子
は
自
ら
の
老

い
を
嘆
い
て
み
せ
、
王
の
色
好
み
の
論
理
を
納
得
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
で
の
こ
の
歌
の
主
眼
は
、
嘆
老
に
は
な
い
。
彼
女
の
老
醜
は
説
話
部
で
三
度
も
語
ら
れ
、
彼

女
自
身
も
今
と
な
っ
て
は
結
婚
を
望
ま
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
の
主
眼
は
、雄
略
天
皇
に
従
う
皇
后
の
若わ
か

日く
さ
か
べ

下
部
の
王み

こ

を
賛
美
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
解
釈
を
導
く

は
、
河
内
の
国
日く
さ
か下

出
自
の
若わ

か

日く
さ
か
べ

下
部
の
王み

こ

へ
の
求
婚
説
話
が
赤
猪
子
伝
承
の
前
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
と
、
三
輪
信
仰
圏
の
伝
承
に
河
内
の
国

日く
さ
か下

地
方
の
歌
垣
の
歌
〈
身
の
盛
り
人
の
歌
〉
が
割
り
込
ん
で
い
る
こ
と
の
二
点
に
あ
り
、
こ
の
二
点
は
連
動
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
河
内
の
国
日く

さ
か下

地
方
の
歌
垣
の
嘆

老
歌
を
転
用
し
て
、
三み

輸わ

出
自
の
自
分
は
老
い
た
の
で
身
を
退
き
、
日く

さ
か下

出
自
の
若
々
し
い
「
身
の
盛
り
人
」
＝
若わ

か

日く
さ
か
べ

下
部
の
王み

こ

が
皇
后
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
推
奨
し
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
赤
猪
子
が
婚
を
待
ち
続
け
た
本
意
は
、
神
武
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
三
輪
氏
の
伊い

す

け

よ

り

ひ

め

須
気
余
理
比
売
の
よ
う
に
皇
后
の
座
に

就
く
こ
と
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
若わ
か

日く
さ
か
べ

下
部
の
王み

こ

の
割
り
込
み
も
あ
り
、
そ
の
望
み
を
自
ら
の
老
い
を
理
由
に
放
念
し
て
、
日く

さ
か下

出
自
の
「
身
の
盛
り
人
」
＝
若わ

か

日く
さ
か
べ

下
部
の
王み

こ

を
天
皇
に
勧
め
る
、
と
表
明
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
嘆
老
を
交
え
て
い
さ
さ
か
複
雑
な
感
情
な
が
ら
、
と
も
か
く
若
い
皇
后
を
賛
美
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
同
時
に
、
若わ
か

日く
さ
か
べ

下
部
の
王み
こ

を
皇
后
に
据
え
る
天
皇
へ
の
賛
美
に
も
通
じ
る
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
地
の
文
と
歌
は
、
徹
底
し
て
王
権
の
論
理
が
優
先
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
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換
骨
奪
胎
の
反
復

　
赤
猪
子
伝
承
の
骨
子
・
構
造
を
知
る
た
め
に
、
大
物
主
を
遇
す
る
神
女
の
一
生
を
基
盤
に
し
た
神
婚
説
話
の
構
想
を
中
核
に
し
て
、
王
権
の
立
場
か
ら

王
の
色
好
み
譚
に
組
み
換
え
、
一
族
の
祭
式
や
文
化
を
服
属
伝
承
に
作
り
上
げ
と
い
く
過
程
を
辿
っ
て
み
た
。
赤
猪
子
伝
承
の
生
成
と
い
う
面
か
ら
み
る
と
、
三
輪
側
の
伝

承
は
王
権
側
に
よ
っ
て
見
事
に
切
り
刻
ま
れ
、
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
る
。

一
〇

　赤
猪
子
伝
承
と
近
江
遷
都
歌

赤
猪
子
賛
美
と
三
輪
山
賛
美

　
そ
し
て
、
そ
の
換
骨
奪
胎
の
手
法
は
天
智
朝
に
も
反
復
さ
れ
、
赤
猪
子
伝
承
の
骨
子
・
構
想
が
近
江
遷
都
歌
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

赤
猪
子
伝
承
の
歌
謡
と
近
江
遷
都
歌
は
次
の
点
で
共
通
・
類
似
し
、
そ
の
換
骨
奪
胎
の
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
朝
廷
側
が
三
輪
側
に
贈
っ
た
歌
は
、
赤
猪
子
伝
承
の

一
首
目
の
〈
白か

し祷
原は

ら

童を
と
め女

の
歌
〉
で
は
、
三
輪
の
最
高
神
女
で
麗く

は

し
女め

・
賢さ

か

し
女め

の
赤
猪
子
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
江
遷
都
歌
の
長
歌
の
前
半
で
は
、

十
全
の
三
輪
山
の
麗
姿
が
「
見
つ
つ
」「
見
放さ

け
む
」
も
の
と
し
て
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
両
者
は
対
応
し
て
い
る
。

ま
た
赤
猪
子
伝
承
の
二
首
目
の
〈
若わ
か

栗く
る

栖す
は
ら原

の
歌
〉
で
は
、
麗く

は

し
女め

ぶ
り
を
欠
い
た
赤
猪
子
が
惜
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
江
遷
都
歌
の
長
歌
の
後

半
と
反
歌
で
は
、
雲
に
隠
さ
れ
て
三
輪
山
の
青
山
ぶ
り
が
見
ら
れ
な
い
の
は
惜
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
両
者
は
対
応
し
て
い
る
。

雄
略
朝
賛
美
と
天
智
朝
賛
美

　
ま
た
、
三
輪
氏
側
が
朝
廷
側
に
応
え
た
歌
は
、
赤
猪
子
伝
承
の
三
首
目
の
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
で
は
、
雄
略
天
皇
へ
の
究
極
の
愛
を
誓
い
、

四
首
目
の
〈
身
の
盛
り
人
の
歌
〉
で
は
若
々
し
い
皇
后
を
賛
美
し
て
雄
略
天
皇
の
将
来
を
祝
福
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
江
遷
都
歌
の
「
和あ
は

す
る
歌
」
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛
摺
り
の
歌
〉
で
は
、
天
智
天
皇
を
賛
美
し
て
愛
を
誓
う
と
と
も
に
、
そ
の
将
来
を
祝
福
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
両
者
は
対
応
し
て
い
る
。

丹
摺
り
の
恋
衣
と
榛
摺
り
の
恋
衣

　
そ
し
て
い
さ
さ
か
付
録
め
く
け
れ
ど
も
、
赤
猪
子
伝
承
で
は
赤
猪
子
が
赤
い
「
丹に

ず摺
り
」
の
恋
衣
を
着
て
雄
略
天
皇
に
逢
っ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
近
江
遷
都
歌
の
天
智
天
皇
は
黒
い
「
榛は
り

摺ず

り
」
の
恋
衣
を
着
て
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みの

恋
歌
を
聞
い
て
い
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
あ
る
い
は
偶
然
の

符
合
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
二
つ
の
作
品
の
根
幹
部
が
恋
歌
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
合
致
・
符
合
を
考
え
る
と
、
こ
の
恋
衣
の
色
ま
で
が
構
想
上
で
対
応
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

た
だ
し
、
雄
略
天
皇
と
井ゐ
の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みの

恋
衣
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。

赤
猪
子
伝
承
と
近
江
遷
都
歌

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
天
智
天
皇
が
古
伝
承
の
典
型
的
な
偉
大
な
る
大お
ほ
き
み王

の
雄
略
天
皇
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みが

恐
る
べ
き
大
物
主
を

祀
る
三
輪
側
の
代
表
的
な
最
高
神
女
の
赤
猪
子
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
近
江
遷
都
の
折
の
暗
雲
が
払
わ
れ
て
、
将
来
に
光
明
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
大
和
の
国
魂
を
静
め
て
そ
の
災
い
を
絶
と
う
と
願
う
朝
廷
に
対
し
て
、
三
輪
方
は
来き
た

る
べ
き
新
時
代
の
繁
栄
を
予
祝
す
る
こ
と
で
和あ

は

せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
作
品
に
は
和
歌
で
い
え
ば
本
歌
取
り
の
手
法
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
知
る
人
ぞ
知
る
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

な
お
赤
猪
子
伝
承
と
三
輪
山
に
ま
つ
わ
る
拙
論
と
し
て
、「
赤
猪
子
の
復
権
―
陰
の
女
の
極
北
―
」・「
赤
猪
子
伝
承
の
基
層
―
三
輪
の
神
の
嫁
―
」・「
赤
猪
子
伝
承
の
形

成
―
王
権
の
論
理
―
」
が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

万葉の榛の発想

― ―54



（ 52 ）弘前学院大学文学部紀要　第54号（2018）

一
一

　琴
を
伴
う
静
歌
の
効
用

１
　
琴
と
静
歌

琴
を
伴
う
静
歌

　
以
上
、
赤
猪
子
伝
承
も
近
江
遷
都
歌
も
三
輪
の
神
女
・
三
輪
の
神
の
荒
れ
を
歌
の
「
言こ

と
だ
ま霊

」
に
よ
っ
て
静
め
、
朝
廷
・
天
皇
の
繁
栄
を
祝
福
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
歌
詞
に
宿
る
「
言こ
と
だ
ま霊

」
と
相
挨
っ
て
、
静
か
に
弾
く
琴
に
統
御
さ
れ
な
が
ら
静
か
に
う
た
わ
れ
る
「
静し

つ

歌う
た

」
の
「
音お

と

霊だ
ま

」
に
よ
っ
て
も
、
三
輪
の
荒あ

ら

御み
た
ま霊

を

静
め
、
朝
廷
を
祝
福
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
赤
猪
子
伝
承
の
最
後
の
一
節
、「
此こ

の
四
つ
の
歌
は
志し

都つ
う
た歌

な
り
」
で
あ
る
。「
志し

都つ
う
た歌

」
に

は
、「
下し

つ
歌
」
＝
調
子
を
下
げ
て
う
た
う
歌
、「
賎し

つ
う
た歌

」
＝
庶
民
風
に
う
た
う
歌
な
ど
諸
説
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
「
静し

つ

歌う
た

」
＝
静
か
に
う
た
っ
て
荒
れ
る
魂
・
動
乱

を
静
め
る
歌
と
い
う
説
を
採
る
。

琴
と
静
歌
の
伝
承

　「
琴
と
静
歌
⑴
（
再
稿
）
―
荒
れ
る
も
の
の
静
め
―
」﹇
畠
山
﹈
に
よ
る
と
、
古
代
歌
謡
の
「
静し
つ

歌う
た

」・「
静し

つ

歌う
た

の
歌

う
た
ひ
か
へ
し

返
」
に
は
静
か
な
弾
琴
が
伴
っ
て
お

り
、
荒
れ
る
も
の
を
静
め
て
い
る
。
そ
の
古
代
に
お
け
る
琴
と
静
歌
の
伝
承
の
あ
り
方
を
表
に
す
る
と
、
次
の
〈
琴
と
静
歌
の
伝
承
一
覧
〉
の
よ
う
に
な
る
。

〈
琴
と
静
歌
の
伝
承
の
一
覧
〉

出
典

番
号

伝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承

歌
　
謡
　
名

弾
琴
の
記
述

歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謡

琴　歌　譜

⑴

雄
略
天
皇
と
赤あ
か

猪ゐ

子こ

の
伝
承

静
歌

あ
り

〈
神
の
宮
人
の
歌
〉

（
琴
歌
譜
１
）

⑵

大
物
主
の
神
と
豊と

よ
す
き
い
り
ひ
め

次
入
日
売
の
伝
承

⑶

仁
徳
天
皇
と
八や

た田
の
皇ひ

め
み
こ女

の
伝
承

静
歌
の
歌
返

あ
り

〈
淡
路
の
小し

の竹
の
歌
〉

（
琴
歌
譜
２
）

⑷

神
功
皇
后
の
伝
承

⑸

応
神
天
皇
の
狩
猟
伝
承

古　　　事　　　記

⑹

仁
徳
天
皇
の
伝
承

静
歌
の
歌
返

あ
り

〈
枯か

ら

野の

琴ご
と

の
歌
〉

（
記
75
）

⑺

仁
徳
天
皇
と
石い
は

之の

日ひ

売め

の
伝
承

静
歌
の
歌
返

な
し

〈
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
歌
〉

〈
斎ゆ

つ
真ま

つ
ば
き椿

の
歌
〉

〈
葛か
づ
ら
き
た
か
み
や

城
高
宮
の
歌
〉

〈
い
及し

け
鳥
山
の
歌
〉

〈
胆き
も

向む

か
ふ
心
の
歌
〉

〈
根ね

白じ
ろ

の
白

し
ろ
た
だ
む
き

腕
の
歌
〉

〈
大お

ほ

根ね

さ
わ
さ
わ
の
歌
〉

（
記
58
）

（
記
59
）

（
記
60
）

（
記
61
）

（
記
62
）

（
記
64
）
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古　　事　　記

⑻

雄
略
天
皇
と
赤あ
か

猪ゐ

子こ

の
伝
承

静
歌

な
し

〈
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
伝
承
〉

〈
白か
し
は
ら
を
と
め

梼
原
童
女
の
歌
〉

〈
若わ
か

栗く
る

栖す

原は
ら

の
歌
〉

〈
神
の
宮
人
の
歌
〉

〈
身
の
盛
り
人
の
歌
〉

（
記
92
）

（
記
93
）

（
記
94
）

（
記
95
）

⑼

雄
略
天
皇
と
袁を

ど

ひ

め

杼
比
売
の
伝
承

静
歌

な
し

〈
袁
杼
比
売
の
歌
〉

（
記
104
）

２
　
三
輪
山
と
神
女
と
静
歌

雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
歌

　
右
の
九
つ
の
伝
承
の
う
ち
、
三
輪
山
に
関
係
す
る
伝
承
は
、
⑴
雄
略
天
皇
と
赤あ

か

猪ゐ

こ子
の
伝
承
、
⑵
大お

ほ
も
の物

主ぬ
し

の
神
と
豊と

よ

次す
き

入い
り
ひ
め

日
売
の
伝
承
、
⑻
雄

略
天
皇
と
赤
猪
子
の
伝
承
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
⑴
と
⑻
は
同
じ
縁
起
を
も
ち
、
次
に
挙
げ
る
⑴
の
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
も
⑻
の
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
と
ほ
ぼ
共
通

し
て
い
る
。

三み

諸も
ろ

に
　
斎つ

く
や
霊た

ま
が
き籬

。
斎つ

き
残あ

ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
諸
の
社
に
　
斎い

つ

く
神
木
。
そ
の
神
木
に
斎い

つ

き
足
り
な
い
よ
う
に
（
神
・
天
皇
に
斎い

つ

き
足
り
な
く
て
）、

誰た

に
か
も
依よ

ら
む
。
神か

み

の
宮み

や

人ひ
と

。（
琴
歌
譜
１
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
誰
に
頼
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
あ
く
ま
で
も
神
の
宮
人
だ
（
神
・
天
皇
に
だ
け
頼
る
）。

と
す
る
と
、
⑴
と
⑻
が
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、
弾
琴
の
表
記
の
な
い
⑻
も
、
弾
琴
を
伴
う
⑴
と
と
も
に
静
か
な
弾
琴
を
伴
っ
て
い
た
、
と
類
推
で

き
る
。
し
て
み
る
と
、〈
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
歌
〉
は
、
破
綻
し
か
け
た
雄
略
天
皇
の
色
好
み
生
活
・
動
乱
（
動
乱
含
み
）
が
、
こ
れ
ら
の
歌
の
言こ
と
だ
ま霊

と
静
か
な
弾
琴
を

伴
う
「
静し
つ
う
た歌

」
の
音お

と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
鎮
静
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

大
物
主
の
神
と
豊
次
入
日
売
の
伝
承

　
ま
た
⑴
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
伝
承
と
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
を
ほ
ぼ
共
有
す
る
⑵
大
物
主
の
神
と
豊と
よ

次す
き

入い
り
ひ
め

日
売
の
伝
承
は
、
次
の
よ

う
な
縁
起
を
も
っ
て
い
る
。

弥や

麻ま

貴き

入い
り
ひ
こ

日
子
の
天
皇
（
崇
神
天
皇
）
の
皇
子
、
巻ま

き

向む
く

の
玉た

ま
き城

の
宮
に
御

あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
し
し

宇
伊い

久く

め米
入い

り
ひ
こ

日
子
伊い

さ佐
知ち

の
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
（
垂
仁
天
皇
）、
妹い

も
と
よ
す
き
い
り
ひ
め

豊
次
入
日
売
の
命み

こ
とと

大お
ほ
み
わ神

の

美み

望も

呂ろ
や
ま山

に
登
り
ま
し
、
神
の
前み

ま
えを

拝お
ろ
がみ

祭
り
た
ま
ひ
て
作
れ
る
歌
、
此
の
縁
起
は
正
し
き
説
に
似
た
り
。

す
な
わ
ち
、
崇
神
天
皇
の
皇
子
で
そ
の
皇
位
を
継
承
し
た
垂
仁
天
皇
が
、
異
母
妹
の
豊
次
入
日
売
と
共
に
三
輪
の
大
物
主
の
神
前
で
拝
ん
で
祭
り
を
し
た
時
に
〈
神
の
宮

人
の
歌
〉（
琴
歌
譜
１
）
を
作
っ
た
と
い
う
。
素
よ
り
こ
の
歌
も
、
静
か
な
弾
琴
に
合
わ
せ
て
「
静
歌
」
の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
た
。

大
物
主
の
神
の
静
ま
り
　
崇
神
朝
は
神
権
の
著
し
く
強
い
王
朝
で
、
神
々
の
祟
り
が
多
か
っ
た
。
崇
神
紀
七
年
の
条
に
よ
る
と
、
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ
み
か
み

御
神
と
倭

や
ま
と

大お
ほ
く
に国

魂た
ま

の
神
に
は
そ
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れ
ぞ
れ
に
豊と

よ
す
き
い
り
ひ
め

鍬
入
姫
の
命み

こ
とと

淳ぬ
な
し
ろ
い
り

名
城
入
姫ひ

め

の
命み

こ
とが

最
高
神
女
と
し
て
奉
仕
し
、
大
物
主
の
神
に
は
そ
の
子
孫
の
大お

ほ
た田

田た

根ね

こ子
が
奉
仕
し
た
と
こ
ろ
、
国
内
は
治
ま
っ
た
と
い

う
。次

の
垂
仁
朝
は
「
神あ
ま
つ
か
み祇を

礼ゐ
や

祭ま

」
う
方
針
を
継
承
し
、
二
十
五
年
に
豊と

よ
す
き
い
り
ひ
め

鍬
入
姫
の
任
を
解
い
て
倭

や
ま
と

姫ひ
め

の
命み

こ
とに

天
照
大
御
神
を
祀
ら
せ
て
い
る
。
紀
の
年
代
を
信
じ
る
と
、

豊
鍬
入
姫
は
八
六
年
間
も
天
照
大
御
神
に
仕
え
た
こ
と
に
な
る
。

豊
鍬
入
姫
と
大お
ほ
み
わ神

神
社
と
の
関
係
は
、
右
に
挙
げ
た
『
琴
歌
譜
』
の
別
伝
に
だ
け
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
輪
の
神
は
し
ば
し
ば
大
和
朝
廷
を
脅
か
し
、
朝
廷
も

そ
の
慰
撫
に
努
め
て
い
る
の
で
、
倭や
ま
と
と
と

迹
迹
日ひ

も
も
そ
ひ
め

百
襲
姫
の
命み

こ
とと

同
様
に
豊
鍬
入
姫
が
大
物
主
の
御み

つ
ゑ
し
ろ代

と
し
て
長
ら
く
仕
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
別
伝
で
最

高
神
女
の
豊
次
入
姫
の
奉
仕
が
わ
ざ
わ
ざ
崇
神
天
皇
の
子
の
垂
仁
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
記
す
の
は
、
こ
れ
が
崇
神
朝
以
来
の
奉
仕
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
だ

ろ
う
。
祟
り
や
す
い
大
物
主
の
御
心
を
静
め
る
た
め
に
、
こ
の
老
神
女
が
三
輪
の
神
の
前
で
更
な
る
奉
仕
を
誓
う
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
を
静
か
な
弾
琴
に
合
わ
せ
て
う
た
う

こ
と
は
大
い
に
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
静
か
な
弾
琴
に
合
わ
せ
て
「
静
歌
」
の
調
子
で
こ
の
誓
い
歌
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
次
入
日
売
が
三
輪
山
の
神
の
荒
御
霊
を
静
め
え
た
の
み
な
ら
ず
、

大
和
王
権
と
三
輪
氏
の
間
に
横
た
わ
る
蟠
わ
だ
か
まり

・
動
乱
（
動
乱
含
み
）
を
も
見
事
に
収
め
て
い
る
。

３
　
残
り
の
六
つ
の
伝
承

仁
徳
天
皇
の
枯
野
伝
承

　
な
お
、
残
り
の
六
つ
の
伝
承
に
も
一
応
触
れ
て
お
く
。

⑹
仁
徳
天
皇
の
枯
野
伝
承
は
、
由
緒
あ
る
枯か
ら

野の

琴ご
と

を
静
か
に
弾
き
な
が
ら
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
静
か
に
う
た
う
〈
枯
野
琴
の
歌
〉
に
よ
っ
て
、
海
上
の
荒
れ
＝
時し

け化
を
静
め
、

同
時
に
河
内
王
朝
の
首
都
圏
の
動
乱
（
動
乱
含
み
）
を
静
め
、
さ
ら
に
は
仁
徳
朝
の
治
世
を
謳
歌
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
伝
承
と
国
栖

奏
―
』﹇
畠
山
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
伝
承

　
⑺
仁
徳
天
皇
と
石い
は

之の

日ひ

売め

の
伝
承
は
、
大お

お

后き
さ
き

＝
皇
后
の
座
を
め
ぐ
っ
て
石
之
日
売
と
八や

田た

の
若わ

き
い
ら
つ
め

郎
女
が
争
う
も
の
の
、
静
か
に
弾
く
琴

に
あ
わ
せ
て
静
か
に
う
た
う
〈
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
歌
〉
六
首
に
よ
っ
て
石
之
日
売
の
怒
り
が
静
ま
り
、
こ
の
動
乱
（
動
乱
含
み
）
が
め
で
た
く
収
ま
っ
て
い
る
。
詳

し
く
は
、「
琴
と
静
歌
⑵
―
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
伝
承
―
」﹇
畠
山
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

雄
略
天
皇
と
袁
杼
比
売
の
伝
承

　
⑼
雄
略
天
皇
と
袁
杼
比
売
の
伝
承
は
、
静
か
に
弾
く
琴
に
あ
わ
せ
て
静
か
に
う
た
う
〈
袁
杼
比
売
の
歌
〉
に
よ
っ
て
怒
り
や
す
い
雄
略
天

皇
の
心
が
静
め
ら
れ
、
何
か
と
天
皇
の
怒
り
か
ら
生
じ
る
動
乱
（
動
乱
含
み
）
を
静
め
て
い
る
。

〈
朝
妻
の
御
井
の
歌
〉
の
伝
承

　
⑶
⑷
⑸
の
伝
承
を
も
つ
〈
朝
妻
の
御
井
の
歌
〉
の
伝
承
は
、
こ
の
歌
の
縁
起
を
説
く
⑶
⑷
⑸
の
伝
承
と
無
縁
ら
し
い
。
こ
の
歌
の
本
来
の

あ
り
方
は
、
静
か
に
弾
く
琴
に
あ
わ
せ
て
こ
の
歌
を
静
か
に
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
淡
路
の
国
の
三み

原は
ら

の
御み

ゐ井
の
小し

の竹
＝
水
神
の
座
を
大
和
の
国
の
葛
城
の
朝
妻
の
御
井

に
移
植
し
て
豊
か
な
水
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
水
乞
い
の
神
歌
に
よ
っ
て
、
水
不
足
か
ら
葛
城
地
方
あ
る
い
は
葛
城
王
朝
に
起
こ
り
そ
う
な

動
乱
（
動
乱
含
み
）
を
静
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、「
朝
妻
の
御
井
の
歌
の
伝
承
―
琴
と
静
歌
⑶
―
﹇
畠
山
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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４
　
静
か
な
弾
琴
を
伴
う
近
江
遷
都
歌

静
か
な
弾
琴
を
伴
う
近
江
遷
都
歌

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
近
江
遷
都
歌
は
赤
猪
子
伝
承
を
モ
デ
ル
・
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
、
近
江
遷
都
歌
も
静
か
な
弾
琴
を
伴
っ
て
「
静

歌
」
の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
三
首
の
歌
の
「
言こ
と
だ
ま霊

」
と
静
か
な
弾
琴
を
伴
う
「
静し

つ
う
た歌

」
の
「
音お

と
だ
ま霊

」
を
用
い
て
、
大
和
王
権
と
三

輪
山
の
神
の
間
に
あ
る
動
乱
含
み
を
払
拭
し
て
い
る
。

長
歌
の
は
じ
め
は
対
句
を
用
い
て
左
右
対
称
の
荘
重
さ
、
緩
や
か
な
調
子
で
進
む
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
半
と
反
歌
は
一
直
線
に
進
ん
で
切
迫
し
て
い
る
。
こ
れ
を
琴
と
声

調
に
乗
せ
れ
ば
、
当
初
は
静
か
な
が
ら
も
途
中
か
ら
速
い
リ
ズ
ム
の
激
し
い
調
子
に
な
り
そ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
動
乱
含
み
を
静
め
る
と
い
う
儀
礼
の
趣
旨
か
ら

み
る
と
、
三
首
と
も
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
静
か
な
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

弾
琴
者

　
こ
の
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
儀
礼
に
お
け
る
歌
い
手
は
、
王
権
の
最
高
位
に
あ
る
天
智
天
皇
と
三
輪
の
最
高
神
女
の
井ゐ
の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みだ

と
し
て
も
、
弾
琴
者
は
誰
だ
っ
た

ろ
う
か
。「
日
の
御
子
の
誕
生
⑴
⑵
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
ヘ
―
」﹇
畠
山
﹈
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
天
智
天
皇
の
側
近
の
男
性
で
、
冬
至
の
鎮
魂
祭
で
審さ

神に

は者
を
務
め
た
者
で
あ
る
。

そ
の
代
表
的
な
例
は
建た
け
し
う
ち内の

宿す
く
ね禰

で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
は
古
墳
か
ら
発
掘
さ
れ
る
弾
琴
埴
輪
に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。『
埴
輪
群
像
の
考
古
学
』﹇
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博

物
館
﹈
に
よ
る
と
、
そ
の
基
本
的
な
形
態
は
、
天
皇
（
豪
族
）・
皇
后
（
最
高
神
女
）・
側
近
の
弾
琴
者
の
三
点
セ
ッ
ト
で
、
埴
輪
群
像
の
中
核
に
位
置
し
て
い
る
。
し
て
み

る
と
、
お
そ
ら
く
天
智
天
皇
の
側
近
の
琴
弾
き
が
、
遷
都
の
儀
礼
の
音
楽
・
琴
を
担
当
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

正
月
の
饗
宴
の
め
で
た
い
演
目

　
平
安
初
期
に
成
立
し
た
『
琴
歌
譜
』
は
、
宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
の
場
で
演
じ
ら
れ
た
歌
謡
の
楽
書
で
あ
る
。

こ
の
琴
歌
の
な
か
に
、『
万
葉
集
』
巻
一
に
収
録
さ
れ
る
国
見
歌
〈
天あ
ま

の
香か

具ぐ
や
ま山

に
登
り
立
ち
の
歌
〉（
一
―
２
）
の
後
裔
の
国
見
歌
〈
神か

み
か
ら柄

・
国く

に
が
ら柄

の
歌
〉（
琴
歌
譜
13
）

が
、「
余よ

美み

歌う
た

」
の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
万
葉
歌
の
国
見
歌
〈
天
の
香
具
山
に
登
り
立
ち
の
歌
〉
も
、
か
つ
て
は
宮
廷
の
正
月

の
饗
宴
で
国
土
に
安
定
し
た
豊
穣
を
も
た
ら
す
神
歌
と
し
て
、
琴
を
伴
っ
た
余よ

美み

歌う
た

の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、『
琴
歌
譜
』
の
な
か
に
〈
朝
妻
の
御
井
の
歌
〉（
琴
歌
譜
２
）
が
、
宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
の
場
で
琴
歌
と
し
て
「
静し
つ
う
た歌

」
の
調
子
で
う
た
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
神
歌
に
よ
っ
て
安
定
し
た
水
を
確
保
し
、
水
不
足
か
ら
く
る
葛
城
地
方
の
動
乱
を
静
め
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
〈
朝
妻
の
御
井
の
歌
〉
と
同

系
統
に
あ
る
〈
藤
原
の
宮
の
御
井
の
歌
〉（
一
―
52
）
も
、宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
で
藤
原
の
京
に
安
定
し
た
清
水
を
も
た
ら
す
め
で
た
い
神
歌
と
し
て
、琴
を
伴
っ
た
「
静
歌
」

の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
も
よ
か
っ
た
。

ま
た
『
琴
歌
譜
』
の
な
か
に
赤
猪
子
伝
承
中
の
一
首
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉（
琴
歌
譜
１
）
が
、
宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
の
場
で
琴
歌
と
し
て
「
静し
つ
う
た歌

」
の
調
子
で
う
た
わ
れ

て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
〈
神
の
宮
人
の
歌
〉
を
含
む
四
首
の
〈
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
歌
〉（
記
92
〜
95
）
も
、
宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
で
、
天
皇
の
色
好
み
生
活
の

安
定
を
も
た
ら
し
た
め
で
た
い
歌
と
し
て
、
琴
を
伴
っ
た
「
静し
つ
う
た歌

」
の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
た
、
と
想
定
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
伝
で
い
く
と
、
近
江
遷
都
歌
三
首
も
こ
の
〈
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子
の
歌
〉
の
四
首
を
下
地
に
し
て
い
る
の
で
、
宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
で
、
危
機
的
な
状
況
に

あ
っ
た
遷
都
を
見
事
に
切
り
抜
け
た
め
で
た
い
歌
と
し
て
、
琴
を
伴
っ
た
「
静し
つ
う
た歌

」
の
調
子
で
う
た
わ
れ
て
い
た
、
と
想
定
で
き
る
。
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一
二

　結
び

「
和
す
る
歌
」
の
位
相

　
本
論
の
主
題
は
、
近
江
遷
都
の
儀
礼
に
お
け
る
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
に
「
和あ

は

す
る
歌
」
と
し
て
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛は

り

摺
り
の
歌
〉
が
ど

の
よ
う
に
相
呼
応
す
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
だ
っ
た
。

三
輪
山
の
神
の
加
護
祈
願

　
大
和
の
国
の
明あ

す

か
日
香
の
岡を

か
も
と本

の
宮
か
ら
近
江
の
国
の
大お

ほ
つ津

の
宮
へ
遷
都
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
和
の
国
魂
の
三
輪
山
の
神
の
加
護
・
祝
福
が
求

め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
遷
都
は
大
和
の
国
魂
が
一
地
方
の
国
魂
に
格
下
げ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
遷
都
に
反
対
す
る
機
運
も
強
く
て
国
情
は
動
乱
含
み
だ
っ

た
の
で
、
三
輪
山
の
神
の
不
興
が
予
想
さ
れ
た
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
朝
廷
と
三
輪
の
神
の
関
係
に
は
愛
憎
の
両
面
が
あ
り
、
三
輪
の
神
の
和に
ぎ
み
た
ま

御
霊
と
荒あ

ら

御み
た
ま霊

の
発
現
は
熾
烈

を
極
め
て
い
る
。

そ
こ
で
朝
廷
・
天
皇
側
は
、
雲
で
姿
を
隠
し
て
不
興
を
示
す
三
輪
山
へ
向
け
て
、
十
全
の
青
山
を
誇
る
山
の
神
が
里
人
に
幸
を
も
た
ら
す
と
い
う
大
和
の
〈
山
見
歌
〉
を

踏
ま
え
た
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
を
う
た
っ
た
。
そ
の
歌
の
ね
ら
い
は
、
三
輪
山
の
神
が
雲
に
隠
さ
れ
た
青
山
を
見
せ
て
そ
の
和
御
霊
を
発
現
し
、
天
智
朝
を

祝
福
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
っ
た
。

地
元
の
恋
衣
の
歌
に
よ
る
天
皇
賛
美

　
す
る
と
三
輪
側
を
代
表
し
た
大お
ほ
み
わ神

神
社
の
最
高
神
女
の
井ゐ

の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みが

、
三
輪
地
方
で
知
ら
れ
た
榛は

り

摺ず

り
の
恋
衣
か
ら
発
想
さ
れ
た
定

番
の
恋
人
賛
美
の
古
歌
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛は

り

摺ず

り
の
歌
〉
を
、
そ
の
ま
ま
天
皇
賛
美
の
歌
に
転
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
ち
ら
か
ら
雲
に
よ
っ
て
三
輪
山
が
見
え
な
い
と
い
っ
て

憂
慮
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
三
輪
山
か
ら
は
天
皇
の
英
姿
が
鮮
明
に
み
え
る
、
と
即
座
に
「
和あ
は

」
せ
た
。
こ
う
し
て
、
三
輪
山
の
神
は
そ
の
和
御
霊
を
発
現
し
、
天
智
朝
を

祝
福
し
た
。

別
系
統
の
歌
の
唱
和

　
長
・
反
歌
と
そ
れ
に
「
和あ
は

」
す
る
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
系
統
の
歌
で
あ
る
。
長
・
反
歌
は
宮
廷
歌
人
の
額ぬ

か
た田

の
王

お
ほ
き
みが

大
和
の
〈
山
見
歌
〉
を
踏
ま

え
て
代
作
し
た
荘
重
な
宮
廷
儀
礼
歌
で
、
儀
礼
で
は
天
智
天
皇
が
う
た
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
和あ
は

す
る
歌
」
は
三
輪
地
方
に
伝
わ
る
恋
衣
の
恋
愛
習
俗
を
踏
ま
え
た
ま
っ

た
り
と
し
た
恋
の
古
歌
で
、
儀
礼
で
は
三
輪
氏
の
最
高
神
女
の
井ゐ
の
へ戸

の
王

お
ほ
き
みが

う
た
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
格
的
に
万
葉
の
時
代
に
入
っ
た
後
世
か
ら
み
る
と
、
長
・
反
歌
は
宮
廷
に
お
け
る
初
期
万
葉
の
歌
風
に
合
致
す
る
も
の
の
、「
和あ
は

す
る
歌
」
は
民
間
の
古
色

蒼
然
た
る
恋
の
歌
謡
レ
ベ
ル
だ
っ
た
の
で
、『
万
葉
集
』
の
編
者
に
よ
っ
て
「
和あ
は

す
る
に
似
ず
」
と
注
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

赤
猪
子
伝
承
の
構
想

　
こ
の
よ
う
に
系
統
の
異
な
る
歌
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
唱
和
す
る
形
態
は
、
万
葉
以
前
の
古
代
歌
謡
で
は
ふ
ん
だ
ん
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
記
紀

の
歌
物
語
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
事
例
で
溢
れ
て
い
る
。

そ
の
典
型
例
と
し
て
構
想
上
こ
の
近
江
遷
都
歌
と
同
型
を
も
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
雄
略
記
の
赤あ
か

猪ゐ

こ子
伝
承
が
そ
れ
で
あ
る
。
大お

ほ
み
わ神

神
社
の
神
女
の
成
巫
式
と
引
退
式
に
お

け
る
神
歌
、
な
ら
び
に
三
輪
地
方
（
大
和
の
国
）
と
日く
さ
か下

地
方
（
河
内
の
国
）
の
歌
垣
に
お
け
る
嘆
老
歌
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
本
来
の
場
と
は
異
な
る
世
界

を
構
築
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
系
統
の
異
な
る
歌
を
朝
廷
側
の
雄
略
天
皇
と
三
輪
側
の
神
女
・
赤
猪
子
に
唱
和
さ
せ
る
構
想
の
主
軸
は
、
朝
廷
側
に
三
輪
の
神
・
神
女
の
荒
御
霊
を
抑
え
て
和

御
霊
の
発
現
を
願
い
、
そ
の
朝
廷
の
熱
望
に
感
動
し
た
三
輪
の
神
・
神
女
が
和
御
霊
を
発
現
し
て
朝
廷
を
加
護
す
る
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
こ
の
伝
承
の
歌
謡
は
、
動
乱
（
動
乱
含
み
）
を
静
め
る
効
用
を
発
揮
す
る
弾
琴
を
伴
っ
た
「
静し

つ
う
た歌

」
で
う
た
わ
れ
て
い
た
。

向
き
合
う
両
座

　
近
江
遷
都
歌
は
、
こ
の
赤
猪
子
伝
承
の
構
想
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ま
ず
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
儀
礼
は
、
朝
廷
側
の
座
を
南
方
の
三
輪
山
に
向
け
て
設
定
し
、

三
輪
側
の
座
は
北
方
の
朝
廷
側
に
向
け
て
設
定
し
た
ろ
う
。

静
か
な
調
子
の
琴
歌

　
そ
し
て
儀
礼
を
主
催
す
る
天
智
天
皇
の
側
近
が
弾
く
静
か
な
調
子
の
琴
歌
に
合
わ
せ
て
三
首
の
歌
が
唱
和
さ
れ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
三
首
の
歌
の

「
言こ
と
だ
ま霊

」
と
静
か
な
琴
歌
の
「
音お

と

霊た
ま

」
に
よ
っ
て
こ
の
遷
都
に
付
き
ま
と
う
動
乱
含
み
が
沈
静
化
さ
れ
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
朝
廷
の
繁
栄
ま
で
祝
福
さ
れ
て
い
る
。

時
代
の
転
換

　
時
代
の
転
換
期
は
、
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
過
去
を
清
算
し
よ
う
と
し
、
同
時
に
前
を
向
い
て
明
る
い
将
来
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
。
近
江
遷
都
歌
の
長
・
反

歌
と
「
和あ
は

す
る
歌
」
は
、
こ
の
時
代
の
交
差
を
見
事
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

正
月
の
饗
宴
の
演
目

　
そ
し
て
こ
の
大
和
王
権
の
記
念
す
べ
き
遷
都
の
儀
礼
歌
は
、
そ
の
後
の
宮
廷
の
正
月
の
饗
宴
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
い
め
で
た
い
演
目
だ
っ
た
。

古
典
の
教
科
書
へ
の
要
望

　
高
校
の
古
典
の
教
科
書
の
多
く
は
、
こ
の
近
江
遷
都
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
決
ま
っ
て
〈
三
輪
山
へ
の
惜
別
の
長
・
反
歌
〉
の
二
首

だ
け
を
掲
載
し
、「
和あ
は

す
る
歌
」
の
〈
綜へ

麻そ

条が
た

の
榛は

り

摺ず

り
の
歌
〉
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
三
首
で
完
結
す
る
世
界
の
半
分
し
か
提
示
し
て
お
ら
ず
、
未
完
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
左
注
も
含
め
て
こ
の
三
首
が
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
に
構
築
さ
れ
る
コ
ミ
ネ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
が
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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葉
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荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
　
一
九
七
九
　『
古
事
記
・
上
代
歌
謡
』　
小
学
館

小
野
重
朗
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九
七
七
　「
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叙
事
考
」　『
南
島
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古
歌
謡
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　『
蜻
蛉
日
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書
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九
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八
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古
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古
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和
歌
集
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九
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解
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院
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憲
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佐
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昭
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九
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萬
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集
一
』　
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館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
二
　『
萬
葉
集
二
』　
小
学
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
九
　『
萬
葉
集
三
』　
小
学
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
六
　『
萬
葉
集
四
』　
小
学
館

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
　『
日
本
書
紀
　
上
・
下
』　
岩
波
書
店

酒
匂
伸
行
　
二
〇
〇
〇
　「
丹
後
船
」　『
日
本
民
俗
大
辞
典
下
』　
吉
川
弘
文
堂

佐
竹
昭
広
　
一
九
五
四
　「
蛇
聟
入
の
源
流
―
『
綜
麻
形
』
の
解
読
に
関
し
て
―
」　『
国
語
国
文
』
23
巻
９
号

高
木
市
之
助
　
一
九
六
七
　『
上
代
歌
謡
集
』　
朝
日
新
聞
社

高
野
辰
之

　
一
九
八
〇
　『
日
本
歌
謡
集
成
巻
一
―
上
古
編
―
』　
東
京
堂
出
版

武
田
祐
吉
　
一
九
七
一
　『
記
紀
歌
謡
全
講
』　
明
治
書
院

谷
　
馨
　
　
一
九
七
一
　『
額
田
王
』　
早
稲
田
大
学
出
版
部

土
橋
　
寛
　
一
九
七
六
　『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
日
本
書
紀
編
―
』　
角
川
書
店

　
　
　
　
　
一
九
六
五
　『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』　
岩
波
書
店

虎
尾
俊
哉
　
二
〇
一
七
　『
延
喜
式
上
』　
集
英
社

　
　
　
　
　
二
〇
〇
七
　『
延
喜
式
中
』　
集
英
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
延
喜
式
下
』　
集
英
社

中
西
　
進
　
一
九
七
六
　「
古
代
的
知
見
」　『
万
葉
集
原
論
』　
桜
楓
社

　
　
　
　
　
二
〇
一
二
　「
三
輪
山
と
『
万
葉
集
』」『
中
西
進
著
作
集
35
古
代
文
学
の
生
成
一
』　
四
季
社

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
　
一
九
八
四
　『
角
川
古
語
大
辞
典
第
二
巻
』　
角
川
書
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
四
　『
角
川
古
語
大
辞
典
第
四
巻
』　
角
川
書
店

長
谷
川
成
一
　
二
〇
〇
八
　「
近
世
津
軽
領
の
「
天
気
不
正
」
風
説
に
関
す
る
試
論
」　『
弘
前
大
学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
年
報
』
５
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（ 59 ） 万葉の榛の発想

畠
山
　
篤
　
一
九
八
六
　「
赤
猪
子
の
復
権
―
陰
の
女
の
極
北
―
」　『
国
学
院
雑
誌
』
87
巻
９
号

　
　
　
　
　
一
九
八
七
　「
赤
猪
子
の
基
層
―
三
輪
の
神
の
嫁
―
」　『
上
代
文
学
』
59
号

　
　
　
　
　
一
九
八
七
　「
赤
猪
子
伝
承
の
基
層
―
王
権
の
論
理
―
」　『
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
23
号

　
　
　
　
　
二
〇
一
四
　『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
琴
と
国
栖
奏
―
』　
白
地
社

　
　
　
　
　
二
〇
一
五
　「
日
の
御
子
の
誕
生
⑴
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―
」　『
弘
学
大
語
文
』
41
号

　
　
　
　
　
二
〇
一
六
　「
日
の
御
子
の
誕
生
⑵
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―
」　『
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
52
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
岩
木
山
の
神
と
鬼
』　
北
方
新
社

　
　
　
　
　
二
〇
一
八
　「
琴
と
静
歌
⑵
―
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
伝
承
―
」　
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
54
号
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
朝
妻
の
御
井
の
歌
の
伝
承
―
琴
と
静
歌
⑶
―
」　『
弘
学
大
語
文
』
44
号

　
　
　
　
　
二
〇
一
九
　「
琴
と
静
歌
⑴
（
再
稿
）
―
荒
れ
る
も
の
の
静
め
―
」　『
弘
学
大
語
文
』
45
号

平
林
章
仁
　
二
〇
〇
〇
　『
三
輪
山
の
古
代
史
』　
白
水
社
　

藤
井
貞
和
　
一
九
七
八
　『
古
日
本
文
学
発
生
論
』　
思
潮
社

藤
田
徳
太
郎
　
一
九
四
〇
　『
日
本
歌
謡
の
研
究
』　
厚
生
閣

古
橋
信
孝
　
一
九
八
八

　『
古
代
和
歌
の
発
生
』　
東
京
大
学
出
版
会

外
間
守
善
　
一
九
七
九
　『
南
島
歌
謡
大
成
―
奄
美
篇
―
』　
角
川
書
店

森
　
朝
男
　
一
九
九
三
　「
近
江
遷
都
と
三
輪
山
哀
別
歌
」　『
古
代
文
学
の
成
立
』　
勉
誠
社

森
本
治
吉
　
一
九
五
二
・
三
　「
榛
の
木
考
一
〜
五
」　『
白
路
』

守
屋
俊
彦
　
一
九
七
五
　「
赤
猪
子
の
話
―
三
輪
伝
承
考
―
」　『
古
事
記
研
究
―
古
代
伝
承
と
歌
謡
―
』　
三
弥
井
書
店

若
浜
汐
子
　
一
九
六
五
　『
萬
葉
植
物
原
色
図
鑑
』　
高
陽
書
院
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