
明
日
香
皇
女
木

殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首 

并
短
歌

飛と
ぶ

鳥と
り
の　

明あ

日す

香か

乃の

河か
は

之の　

上か
み
つ

瀬せ
に　

石い
し

橋ば
し

渡わ
た
し

〈
一
云
「
石い

し

浪な
み

」〉　

下し
も
つ

瀬せ
に　

打う
ち

橋は
し

渡わ
た
す　

石い
し

橋ば
し
に

〈
一
云
「
石い

し

浪な
み
に

」〉　

生お
ひ

靡な
び
け

留る　

玉た
ま

藻も

毛も

叙ぞ　

絶た
ゆ
れ

者ば

生お
ふ

流る　

打う
ち

橋は
し
に　

生お
ひ

乎を

為を

礼れ

流る　

川か
は

藻も

毛も

叙ぞ　

干か
る
れ

者ば

波は

由ゆ

流る　

何な
に

然し
か

毛も　

吾わ
が

王
お
ほ
き
み

能の　

立た
た
せ

者ば　

玉た
ま

藻も

之の

母も

許こ

呂ろ　

臥
こ
や
せ

者ば　

川か
は

藻も

之の

如ご
と

久く　

靡な
び

相か
ひ

之の　

宜
よ
ろ
し
き

君き
み

之が　

朝あ
さ

宮み
や

乎を　

忘わ
す
れ

賜た
ま
ふ

哉や　

夕ゆ
ふ

宮み
や

乎を　

背そ
む
き

賜た
ま
ふ

哉や　

宇う

都つ

曽そ

臣み

跡と　

念お
も
ひ

之し

時と
き
に　

春は
る

部へ

者に
は　

花は
な

折を
り

挿か

ざ

し頭　

秋あ
き

立た
て

者ば　

黄も
み
ち
ば葉

挿か

ざ

し頭　

敷し
き

妙た
へ

之の　

袖そ
で

携
た
づ
さ
は
り　

鏡か
が
み

成な
す　

雖み
れ
ど
も見

不あ

か

ず猒　

三も

ち

づ

き

五
月
之の　

益い
や

目め

頬づ
ら

染し
み　

所お
も
ほ
し念

之し　

君き
み

与と

時と
き

々ど
き　

幸
い
で
ま
し

而て　

遊あ
そ
び

賜た
ま
ひ

之し　

御み

食け

向む
か
ふ　

木き
の

へ

之の

宮み
や

乎を　

常と
こ

宮み
や

跡と　

定さ
だ
め

賜
た
ま
ひ
て　

味あ
ぢ

澤さ
は

相ふ　

目め

辞こ
と

毛も

絶た
え

奴ぬ　

然し

か

れ有
鴨か

も

〈
一
云
「
所そ

己こ

乎を

之し

毛も

」〉　

綾あ
や

尓に

憐
か
な
し
み　

宿ぬ

兄え

鳥ど
り

之の　

片か
た

戀こ
ひ

嬬づ
ま

〈
一
云
「
為し

乍つ
つ

」〉　

朝あ
さ

鳥と
り
の

〈
一
云
「
朝あ

さ

霧ぎ
り
の

」〉　

徃か

よ

は来
為す

君き
み

之が　

夏な
つ

草く
さ

乃の　

念お
も
ひ

之し

萎な
え

而て　

夕ゆ
ふ

星つ
づ

之の　

彼か

徃ゆ
き

此か
く

去ゆ
き　

大お
ほ

船ぶ
ね
の　

猶た

預ゆ

不た

定ふ

見み
れ

者ば　

遣な
ぐ

悶さ
も

流る　

情こ
こ
ろ

毛も

不あ

ら

ず在　

其そ
こ

故ゆ
ゑ
に　

為せ
む

便す
べ

知し

之れ

也や　

音お
と

耳の
み

母も　

名な

耳の
み

毛も

不た

え

ず絶　

天あ
め

地つ
ち

之の　

弥い
や

遠と
ほ

長な
が

久く　

思し
の
ひ

将ゆ

か

む徃　

御み

名な

尓に

懸か
か

世せ

流る　

明あ

日す

香か

河が
は　

及よ
ろ
づ
よ
ま
で
に

万
代　

早は

布し
き

屋や

師し　

吾わ
が

王
お
ほ
き
み

乃の　

形か
た

見み

何に

此こ

こ

を焉 

（
2
・
一
九
六
）

短
歌
二
首

明あ

日す

香か

川が
は　

四し

我が

良ら

美み

渡わ
た

之し　

塞せ
か

益ま
せ

者ば　

進な
が
る

留る

水み
づ

母も　

能の

杼ど

尓に

賀か

有あ
ら

萬ま

思し

〈
一
云
「
水み

づ

乃の　

与よ

杼ど

尓に

加か

有あ
ら

益ま
し

」〉 

（
2
・
一
九
七
）

明あ

日す

香か

川が
は　

明あ

日す

谷だ
に

〈
一
云
「
左さ

倍へ

」〉
将み

見む

等と　

念お
も
へ

八や

方も

〈
一
云
「
念お

も
へ

香か

毛も

」〉　

吾わ
が

王
お
ほ
き
み
の　

御み

名な

忘わ
す
れ

世せ

奴ぬ

〈
一
云
「
御み

名な

不わ
す
ら
え
ぬ

所
忘
」〉 

（
2
・
一
九
八
）

は
じ
め
に

『
萬
葉
集
』
巻
二
挽
歌
部
所
載
の
「
明
日
香
皇
女
木

殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」（
以
下
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
と
称
す

る
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
殯
宮
挽
歌
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
一
般
に
殯
宮
挽
歌
と
は
「
殯
宮
之
時
～
作
歌
」
の
題
詞
を

「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
視
点
と
方
法

茂
野　

智
大
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有
す
る
柿
本
人
麻
呂
の
三
作
品
（「
日
並
皇
子
尊
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
2
・
一
六
七
～
一
七
〇
、「
明
日
香
皇
女
木

殯

宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
2
・
一
九
六
～
一
九
八
、「
高
市
皇
子
尊
城
上
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
2
・
一
九
九
～

二
〇
二
）
を
指
し
、
宮
廷
歌
の
一
種
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
殯
宮
挽
歌
は
い
ず
れ
も
作
中
に
お
け
る
話
者
（
叙
述
主
体
）
の
立
ち
位
置

が
注
目
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
が
、
中
で
も
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
は
個
々
の
表
現
が
ど
の
作
中
人
物
の
行
動
を
詠
い
、
そ
の
こ
と

が
ど
の
よ
う
に
抒
情
を
喚
起
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
、
視
点
の
あ
り
様
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
説
明
の
都

合
上
、
長
歌
を
五
段
に
分
け
、
短
歌
と
併
せ
て
本
作
品
の
構
造
を
簡
略
に
示
す
。

長
歌
第
一
段　

…
…　

序
前
部
（「
飛と

ぶ

鳥と
り
の

」
～
「
干か

る
れ

者ば

波は

由ゆ

流る

」）

長
歌
第
二
段　

…
…　

序
後
部
（「
何な

に

然し
か

毛も

」
～
「
背そ

む
き

賜た
ま
ふ

哉や

」）

長
歌
第
三
段　

…
…　

二
人
の
生
前
～
皇
女
の
現
状
（「
宇う

都つ

曽そ

臣み

跡と

」
～
「
目め

辞こ
と

毛も

絶た
え

奴ぬ

」）

長
歌
第
四
段　

…
…　

夫
君
の
現
状
～
話
者
の
所
感
（「
然し

か

れ有
鴨か

も

」
～
「
為せ

む

便す
べ

知し

之れ

也や

」）

長
歌
第
五
段　

…
…　

意
思
表
明
①
（「
音お

と

耳の
み

母も

」
～
「
形か

た

見み

何に

此こ

こ

を焉
」）

第
一
短
歌　

…
…　

反
実
仮
想

第
二
短
歌　

…
…　

意
思
表
明
②

長
歌
の
分
け
方
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
幾
つ
か
異
な
る
見
解
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
磤
稲
綺
道
秀
『
長
歌
軌
範　

中
』

（
長
歌
軌
範
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
に
従
い
、
右
の
よ
う
に
し
た
。
た
だ
し
、
第
三
段
の
対
句
構
造
に
つ
い
て
は
枕
詞
の
配
置
お
よ

び
第
四
段
と
の
対
応
関
係
か
ら
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
（
網
掛
け
は
枕
詞
）。

（
第
三
段
） 

（
第
四
段
）

宇う

都つ

曽そ

臣み

跡と　

念お
も
ひ

之し

時と
き
に 

然し

か

れ有
鴨か

も

〈
所そ

己こ

乎を

之し

毛も

〉　

綾あ
や

尓に

憐
か
な
し
み

┏
春は

る

部へ

者に
は　

花は
な

折を
り

挿か

ざ

し頭 

┏
宿ぬ

兄え

鳥ど
り

之の　

 　
　

片か
た

戀こ
ひ

嬬づ
ま

〈
為し

乍つ
つ

〉 

┗
秋あ

き

立た
て

者ば　

黄も
み
ち
ば葉

挿か

ざ

し頭 

┗
朝あ

さ

鳥と
り
の

〈
朝あ

さ

霧ぎ
り
の

〉　

徃か

よ

は来
為す

君き
み

之が

┏
敷し

き

妙た
へ

之の　

袖そ
で

携
た
づ
さ
は
り 

　

┏
夏な

つ

草く
さ

乃の　

念お
も
ひ

之し

萎な
え

而て

┣
鏡か

が
み

成な
す　

雖み
れ
ど
も見

不あ

か

ず猒	
　

┣
夕ゆ

ふ

星つ
づ

之の　

彼か

徃ゆ
き

此か
く

去ゆ
き

┗
三も

ち

づ

き

五
月
之の　

益い
や

目め

頬づ
ら

染し
み 

　

┗
大お

ほ

船ぶ
ね
の　

猶た

ゆ

た

ふ

預
不
定
見み

れ

者ば

⑴⑴
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所お
も
ほ
し念

之し　

君き
み

与と

時と
き

々ど
き　

幸
い
で
ま
し

而て　

遊あ
そ
び

賜た
ま
ひ

之し 

　
　
　

遣な
ぐ
さ
も悶

流る　

情こ
こ
ろ

毛も

不あ

ら

ず在

　
　
　

御み

食け

向む
か
ふ　

木き
の

へ

之の

宮み
や

乎を 

　
　
　
　

其そ
こ

故ゆ
ゑ
に　

為せ
む

便す
べ

知し

之れ

也や

　
　
　
　

常と
こ

宮み
や

跡と　

定さ
だ
め

賜
た
ま
ひ
て　

味あ
ぢ

澤さ
は

相ふ　

目め

辞こ
と

毛も

絶た
え

奴ぬ

本
稿
で
は
皇
女
と
そ
の
夫
君
と
に
対
す
る
話
者
の
視
点
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
た
め
、
特
に
第
三
段
以
降
に
つ
い
て
論
ず
る
。
本
作

品
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
の
明
日
香
皇
女
関
連
記
事
等
を
参
照
し
つ
つ
持
統
天
皇
と
の
関
係
や
仏
教
と
の
か
か

わ
り
、
夫
君
の
同
定
と
い
っ
た
作
品
の
背
景
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
の
関
心
は
あ
く
ま
で
も
作
品
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
死
な
る

も
の
の
理
解
と
表
現
と
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。
話
者
が
当
事

者
の
二
人
を
い
か
な
る
視
点
で
捉
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
認
識
し
、
挽
歌
的
抒
情
を
喚
起
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
方
法
が

他
の
人
麻
呂
挽
歌
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
順
に
検
討
す
る
。

な
お
一
点
付
言
し
て
お
く
と
、
本
作
品
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
他
の
二
つ
の
殯
宮
挽
歌
と
の
違
い
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
確

か
に
「
日
並
皇
子
挽
歌
」（
2
・
一
六
七
～
一
七
〇
）
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」（
2
・
一
九
六
～
一
九
八
）
の
場
合
は
「
舎
人
」
や
「
宮

人
」
と
い
っ
た
人
々
の
反
応
が
描
写
さ
れ
、
話
者
自
身
も
そ
う
し
た
官
人
の
一
人
と
し
て
そ
れ
を
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
見
た
時
、
相
聞
的
色
彩
の
濃
い
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
が
特
異
に
感
じ
ら
れ
る
の
も
頷
け

る
。
そ
う
し
た
本
作
品
の
特
異
性
を
人
麻
呂
の
方
法
的
展
開
の
結
果
と
捉
え
た
の
が
身
﨑
壽
氏
で
あ
る
。
身
﨑
氏
は
人
麻
呂
作
品
に
お

け
る
「
わ
れ
」
の
方
法
的
展
開
の
到
達
点
と
し
て
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」（
2
・
二
一
七
～
二
一
九
）
を
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
殯

宮
挽
歌
の
中
で
は
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
が
最
も
そ
れ
に
近
い
あ
り
方
を
示
す
こ
と
を
論
じ
た
。
だ
が
、
殯
宮
挽
歌
に
お
け
る
本
作
品

の
特
異
性
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
身
﨑
氏
自
身
も
「
理
由
の
ひ
と
つ
」
と
し
て
挙
げ
る
死
者
の
性
格
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

夙
に
清
水
克
彦
氏
は
「
こ
の
作
は
、
お
な
じ
く
殯
宮
儀
礼
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
二
皇
子
に
対
す
る
挽
歌
と
は
、
か
な
り
趣

を
異
に
す
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
原
因
を
「
対
象
が
皇
子
で
は
な
く
、
皇
女
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し
た
。
実
際
、
相
聞

的
叙
述
は
身
﨑
氏
が
方
法
的
に
近
い
と
位
置
づ
け
る
「
吉
備
津
采
女
挽
歌
」
に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
も
ま
た
詠
わ
れ
る
死
者
を
女
性
と
す

る
挽
歌
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
を
一
旦
外
し
て
人
麻
呂
挽
歌
全
体
を
見
渡
す
時
、
遺
さ
れ
る
配
偶
者
の

情
動
を
通
し
て
抒
情
を
喚
起
す
る
手
法
は
人
麻
呂
挽
歌
の
最
も
基
本
的
な
型
と
言
え
る
。
家
族
構
成
す
ら
知
れ
な
い
無
名
の
死
者
を
詠

う
挽
歌
に
お
い
て
さ
え
、
配
偶
者
の
情
動
を
仮
想
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
こ
と
を
納
得
さ
せ
よ
う
。
人
麻
呂
挽
歌

⑵⑵

⑶⑶

⑷⑷

⑸⑸

⑹⑹

⑺⑺
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全
体
か
ら
見
れ
ば
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
が
特
異
な
の
で
は
な
く
、
残
る
二
つ
の
殯
宮
挽
歌
こ
そ
が
特
異
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
都
合
三
作
品
を
数
え
る
の
み
の
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
単
純
に
多
寡
を
も
っ
て
一
般
性
な
い
し
特
異
性
を
判
断
す
る

こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
し
、
題
詞
に
基
づ
く
便
宜
的
枠
組
み
と
し
て
の
有
効
性
は
確
か
に
あ
ろ
う
。
相
聞
的
叙

述
を
含
む
本
作
品
に
は
、「
殯
宮
之
時
…
…
作
歌
」
と
い
う
作
歌
事
情
に
適
う
性
格
も
ま
た
一
方
で
認
め
ら
れ
る
。
か
か
る
作
歌
事
情

に
お
い
て
相
聞
的
発
想
を
取
り
入
れ
る
時
、
い
か
な
る
視
点
で
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一　

生
前
の
二
人

ま
ず
考
え
た
い
の
が
第
三
段
の
叙
述
内
容
の
行
為
主
体
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
半
の
「
君
と
時
々
」
以
下
は
「
君
と
」

（
夫
君
と
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
皇
女
の
行
動
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
問
題
は
「
う
つ
そ
み
と　

思
ひ
し
」、「
花
折
り

か
ざ
し
…
…
も
み
ち
葉
か
ざ
し
」、「
袖
携
は
り
」、「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」、「
い
や
め
づ
ら
し
み
」、「
思
ほ
し
し
」
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
う
つ
そ
み
と　

思
ひ
し
」
に
つ
い
て
は
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
今
は
措
く
。
そ
れ
に
続
く
歌
句
は
皇
女
と
夫
君

と
の
具
体
的
な
か
か
わ
り
あ
い
を
通
し
て
過
去
（
生
前
）
を
描
写
し
て
い
る
。
一
見
し
て
意
明
ら
か
で
橘
守
部
『
檜
嬬
手
』
な
ど
は

「
通キ

コ

え
易
き
語
の
み
な
れ
ば
釋
を
省
け
り
」
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
個
々
の
表
現
の
行
為
主
体
が
誰
で
あ
る
か
、
と
い
う

点
に
立
ち
入
っ
て
鋭
く
説
き
及
ん
だ
の
が
斎
藤
茂
吉
『
評
釋
篇
』
で
あ
っ
た
。

『
春
べ
は
花
折
り
か
ざ
し
、
秋
立
て
ば
黄
葉
か
ざ
し
』
は
皇
女
の
御
事
の
や
う
で
あ
り
、『
敷
妙
の
袖
た
づ
さ
は
り
』
は
御
二
人

の
事
に
相
違
な
い
が
、『
鏡
な
す
見
れ
ど
も
飽
か
ず
』
の
と
こ
ろ
は
皇
女
の
形
容
の
や
う
で
も
あ
る
が
、
下
に
つ
づ
く
、『
望
月
の

い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
』
を
見
れ
ば
、
皇
女
が
夫
君
の
こ
と
を
『
望
月
の
い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
』
と
云
ふ
や
う
に
聞

こ
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
次
の
、『
君
と
時
時
い
で
ま
し
て
』
の
句
を
見
れ
ば
、
正
し
く
『
君
』
は
夫
君
の
こ
と
に
相
違
な
い
。

夫
君
だ
と
す
れ
ば
、『
鏡
な
す
見
れ
ど
も
飽
か
ず
、
望
月
の
い
や
め
づ
ら
し
み
思
ほ
し
し
』
は
ど
う
し
て
も
、
夫
君
の
形
容
と
い

ふ
こ
と
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
愚
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
辺
は
人
麿
一
流
の
省
略
融
合
が
あ
る
の
で
、
形
容
の
如
き
も
両
方
へ
滲
透

し
て
ゐ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

個
々
の
判
断
に
お
い
て
立
場
を
曖
昧
に
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
が
、「
言
葉
の
具
合
が
皇
女
と
も
就
か
ず
夫
君
と
も
就
か
ぬ
や
う

⑻⑻
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な
と
こ
ろ
が
あ
る
」（
同
）
こ
と
に
着
目
し
て
問
題
を
提
起
し
た
意
義
は
大
き
い
。
以
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
見
解
が
出
さ

れ
た
が
、
個
々
の
表
現
の
行
為
主
体
に
つ
い
て
一
々
判
断
を
示
し
た
注
釈
書
・
論
文
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。『
評
釋
篇
』
の
い
う
「
両

方
へ
滲
透
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
見
方
は
印
象
と
し
て
は
肯
わ
れ
、「
皇
女
と
そ
の
夫
君
と
の
関
係
の
情
緒
纏
綿
た
る
と
こ
ろ
を
叙
し
て

ゐ
る
」（
同
）
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
は
そ
れ
で
足
り
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
が
話
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
何
に
視
点
を
向

け
て
い
る
か
を
分
析
す
る
本
稿
に
と
っ
て
、
こ
こ
に
は
看
過
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
話
者
の
問
題
を
取
り
込
み

つ
つ
、
行
為
主
体
の
問
題
に
踏
み
込
ん
だ
太
田
豊
明
氏
の
論
に
着
目
し
た
い
。

太
田
氏
は
「『
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
』
の
あ
た
り
に
限
っ
て
は
話
者
『
わ
れ
』
は
皇
女
の
夫
君
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た

上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

話
者
を
夫
君
と
す
る
そ
の
叙
述
は
こ
の
直
後
の
部
分
に
も
及
ぶ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
直
後
の
「
春
へ
に

は　

花
折
り
か
ざ
し　

秋
立
て
ば　

黄
葉
か
ざ
し
」
の
部
分
は
、
夫
君
た
る
「
わ
れ
」
の
立
場
か
ら
生
前
の
皇
女
の
様
子
、
そ
の

思
い
出
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
し
、「
し
き
た
へ
の
袖
た
づ
さ
は
り
」
も
、
夫
君
の
立
場
で
、「
わ

た
し
た
ち
夫
婦
は
手
を
取
り
合
い
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
と
考
え
て
も
特
に
問
題
は
な
い
。【
中
略
】
こ
の
部
分
も
ま
た
、
夫
君

で
あ
る
話
者
「
わ
れ
」
が
、
生
前
の
妻
の
こ
と
を
「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」「
い
や
め
づ
ら
し
」
と
述
べ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。【
中
略
】
た
だ
し
、「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
に
続
く
「
思
ほ
し
し
君
」
の
部
分
に
至
っ
て
、
話
者
の
立
場
を
夫

君
と
す
る
読
解
は
、
は
っ
き
り
と
不
可
能
に
な
る
。【
中
略
】
②
段
落
ま
で
の
話
者
で
あ
る
臣
下
の
一
人
物
が
、
③
段
落
の
冒
頭

か
ら
夫
君
と
し
て
の
話
者
に
転
換
し
、
そ
れ
が
ま
た
「
思
ほ
し
し
君
」
の
部
分
に
至
っ
て
臣
下
と
し
て
の
話
者
に
再
転
換
し
て
い

る
、
と
い
う
構
造
を
読
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

太
田
論
文
の
ひ
と
つ
の
眼
目
は
、
話
者
の
転
換
を
認
め
る
点
に
あ
る
。
話
者
が
「
夫
君
の
悲
嘆
に
同
化
す
る
か
た
ち
で
」
た
ち
現
れ

る
と
い
う
身
﨑
壽
氏
の
説
や
、
本
作
品
の
背
景
に
夫
君
に
対
す
る
「
深
い
同
情
心
」
を
認
め
る
金
子
『
評
釋
』
の
よ
う
な
見
解
は
あ
る

が
、
太
田
氏
の
説
は
そ
れ
を
さ
ら
に
押
し
進
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
太
田
論
文
の
見
解
を
も
と
に
第
三
段
の
話
者
お
よ
び
行
為
主
体

を
明
示
し
つ
つ
訳
出
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
私夫

君

は
妻
で
あ
る
皇
女
の
こ
と
を
）
こ
の
世
に
い
つ
ま
で
も
い
る
人
と
思
っ
て
い
た
時
に
、

（
そ
の
皇
女
は
）
花
を
挿
し
飾
り
、
黄
葉
を
挿
し
飾
り
、

⑼⑼

⑽⑽

茂　野　智　大4�（5）



┏
（
私夫

君
・
皇
女達

は
）
手
を
取
り
合
っ
て
、

┣
（
私夫

君

は
皇
女
を
）
見
飽
き
る
こ
と
な
く
、

┗
（
私夫

君

は
皇
女
が
）
い
よ
い
よ
愛
お
し
く

お
思
い
に
な
っ
て
い
た
そ
の
夫
君
と
（
皇
女
は
）
た
び
た
び
お
出
か
け
に
な
っ
て
遊
ば
れ
た
…
…

太
田
氏
自
身
述
べ
る
よ
う
に
「
思
ほ
し
し
」
以
下
の
明
確
な
敬
語
表
現
は
当
該
部
分
に
つ
い
て
臣
下
と
し
て
の
話
者
を
想
定
さ
せ

る
。
だ
が
そ
れ
を
も
っ
て
話
者
が
転
換
す
る
と
い
う
見
方
は
、
詠
わ
れ
る
行
為
自
体
が
前
後
に
連
続
性
を
も
つ
こ
と
か
ら
し
て
不
自
然

さ
を
否
め
な
い
。
詠
う
主
体
で
あ
っ
た
は
ず
の
夫
君
が
い
か
な
る
休
止
（
句
切
れ
等
）
も
挟
ま
ず
突
如
と
し
て
詠
わ
れ
る
対
象
に
転
ず

る
（「
思
ほ
し
し　

君0

と
時
々
」）
と
い
う
点
も
首
肯
し
難
い
。
太
田
氏
は
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
時
」
と
い
う
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
二

歌
群
冒
頭
に
も
見
ら
れ
る
表
現
が
そ
れ
以
前
の
叙
述
の
流
れ
を
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
仮
に
そ
れ
が
話
者

の
転
換
の
開
始
を
保
証
す
る
に
せ
よ
、
転
換
の
終
了
（
再
転
換
）
に
つ
い
て
は
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
「
敷

妙
の　

袖
携
は
り
」
以
下
の
三
連
対
か
ら
「
思
ほ
し
し　

君
と
時
々
」
へ
と
続
く
行
為
主
体
と
話
者
と
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
「
携
は
り
」
に
注
目
す
る
。「
携
は
る
」
は
集
中
に
十
七
例
（「
携
は
り
寝
」「
携
は
り
ゐ
る
」「
携
ひ
ゆ
く
」
各
一
例
を
含
む
）

を
数
え
、
当
面
の
一
九
六
歌
を
除
く
全
用
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
う
つ
そ
み
と　

思
ひ
し
時
に　

携
は
り　

我
が　
　

見
し
…
… 

（
2
・
二
一
三　

柿
本
人
麻
呂
）

⑵
人
も
な
き
国
も
あ
ら
ぬ
か　
　
　
　

携
ひ
行
き
て　
　
　
　

居
ら
む 

（
4
・
七
二
八　

大
伴
家
持
）

⑶
…
…　
　
　
　
　
　

手
携
は
り
て　

遊
び
け
む
…
… 

（
5
・
八
〇
四　

山
上
憶
良
）

⑷
…
…
居
れ
ど
も　
　
　

戯
れ　

夕
星
の　

夕
に
な
れ
ば　

い
ざ
寝
よ
と　

手
を
携
は
り　

父
母
も　

う
へ
は
な
さ
が
り　

さ

き
く
さ
の　

中
に
を
寝
む
と　

愛
し
く　

し
が
語
ら
へ
ば
…
… 

（
5
・
九
〇
四　

山
上
憶
良
）

⑸
…
…　
　
　
　
　

手
携
は
り
て　

朝
に
は　

庭
に
出
で
立
ち　

夕
に
は　

床
打
ち
払
ひ　

白
た
へ
の　

袖
さ
し
交
へ
て　

さ

寝
し
夜
や　

常
に
あ
り
け
る
…
… 

（
8
・
一
六
二
九　

大
伴
家
持
）

⑹
…
…
内
の
重
の　

妙
な
る
殿
に　

携
は
り　
　
　

入
り
居
て
…
… 

（
9
・
一
七
四
〇　

高
橋
虫
麻
呂
歌
集
）

⑺
も
み
ち
葉
の
過
ぎ
に
し　
　
　

携
は
り
遊
び
し
磯
を
見
れ
ば
悲
し
も 

（
9
・
一
七
九
六　

柿
本
人
麻
呂
歌
集
）

⑻
人
言
は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も　
　
　
　
　

携
は
り
寝
ば 

（
10
・
一
九
八
三
）

二
人
二
人

我
妹
子
と

我
妹
子
と

た
ぐ
ひ
て

た
ぐ
ひ
て

同
年
児
ら
と

同
年
児
ら
と

共
に
共
に

妹
と
我
と

妹
と
我
と

二
人
二
人

児
ら
と

児
ら
と

妹
と
我
と
し

妹
と
我
と
し
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⑼
万
代
に
携
は
り
居
て
相
見
と
も
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に 

（
10
・
二
〇
二
四　

柿
本
人
麻
呂
歌
集
）

⑽
あ
ぢ
さ
は
ふ
目
は
飽
か
ざ
ら
ね
携
は
り
言
問
は
な
く
も
苦
し
か
り
け
り 

（
12
・
二
九
三
四
）

⑾
…
…　
　
　
　
　

馬
打
ち
群
れ
て　

携
は
り　

出
で
立
ち
見
れ
ば
…
… 

（
17
・
三
九
九
三　

大
伴
池
主
）

⑿
…
…
は
し
き
よ
し　
　
　
　
　
　
　
　

朝
去
ら
ず　

逢
ひ
て
言
問
ひ　

夕
さ
れ
ば　

手
携
は
り
て　

射
水
川　

清
き
河
内

に　

出
で
立
ち
て　

我
が
立
ち
見
れ
ば
…
… 

（
17
・
四
〇
〇
六　

大
伴
池
主
）

⒀
…
…
橋
だ
に
も　

渡
し
て
あ
ら
ば　

そ
の
上
ゆ
も　

い
行
き
渡
ら
し　

携
は
り　

う
な
が
け
り
居
て　

思
ほ
し
き　

事
も
語
ら

ひ
…
… 

（
18
・
四
一
二
五　

大
伴
家
持
）

⒁　
　
　
　
　
　

手
携
は
り
て　

明
け
来
れ
ば　

出
で
立
ち
向
か
ひ　

夕
さ
れ
ば　

振
り
放
け
見
つ
つ　

思
ひ
延
べ　

見
和
ぎ

し
山
に
…
… 

（
19
・
四
一
七
七　

大
伴
家
持
）

⒂
…
…
光
る
神　

鳴
り
は
た　
　
　

携
は
り　
　
　

あ
ら
む
と
…
… 

（
19
・
四
二
三
六
）

⒃
…
…
若
草
の　
　
　
　
　
　
　
　

を
ち
こ
ち
に　

さ
は
に
囲
み
居　

春
鳥
の　

声
の
吟
ひ　

白
た
へ
の　

袖
泣
き
濡
ら
し　

携
は
り　

別
れ
か
て
に
と　

引
き
留
め　

慕
ひ
し
も
の
を　

大
君
の　

命
恐
み　

玉
桙
の　

道
に
出
で
立
ち
…
…

 
 

（
20
・
四
四
〇
八　

大
伴
家
持
）

「
携
は
る
」
行
為
主
体
の
複
数
性
を
示
す
語
（「
二
人
」、「
我
妹
子
と
」
等
）
に
囲
み
線
を
、
そ
れ
ら
複
数
人
を
行
為
主
体
と
す
る

別
の
行
為
に
波
線
を
付
し
た
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ほ
ぼ
全
て
の
例
に
「
携
は
る
」
行
為
を
共
に
行
う
者
が
明
示
さ
れ
、
そ

れ
が
明
示
さ
れ
な
い
例
（
⑼
⑽
）
に
つ
い
て
も
相
聞
的
文
脈
か
ら
相
手
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
「
互
い
に
手
を
取
り

合
う
」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』）
と
い
う
「
携
は
る
」
の
語
義
に
即
し
て
当
然
と
言
え
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
波
線
部

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
携
は
る
」
に
後
続
す
る
表
現
に
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
た
ち
を
行
為
主
体
と
す
る
別
の
行
為
が
詠
わ
れ
、
例
外

は
な
い
。
つ
ま
り
「
携
は
る
」
に
は
二
人
（
以
上
）
を
行
為
主
体
と
し
て
、
彼
ら
を
主
体
と
す
る
別
の
行
動
な
い
し
状
況
の
描
写
を
導

く
、
と
い
う
用
法
上
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
集
中
、
連
用
形
「
携
は
り
」
で
別
の
行
動
に
後
続
す
る
例
に
限
ら
れ
る
点
か
ら
も
そ

の
こ
と
は
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
一
九
六
歌
に
お
い
て
「
携
は
り
」
に
後
続
し
て
三
連
対
を
構
成
す
る
「
見
れ
ど
も
飽
か

ず
」「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
の
行
為
主
体
が
、
皇
女
と
夫
君
と
の
二
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

「
見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
に
冠
す
る
「
鏡
な
す
」
は
、「
鏡
は
常
に
見
る
も
の
故
見
る
と
比
」
す
（
福
井
久
蔵
『
新
訂
増
補　

枕
詞
の

思
ふ
ど
ち

思
ふ
ど
ち

我
が
背
の
君
を

我
が
背
の
君
を

我
が
背
子
と

我
が
背
子
と

娘
子
娘
子

共
に
共
に

妻
も
子
ど
も
も

妻
も
子
ど
も
も

茂　野　智　大40（�）



研
究
と
釋
義
』
有
精
堂
、
一
九
六
〇
年
）
と
さ
れ
る
枕
詞
で
あ
る
。
こ
う
し
た
連
用
関
係
に
基
づ
く
枕
詞
に
つ
い
て
白
井
伊
津
子
氏

は
、「
総
じ
て
、
枕
詞
と
被
枕
詞
の
有
縁
性
は
濃
く
、
ま
た
文
脈
的
に
は
近
く
、
連
接
の
仕
方
も
密
接
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
こ

と
は
こ
こ
で
の
「
見
る
」
が
そ
の
語
感
に
枕
詞
の
文
脈
「
鏡
な
す―

見
」
の
質
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
り
わ
け
「
～
な

す
」
＋
〈
用
言
〉
型
の
枕
詞
に
は
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

⑴　

な
す　
（　

）型 

…
…
「　

ガ　

ス
ル
ヨ
ウ
ニ　

ス
ル（　

）」（　

→　

は　

の
主
体
）

あ
し
び
な
す　
　
　

し
君
が 

（
7
・
一
一
二
八
）

あ
ら
れ
な
す　

そ
ち　
　
　
　

ば 

（
2
・
一
九
九　

柿
本
人
麻
呂
）

入
り
日
な
す　
　
　

に
し
か
ば 

（
2
・
二
一
〇　

柿
本
人
麻
呂　

ほ
か
二
例
）

鶉
な
す　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
2
・
一
九
九　

柿
本
人
麻
呂　

ほ
か
一
例
）

五
月
蝿
な
す　
　
　

舎
人
は 

（
5
・
八
九
七　

山
上
憶
良　

ほ
か
一
例
）

玉
藻
な
す　
　
　
　

流
せ
れ 

（
1
・
五
〇　

藤
原
宮
役
民
）

玉
藻
な
す　
　
　

寝
し
妹
を 

（
2
・
一
三
一　

柿
本
人
麻
呂　

ほ
か
一
例
）

玉
藻
な
す　
　
　
　

寝
し
児
を 

（
2
・
一
三
五　

柿
本
人
麻
呂　

ほ
か
三
例
）

翼
な
す　

あ
り　
　

つ
つ 
（
2
・
一
四
五　

山
上
憶
良
）

泣
く
子
な
す　
　
　
　
　
　
　

 
（
13
・
三
三
三
六
）

泣
く
子
な
す　
　
　
　

ま
し
て 

（
5
・
七
九
四　

山
上
憶
良　

ほ
か
一
例
）

泣
く
子
な
す　
　
　
　
　
　
　

ゆ 

（
15
・
三
六
二
七
）

泣
く
子
な
す　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
13
・
三
三
〇
二
）

水
鴨
な
す　

二
人　
　
　

 

（
3
・
四
六
六　

大
伴
家
持
）

⑵
O
な
す（
S
）Vt（
O'
）型 

…
…
「　

ヲ　

ス
ル
ヨ
ウ
ニ（　

ガ
）　

ス
ル（　

）」（
O
→
O'
は
Vt
の
客
体
）

鏡
な
す　

我
が　
　

妹
も 

（
13
・
三
二
六
三
）

⑶
S
な
す　
（
S'
）型
…
…
「　

ガ　

デ
ア
ル
ヨ
ウ
ニ　

デ
ア
ル（　

）」（
S
→
S'
は　

の
主
体
）

朝
日
な
す　
　
　
　
　

も 

（
13
・
三
二
三
四
）

⑾⑾

SS

ViVi
S'S'

SS

ViVi

ViVi

S'S'

SS

S'S'

ViVi

栄
え
栄
え

よ
り
来
れ

よ
り
来
れ

隠
り
隠
り

い
這
ひ
も
と
ほ
り

い
這
ひ
も
と
ほ
り

騒
く
騒
く

浮
か
べ

浮
か
べ

寄
り
寄
り

な
び
き

な
び
き

通
ひ
通
ひ

言
だ
に
問
は
ず

言
だ
に
問
は
ず

慕
ひ
来

慕
ひ
来

音
の
み
し
泣
か

音
の
み
し
泣
か

行
き
取
り
さ
ぐ
り

行
き
取
り
さ
ぐ
り

並
び
居

並
び
居

OO

VtVt

SS

VtVt

O'O'

思
ふ
思
ふ

AdjAdj

SS

AdjAdj

AdjAdj

S'S'

AdjAdj

ま
ぐ
は
し

ま
ぐ
は
し

「明日香皇女挽歌」の視点と方法 �9（�）



雲
居
な
す　
　
　

も
我
は 

（
3
・
二
四
八　

長
田
王
）

水
沫
な
す　
　
　
　

命
も 

（
5
・
九
〇
二　

山
上
憶
良
）

夕
日
な
す　
　
　
　
　
　

も 

（
13
・
三
二
三
四
）

右
の
よ
う
に
「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
の
枕
詞
は
被
枕
詞
用
言
の
性
質
か
ら
⑴
自
動
詞
型
（
枕
詞
と
被
枕
詞
と
が
ガ
格
で
結
ば
れ

る
）、
⑵
他
動
詞
型
（
ヲ
格
）、
⑶
形
容
詞
型
（
ガ
格
）
に
分
類
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
「
S
な
す
Vi
」・「
O
な
す
Vt
」・「
S
な
す　

」

に
お
け
る
S
・
O
の
様
態
Vi
・
Vt
・　

が
、
主
文
脈
に
お
け
る
S'
・
O'
の
様
態
Vi
・
Vt
・　

を
直
接
に
形
容
す
る
（
直
喩
）
と
い
う

特
徴
を
も
つ
。
例
え
ば
「
あ
し
び
な
す　

栄
え
し
君
」
で
あ
れ
ば
、
あ
し
び
の
「
栄
え
」
が
君
の
「
栄
え
」
に
類
比
さ
れ
、
翻
っ
て
君

の
「
栄
え
」
が
あ
た
か
も
あ
し
び
の
そ
れ
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
る
表
現
と
し
て
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
枕
詞
「
鏡
な
す
」
は
対
応
す
る

被
枕
詞
「
思
ふ
」「
見
る
」
い
ず
れ
に
お
い
て
も
⑵
他
動
詞
型
で
あ
り
、「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
枕
詞
の
中
で
は
特
異
な
存
在
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
の
「（
鏡
を
見
る
よ
う
に
）
見
る
」
は
い
か
な
る
質
を
も
つ
「
見
る
」
で
あ
ろ
う
か
。

⑴
臣
の
女
の　

く
し
げ
に
乗
れ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
に
つ
ら
ふ　

紐
解
き
放
け
ず　

我
妹
子
に　

恋
ひ
つ
つ
居

れ
ば
…
… 

（
4
・
五
〇
九　

丹
比
真
人
）

⑵　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
婆
の
野
の
花
橘
の
玉
に
拾
ひ
つ 

（
7
・
一
四
〇
四
）

⑶
…
…
ま
玉
な
す　

我
が
思
ふ
妹
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
り
と
言
は
ば
こ
そ　

国
に
も　

家
に
も
行
か
め　

誰
が

故
か
行
か
む 

（
13
・
三
二
六
三
）

⑷
朝
さ
れ
ば　

妹
が
手
に
巻
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
舟
に　

ま
梶
し
じ
貫
き
…
…
直
向
か
ふ　

敏
馬
を
さ
し
て

…
…
我
妹
子
に　

淡
路
の
島
は
…
… 

（
15
・
三
六
二
七
）

⑸
…
…
我
が
待
つ
君
が　

事
終
は
り　

帰
り
罷
り
て　

夏
の
野
の　

さ
百
合
の
花
の　

花
笑
み
に　

に
ふ
ぶ
に
笑
み
て　

逢
は
し

た
る　

今
日
を
始
め
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
… 

（
18
・
四
一
一
六　

大
伴
家
持
）

⑴
は
「
鏡
を
見
る
よ
う
に
『
見
つ
』
と
い
う
そ
の
三
津
の
浜
」
に
い
る
の
に
、
妹
に
会
え
ず
恋
い
焦
が
れ
る
様
を
詠
う
。
離
れ
て
あ

る
現
実
に
あ
っ
て
、
共
に
あ
る
非
現
実
を
地
名
に
託
し
志
向
す
る
、
と
い
う
あ
り
方
は
、
そ
の
「
見
」
に
対
し
て
逢
っ
て
の
見
る
、
す

な
わ
ち
双
方
向
的
な
質
を
負
わ
せ
て
い
る
。
⑷
も
同
様
で
、
こ
れ
ら
の
例
に
は
い
わ
ゆ
る
「
家
と
旅
」
の
発
想
が
基
底
に
あ
る
。
一
方

火
葬
を
題
材
と
す
る
⑵
は
「
君
を
…
…
拾
ひ
つ
」
が
物
質
と
化
し
た
そ
れ
を
君
と
捉
え
る
詠
い
手
の
理
解
を
示
す
が
、
そ
の
君
と
生
前

遠
く
遠
く

も
ろ
き

も
ろ
き

う
ら
ぐ
は
し

う
ら
ぐ
は
し

AdjAdj

AdjAdj

AdjAdj

⑿⑿

鏡
な
す　

三
津
の
浜
辺
に

鏡
な
す　

三
津
の
浜
辺
に

鏡
な
す
我
が
見
し
君
を

鏡
な
す
我
が
見
し
君
を

鏡
な
す　

我
が
思
ふ
妹
も

鏡
な
す　

我
が
思
ふ
妹
も

鏡
な
す　

三
津
の
浜
辺
に

鏡
な
す　

三
津
の
浜
辺
に

鏡
な
す　

か
く
し
常
見
む

鏡
な
す　

か
く
し
常
見
む

⒀⒀

茂　野　智　大��（9）



の
君
と
の
差
異
は
、「
鏡
な
す
我
が
見
し
」
に
求
め
ら
れ
る
。
無
論
、
拾
う
時
に
そ
れ
を
一
方
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
こ

と
を
「
鏡
な
す　

見
る
」
と
は
表
現
し
得
な
い
こ
と
が
「
見
し0

〔
見
之
〕」
と
い
う
過
去
形
か
ら
理
解
で
き
る
。「
鏡
な
す　

見
る
」
の

双
方
向
性
（

≒

「
逢
ふ
」）
が
そ
こ
に
読
み
取
れ
よ
う
。
⑸
は
務
め
を
終
え
て
旅
か
ら
帰
っ
た
夫
に
再
会
し
、
今
後
は
「
鏡
な
す　

か

く
し
常
見
む
」
と
す
る
。「
常
見
む
」
と
す
る
そ
の
見
方
が
「
逢
は
し
た
る
今
日
」
の
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
「
か
く
」
は
示
し
、「
鏡

な
す　

見
る
」
の
双
方
向
性
を
保
証
す
る
。
無
論
、
前
掲
福
井
著
が
「
鏡
は
常
に
見
る
も
の
故
」
と
い
う
あ
り
方
も
一
つ
の
前
提
と

し
て
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
要
素
が
こ
れ
ら
の
例
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
鏡
な
す
」
が
規
定
す

る
「
見
」
の
質
は
第
一
に
こ
ち
ら
が
見
、
鏡
の
映
像
も
ま
た
こ
ち
ら
を
見
返
す
と
い
う
対
面
性
・
双
方
向
性
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
同
じ
く
鏡
を
用
い
た
枕
詞
「
ま
そ
鏡
」
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

…
…
口
止
ま
ず　

我
が
恋
ふ
る
児
を　

玉
く
し
ろ　

手
に
取
り
持
ち
て　
　
　
　
　

直
目
に
見
ね
ば
…
…

 

（
9
・
一
七
九
二　

田
辺
福
麻
呂
歌
集
）

　
　
　
　

見
し
か
と
思
ふ　

妹
も
逢
は
ぬ
か
も　

玉
の
緒
の　

絶
え
た
る
恋
の　

繁
き
こ
の
こ
ろ 

（
11
・
二
三
六
六　

古
歌
集
）

　
　
　

直
に
し
妹
を
相
見
ず
は
我
が
恋
止
ま
じ
年
は
経
ぬ
と
も 

（
11
・
二
六
三
二
）

「
直
目
に
」「
直
に
」
見
る
と
い
う
表
現
や
、「
逢
ふ
」
と
関
係
付
け
ら
れ
た
表
現
か
ら
は
、
相
手
と
直
接
向
か
い
合
っ
て
の
「
見

る
」
が
想
起
さ
れ
る
。
集
中
の
「
直
目
に
（
見
る
・
逢
ふ
）」
の
五
例
中
、
四
例
ま
で
も
が
枕
詞
「
ま
そ
鏡
」
を
冠
す
る
こ
と
か
ら

も
、「
鏡
を
見
る
」
そ
の
あ
り
方
に
対
す
る
理
解
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
鏡
（
の
映
す
影
）
に
向
き
合
っ
て
見
る
よ
う
に
相
手
に

直
接
向
き
合
っ
て
見
る
と
い
う
、
一
方
的
な
視
線
で
は
な
い
ま
な
ざ
し
の
触
れ
合
い
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
六
歌
の

「
鏡
な
す　

見
れ
ど
も
飽
か
ず
」
も
、
互
い
に

0

0

0

向
き
合
っ
て
飽
き
足
ら
ず
見
続
け
る
、
と
い
う
生
前
の
二
人
の
様
子
を
描
写
し
た
も
の

と
理
解
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
先
述
し
た
「
携
は
り
」
の
用
法
か
ら
も
肯
わ
れ
よ
う
。

次
に
「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
下
接
す
る
「
思
ほ
し
し
」
と
併
せ
て
「
ミ
語
法
＋
思
フ
は
、
～
だ
と
思

う
、
の
意
」（『
新
編
全
集
』）
と
理
解
す
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
橋
本
四
郎
氏
が

ア
ガ
な
ど
が
介
在
し
た
例
か
ら
見
れ
ば
、
な
お
ミ
に
導
か
れ
る
部
分
が
思
フ
の
内
容
を
示
す
こ
と
が
分
り
、
特
に
、

野
辺
を
め
ぐ
れ
ば
面
白
見○

我
を
思
へ
か
さ
野
つ
鳥
来
鳴
き
翔
ら
ふ
…
…
な
つ
か
し
と
我
を
思
へ
か
天
雲
も
行
き
た
な
び
き
ぬ

 

（
万
葉　

三
七
九
一
）

ま
そ
鏡

ま
そ
鏡

ま
そ
鏡

ま
そ
鏡

ま
そ
鏡

ま
そ
鏡

「明日香皇女挽歌」の視点と方法 ��（�0）



の
対
句
形
式
に
お
い
て
、
面
白
ミ
と
ナ
ツ
カ
シ
ト
が
相
等
し
い
位
置
を
占
め
、
共
に
思
フ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
れ

ば
、
そ
の
こ
と
は
一
層
明
白
で
あ
る
。
ミ
の
形
と
思
フ
と
は
、
二
つ
の
精
神
作
用
の
併
存
で
は
な
い
し
、
ミ
の
形
が
思
フ
の
情
態

を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
さ
に
内
容
と
精
神
作
用
と
い
う
一
つ
の
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
な
語
法
理
解
を
こ
こ
に
適
用
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ミ
語
法
に
「
思
ふ
」
が
下
接
す
る
全
て
の
例
が
そ

の
よ
う
に
理
解
で
き
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

⑴
…
…
延
ふ
つ
た
の　

別
れ
し
来
れ
ば　

肝
向
か
ふ　

心
を
痛
み　

思
ひ
つ
つ　

か
へ
り
見
す
れ
ど
…
…

 
 

（
2
・
一
三
五　

柿
本
人
麻
呂
）

⑵
…
…
あ
か
ら
ひ
く　

日
も
暮
る
る
ま
で　

嘆
け
ど
も　

験
を
な
み　

思
へ
ど
も　

た
づ
き
を
知
ら
に　

た
わ
や
め
と　

言
は
く

も
著
く　

手
童
の　

音
の
み
泣
き
つ
つ
…
… 

（
4
・
六
一
九　

坂
上
郎
女
）

⑴
は
「
～
ば
＋
～
み
＋
〈
行
動
〉」
の
構
造
か
ら
、
前
二
句
が
現
在
の
状
況
、
中
二
句
が
そ
の
状
況
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
情
態
、

後
二
句
が
そ
の
情
態
を
動
因
と
し
て
起
こ
さ
れ
た
行
動
と
捉
え
ら
れ
る
（「
別
れ
て
来
た
の
で
、
そ
の
心
痛
さ
に
、
思
慕
し
つ
つ
振
り

返
っ
て
見
る
が
」）。
⑵
も
逆
接
の
確
定
条
件
を
並
べ
た
対
句
構
成
か
ら
、「
～
な
み
」「
～
知
ら
に
」
が
共
に
波
線
部
の
原
因
に
相
当
す

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（「
嘆
く
け
れ
ど
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
思
い
煩
う
け
れ
ど
ど
う
に
も
な
ら
ず
」）。
ミ
語
法
に
「
思
ふ
」
が
下

接
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
「
～
だ
と
思
う
」
と
解
す
べ
き
例
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
一
九
六
歌
の
場
合
は
ど
う
か
。
問
題
の
「
い
や
め
づ
ら
し
み　

思
ほ
し
し　

君
と
時
　々

い
で
ま
し
て
」
は
、

［
～
ミ
］［
動
詞
V1
（
連
体
形
）
＋
名
詞
］［
動
詞
V2
］

と
い
う
構
造
を
も
つ
（
よ
り
正
確
に
言
え
ば
V1
は
「
思
ほ
す
」
連
用
形
＋
「
き
」
連
体
形
）。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、［
～
ミ
］
が

V1
に
か
か
る
か
V2
に
か
か
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。［
～
ミ
］
が
直
後
の
動
詞
V1
を
措
い
て
、
そ
の
後
の
動
詞
V2
に
か
か
る
と
解
す

る
の
は
無
理
が
あ
る
、
と
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
例
え
ば
「
い
さ
な
と
り　

海
を
恐
み　

行
く
船
の　

梶
引
き
折
り

て
」（
2
・
二
二
〇
）
は
、
当
該
歌
と
同
様
に

［
～
ミ
］［
動
詞
V1
（
連
体
形
）
＋
名
詞
］［
動
詞
V2
］

の
構
造
を
持
ち
、「
恐
み
」
は
V1
で
は
な
く
、
V2
に
か
か
る
と
理
解
さ
れ
る
（「
海
が
畏
ろ
し
い
の
で
、
行
く
船
は
梶
も
折
れ
ん
ば
か
り

に
漕
い
で
」）。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
動
詞
V1
は
連
体
形
で
下
接
す
る
名
詞
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⒁⒁
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一
九
六
歌
の
「
思
ほ
し
し
」
も
連
体
形
で
「
君
」
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
仮
に
修
飾
部
で
あ
る
「
思
ほ
し
し
」
を
取

り
除
い
て
も
、
文
と
し
て
は
成
立
す
る
。
そ
の
点
は
二
二
〇
歌
も
同
様
で
あ
る
。

「
愛
お
し
い
の
で
、（　

）
君
と
た
び
た
び
お
出
か
け
に
な
っ
て
」（
一
九
六
）

「
畏
ろ
し
い
の
で
、（　

）
船
は
梶
も
折
れ
ん
ば
か
り
に
漕
い
で
」（
二
二
〇
）

一
方
、
V2
は
修
飾
部
で
は
な
く
、
文
脈
の
成
立
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、［
～
ミ
］
が
直
後
の
V1
で
は
な
く
V2

に
か
か
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
を
理
由
を
表
す
通
常
の
ミ
語
法
と
解
す
る
な
ら
ば
、
二
句
三
連
対
と
「
思
ほ
し
し
」
と
の
間
の
不
自
然
な
話

者
・
行
為
主
体
の
転
換
を
考
え
る
必
要
が
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
思
ほ
し
し
」
は
「
春
山
の
友
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
き
別
れ
帰
り
ま
す

間
も
思
ほ
せ
我
を
」（
10
・
一
八
九
〇　

柿
本
人
麻
呂
歌
集
）
の
よ
う
な
相
聞
的
な
思
慕
の
意
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
い
や
め
づ
ら
し
み
」
と
「
思
ほ
し
し
」
と
の
間
の
話
者
の
転
換
が
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
翻
っ
て
「
う

つ
そ
み
と　

思
ひ
し
時
」
の
部
分
に
つ
い
て
も
話
者
の
転
換
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
夫
君

が
「
思
ほ
し
し　

君
と
時
々
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
夫
君
が
叙
述
の
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
話
者

は
、
一
貫
し
て
皇
女
と
夫
君
と
を
客
観
的
立
場
か
ら
捉
え
る
第
三
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
話
者
は
、
い
か
な
る
立
場
で

「
う
つ
そ
み
と　

思
」
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
う
つ
そ
み
と　

思
ひ
し
」
に
つ
い
て
身
﨑
壽
氏
は
、「
そ
の
〈
思
ふ
〉
主
体
は
、
こ
の
歌
の
話
者
た
る
〈
我
〉
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
生
前
の
皇
女
を
〈
う
つ
そ
み
と
思
ふ
〉
こ
と
は
、
第
三
者
＝
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
〈
我
〉
に
は
た
ち
い
り
す
ぎ
る
表
現
の

よ
う
に
お
も
わ
れ
ま
す
」
と
述
べ
る
。
身
﨑
論
文
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
が
、
本
作
品
に
「
個
と
し
て
の
〈
我
〉」
が
「
夫
君
の
悲
嘆
に

同
化
す
る
か
た
ち
で
」
た
ち
現
れ
て
い
る
、
と
見
る
ひ
と
つ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
「
思
ふ
」
も
伊
藤
博
氏
の
い
う
「
代

表
的
感
動
」
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
「
た
ち
い
り
す
ぎ
」
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
身
﨑
氏
は
近
年
の
論

に
お
い
て
も
本
作
品
の
「
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
」「
せ
む
す
べ
知
れ
や
」「
偲
ひ
ゆ
か
む
」
な
ど
の
行
為
主
体
を
全
て
「
語
り
手
」
＝

〈
わ
れ
〉
と
認
定
し
た
上
で
、「『
語
り
手
』
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
己
顕
示
的
に
か
た
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
ろ
み
に
こ
の
部
分
を
英

訳
し
て
み
れ
ば
、『
語
り
手
』
が
い
か
に
〈
わ
れ
〉
を
前
面
に
お
し
た
て
て
い
る
か
が
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
「I thought

」
と
い
っ
た
訳
文
を
想
定
し
て
の
発
言
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
む
し
ろ
「W

e thought

」
や
「It w

as thought

」

⒂⒂

⒃⒃
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な
ど
に
あ
た
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
人
麻
呂
挽
歌
に
は
、
話
者
「
わ
れ
」
が
自
ら
主
体
的
に
行
動
す
る
作
中
人
物
と
し
て

ふ
る
ま
う
作
品
（「
泣
血
哀
慟
歌
」、「
石
中
死
人
歌
」
等
）
と
、
他
者
の
行
動
を
描
写
す
る
詠
い
手
と
し
て
ふ
る
ま
う
作
品
（「
日
並
皇

子
挽
歌
」、「
高
市
皇
子
挽
歌
」
等
）
と
が
あ
り
、
本
作
品
は
明
確
に
後
者
の
特
徴
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
思
ふ
」
主
体
で
あ
る
話
者
「
わ
れ
」
も
ま
た
他
の
殯
宮
挽
歌
同
様
に
代
表
的
感
動
の
主
体
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
う
つ
そ
み
と　

思
ひ
し
時
に
」
は
或
る
前
提
を
承
け
て
主
想
部
へ
と
転
換
し
て
い
く
結
節
点
を
担
う
表
現
で
あ
り
、
藻
の
再
生
と

い
う
自
然
法
則
に
照
ら
し
て
皇
女
の
異
変
を
強
調
し
た
序
（
第
一
段
・
第
二
段
）
と
連
続
し
た
視
点
を
も
つ
。
説
き
及
ん
だ
法
則
性
に

反
す
る
が
故
に
今
の
状
況
は
ま
さ
し
く
異
変
で
あ
り
、
異
変
で
あ
る
が
故
に
事
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
誰
も
が

0

0

0

「
う
つ
そ
み
と
思
」
っ
て

い
た
、
と
解
さ
れ
よ
う
。
無
論
、
そ
う
語
る
話
者
は
身
﨑
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
「
わ
れ
」
自
身
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る

思
い
は
ひ
と
り
「
わ
れ
」
の
み
の
思
い
込
み
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
皇
女
の
異
変
に
直
面
し
た
者
た
ち
（
夫
君
を
含
む
）
に
等
し

く
共
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
第
五
段
の
「
偲
ひ
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。

第
三
段
は
、
以
上
の
よ
う
に
皇
女
と
夫
君
と
の
仲
睦
ま
じ
さ
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
生
前
に
訪
れ
た
「
城
上
宮
」
を
「
常
宮
」
と
定

め
て
「
目
言
も
絶
え
」
た
、
と
殯
宮
鎮
座
を
詠
う
。「
目
言
も
絶
え
ぬ
」
と
は
岸
本
由
豆
流
『
攷
證
』
が
「
目
に
見
奉
る
事
も
、
も
の

言
奉
る
事
も
た
え
ぬ
と
也
」
と
す
る
よ
う
に
視
覚
と
言
語
と
を
介
し
た
繋
が
り
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
注
意
し
た
い
の
は
そ

れ
が
皇
女
の
今
此
処
に
お
け
る
存
在
の
喪
失
を
指
す
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
集
中
他
に
二
例
を
数
え
る
「
目
言
」
は
、

「
海
山
も
隔
た
ら
な
く
に
な
に
し
か
も
目
言
を
だ
に
も
こ
こ
だ
乏
し
き
」（
4
・
六
八
九　

相
聞　

坂
上
郎
女
）、「
横
雲
の
空
ゆ
引
き

越
し
遠
み
こ
そ
目
言
離
る
ら
め
絶
ゆ
と
隔
て
や
」（
11
・
二
六
四
七　

寄
物
陳
思
）
と
あ
っ
て
い
ず
れ
も
相
聞
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。
六
八
九
歌
の
「
海
山
も
隔
た
ら
な
く
に
」
は
そ
れ
が
必
ず
し
も
距
離
の
問
題
に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
を
、
二
六
四
七
歌
の
「
遠

み
」
も
そ
れ
が
「
目
言
離
る
」
を
も
た
ら
す
条
件
で
あ
っ
て
本
質
で
は
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
一
九
六
歌
の
場
合
も
、
挽
歌
に
多
く

見
ら
れ
る
「
過
ぐ
」
や
「
隠
る
」
と
い
っ
た
別
れ
の
把
握
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
段
階
の
状
況
を
詠
う
も
の
と
判
断
で
き
よ
う
。
目
や

言
は
、妹

が
あ
た
り
今
そ
我
が
行
く
目
の
み
だ
に
我
に
見
え
こ
そ
言
問
は
ず
と
も 

（
7
・
一
二
一
一
）

あ
ぢ
さ
は
ふ
目
は
飽
か
ざ
ら
ね
携
は
り
言
問
は
な
く
も
苦
し
か
り
け
り 

（
12
・
二
九
三
四
）

⒅⒅
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の
よ
う
な
例
か
ら
、
逢
う
こ
と
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
互
い
に
見
て
、
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
が
こ
う
し

た
「
目
」
と
「
言
」
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
挽
歌
に
お
い
て
、

…
…
宮
柱　

太
敷
き
い
ま
し　

み
あ
ら
か
を　

高
知
り
ま
し
て　

朝
言
に　

御
言
問
は
さ
ず　

日
月
の　

ま
ね
く
な
り
ぬ
れ

…
… 

（
2
・
一
六
七　

柿
本
人
麻
呂
）

…
…
言
問
は
ぬ　

も
の
に
は
あ
れ
ど　

我
妹
子
が　

入
り
に
し
山
を　

よ
す
か
と
ぞ
思
ふ 

（
3
・
四
八
一　

高
橋
朝
臣
）

と
詠
わ
れ
る
の
も
、
相
手
と
の
交
流
が
叶
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
九
六
歌
の
「
目
言
も
絶
え
ぬ
」
が
意

味
す
る
の
は
、
夫
君
が
見
て
、
夫
君
を
見
返
す
は
ず
の
目
の
喪
失
と
、
夫
君
が
聴
き
、
夫
君
に
発
せ
ら
れ
る
は
ず
の
言
葉
の
喪
失
と
で

あ
り
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
の
は
存
在
の
喪
失
で
は
な
く
、
交
渉
の
断
絶
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
双
方
向
性
の
喪
失
が
、
先
に
述
べ
た
「
携
は
り
」
以
下
の
内
容
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
第
三
段

は
そ
う
し
た
生
前
と
の
対
照
を
通
し
て
現
状
の
異
変
を
際
立
た
せ
、
第
四
段
の
一
方
向
的
な
「
片
恋
嬬
」
の
描
写
へ
と
連
続
す
る
。
話

者
の
立
場
に
つ
い
て
議
論
の
あ
る
第
三
段
に
お
い
て
も
、
話
者
は
第
二
段
に
「
わ
が
大
君
の
」
と
述
べ
た
そ
の
「
わ
れ
」
で
あ
り
、
第

三
者
を
代
表
す
る
詠
い
手
と
し
て
の
立
場
か
ら
客
観
的
視
点
で
描
写
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
な
お
そ
う
し
た
本
稿
の
理
解
に
基
づ

き
、
あ
ら
た
め
て
行
為
主
体
を
明
示
し
つ
つ
構
成
を
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
誰
も
が
皇
女
の
こ
と
を
）
こ
の
世
に
い
つ
ま
で
も
い
る
人
と
思
っ
て
い
た
時
に
、

（
そ
の
皇
女
は
）
花
を
挿
し
飾
り
、
黄
葉
を
挿
し
飾
り
、

┏
（
皇
女
は
夫
君
と
）
手
を
取
り
合
っ
て
、

┣
（
互
い
を
）
見
飽
き
る
こ
と
な
く
、

┗
（
互
い
が
）
い
よ
い
よ
愛
お
し
い
の
で
、

（
皇
女
は
）
お
慕
い
な
さ
っ
て
い
た
夫
君
と
た
び
た
び
お
出
か
け
に
な
っ
て
遊
ば
れ
た
、

そ
の
城
上
宮
を
、

（
皇
女
は
）
常
宮
と
お
定
め
に
な
っ
て
、（
夫
君
に
）
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
も
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
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二　

た
ゆ
た
ふ
「
君
」

第
三
段
と
第
四
段
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
十
二
句
の
構
造
（
独
立
二
句
→
二
句
対
→
二
句
三
連
対
）
に
整
然
と
し
た
対
応
が
認
め
ら

れ
る
（「
は
じ
め
に
」
参
照
）。
内
容
の
上
で
も
、
二
人
の
生
前
の
睦
ま
じ
さ
を
詠
っ
た
第
三
段
冒
頭
十
二
句
に
対
し
て
、
第
四
段
冒

頭
十
二
句
は
対
照
的
な
「
片
恋
嬬
」
の
描
写
に
貫
か
れ
て
い
る
。「
片
恋
」
と
は
「
片
思
い
。
一
方
的
に
恋
す
る
こ
と
」（『
時
代
別
国

語
大
辞
典　

上
代
篇
』）
と
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
相
思
は
ず
君
は
い
ま
せ
ど
片
恋
に
我
は
そ
恋
ふ
る
君
が
姿
に
」（
12
・

二
九
三
三
）
の
よ
う
な
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
く
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
ば
か
り
を
指
す
の
で
は
な
い
。「
旅
に
去
に
し
君
し
も
継

ぎ
て
夢
に
見
ゆ
我
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も
」（
17
・
三
九
二
九　

坂
上
郎
女
）
と
い
っ
た
例
も
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
片
恋
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
い
る
こ
と
が
自
分
に
は
感
じ
と
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

状
況
で
相
手
を
恋
う
、
と
い
う
状
態
に
こ
そ

あ
ろ
う
。
一
九
六
歌
の
場
合
も
、
こ
こ
で
「
片
恋
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
皇
女
が
夫
君
を
思
っ
て
い
な
い
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
そ
う

で
あ
る
こ
と
を
皇
女
が
態
度
で
示
さ
な
い
（
示
せ
な
い
）
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
述
し
た
「
目
言
」
も
絶
え
ぬ
と
い
う
こ

と
、
皇
女
が
夫
君
に
対
し
て
意
思
を
表
明
で
き
な
い
状
況
こ
そ
が
、
夫
君
を
「
片
恋
嬬
」
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
夫
君
が
皇
女
の
も

と
へ
幾
度
も
「
往か

よ

は来
す
」
理
由
も
、
表
現
上
は
そ
こ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
夫
君
は
自
身
の
元
を
離
れ
た
皇
女
の
真
意
を
知
る
こ
と
す
ら

叶
わ
ず
、
そ
れ
故
に
幾
度
も
通
わ
ざ
る
を
得
な
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
行
動
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は

決
し
て
な
く
、
夫
君
は
「
目
辞
」
の
断
絶
を
繰
り
返
し
確
認
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。「
片
恋
嬬
」
の
置
か
れ
た
「
か
な
し
」
き
状
況

は
そ
こ
に
あ
る
。

続
く
二
句
三
連
対
は
そ
の
夫
君
の
様
子
を
象
徴
的
な
枕
詞
を
冠
し
て
描
写
す
る
。
こ
の
う
ち
「
夏
草
」
と
「
大
船
」
と
は
前
者
に
つ

い
て
川
島
二
郎
氏
が
、
後
者
に
つ
い
て
稲
岡
耕
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
は
茂
き
も
の
、
頼
も
し
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ

が
「
萎
え
」
た
り
「
た
ゆ
た
ふ
」
と
詠
わ
れ
る
こ
と
は
、
普
段
な
ら
ば
活
気
溢
れ
て
頼
も
し
い
は
ず
の
夫
君
の
「
急
激
な
落
ち
込
み
よ

う
と
そ
の
悲
嘆
の
あ
り
さ
ま
」（
川
島
論
文
）
を
効
果
的
に
表
現
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
た
ゆ

た
ふ
〔
猶
預
不
定
〕」
と
い
う
語
の
表
現
性
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
村
田
右
富
実
氏
は
、
集
中
十
二
例
（「
ゆ
た
に
た
ゆ
た
に
」
一

例
を
含
む
）
中
、
心
情
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
例
が
十
例
を
占
め
る
こ
と
に
着
目
し
、「『
た
ゆ
た
ふ
』
と
い
う
歌
こ
と
ば
自
体
が
、
人

間
関
係
の
上
に
生
起
す
る
現
象
に
つ
い
て
の
表
現
」
で
あ
り
、
当
該
歌
に
点
在
す
る
相
聞
的
表
現
の
一
つ
に
数
え
得
る
こ
と
、
そ
し
て

⒇⒇
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こ
こ
で
は
「
ひ
と
り
き
り
に
な
っ
た
心
の
状
態
を
表
す
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
な
お
付
言
し
て
お
き
た
い
の

は
、
そ
の
心
の
状
態
と
は
、
ど
こ
と
も
つ
か
ず
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑴
常
止
ま
ず
通
ひ
し
君
が
使
ひ
来
ず
今
は
逢
は
じ
と
た
ゆ
た
ひ
ぬ
ら
し 

（
4
・
五
四
二　

高
田
女
王
）

⑵
垣
ほ
な
す
人
言
聞
き
て
我
が
背
子
が
心
た
ゆ
た
ひ
逢
は
ぬ
こ
の
こ
ろ 

（
4
・
七
一
三　

丹
波
大
女
娘
子
）

⑶
我
が
心
ゆ
た
に
た
ゆ
た
に
浮
き
蓴
辺
に
も
沖
に
も
寄
り
か
つ
ま
し
じ 

（
7
・
一
三
五
二
）

⑷
磯
の
浦
に
来
寄
る
白
波
反
り
つ
つ
過
ぎ
か
て
な
く
は
誰
に
た
ゆ
た
へ 

（
7
・
一
三
八
九
）

右
に
挙
げ
た
の
は
、「
た
ゆ
た
ふ
」
の
具
体
（
心
情
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
、
景
物
に
つ
い
て
は
そ
の
場
所
）
が
明
ら
か
な
例
で
あ

る
。
⑴
⑵
は
心
情
表
現
と
し
て
の
「
た
ゆ
た
ふ
」
で
、
こ
こ
で
は
逢
う
か
逢
わ
な
い
か
で
逡
巡
す
る
こ
と
を
指
す
。
⑶
⑷
は
譬
喩
歌

（
⑶
は
「
寄
レ

草
」
⑷
「
寄
レ

海
」）
で
、
と
も
に
物
の
「
た
ゆ
た
」
ひ
に
心
の
そ
れ
を
譬
え
る
。
⑶
は
水
面
の
蓴
が
沖
と
辺
と
の
間
を

行
き
来
す
る
様
、
⑷
は
白
波
が
寄
せ
て
は
返
す
様
を
、
そ
れ
ぞ
れ
我
が
心
の
譬
え
と
す
る
。
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
「
た
ゆ
た
ふ
」

は
方
向
を
定
め
ず
縦
横
に
揺
れ
動
く
様
を
言
う
の
で
は
な
く
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
極
の
間
を
揺
れ
動
く
様
を
言
う
。
こ
う
し
た
特
徴

は
一
九
六
歌
の
表
記
「
猶
預
不
定
」
に
も
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
顧
野
王
云
、
猶
予
、
不
定
也
。 

（『
慧
琳
音
義
』
所
引
原
本
系
『
玉
篇
』
佚
文
）

⑵
趙
誠
発
レ
使
尊
二
秦
昭
王
一
為
レ
帝
、
秦
必
喜
、
罷
レ
兵
去
。
平
原
君
、
猶
預
未
レ
有
レ
所
レ
決
。 

（『
史
記
』
魯
仲
連
伝
）

⑴
は
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
巻
一
の
「
何
等
為
レ
疑
。
謂
、
於
レ
諦
猶
予
為
レ
体
、
善
品
不
レ
生
依
止
為
レ
業
」
に
対
す
る
語
注
で
、

そ
こ
で
は
真
理
に
つ
い
て
「
猶
予
」
す
る
こ
と
が
「
疑
」
の
本
質
と
さ
れ
る
。
判
断
し
か
ね
て
態
度
が
定
ま
ら
な
い
様
が
「
猶
予
」
で

あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
⑵
の
「
猶
預
」
は
秦
王
を
尊
べ
ば
秦
は
軍
を
引
く
だ
ろ
う
と
い
う
提
案
に
対
し
て
、
平
原
君
が
決
断
し
か
ね
る

様
を
い
う
。
漢
語
「
猶
預
（
猶
予
）」
は
何
か
を
行
う
か
否
か
を
決
め
か
ね
て
い
る
状
態
を
指
し
、
そ
の
表
記
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な

和
語
「
た
ゆ
た
ふ
」
の
特
徴
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
た
ゆ
た
ふ
」
は
漠
然
と
「
思
い

悩
ん
で
落
ち
着
か
な
い
」（『
新
編
全
集
』）
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
或
る
二
つ
の
事
柄
の
間
で
揺
れ
動
く
様
を
指
す
だ
ろ
う
。
で

は
、
こ
こ
で
夫
君
は
何
に
つ
い
て
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
掲
村
田
論
文
の
指
摘
す
る
通
り
、「
た
ゆ
た
ふ
」
は
心
の
動
き
を
表
す
場
合
が
多
い
。
が
、
枕
詞
「
大
船
の
」
は
そ
う
し
た
心
の

あ
り
様
を
空
間
的
な
動
き
に
よ
っ
て
表
象
し
、
そ
の
船
の
動
き
は
皇
女
の
も
と
へ
幾
度
も
行
き
来
す
る
夫
君
の
行
動
に
重
な
る
。
先
立
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つ
「
往
来
す
」
や
「
か
行
き
か
く
行
き
」
と
い
う
行
動
描
写
に
連
な
っ
て
、
そ
う
し
た
行
動
に
夫
君
の
心
情
の
あ
ら
わ
れ
を
見
た
表
現

が
「
大
船
の　

た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ら
ば
そ
の
心
情
は
、
夫
君
の
行
動
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
そ
の
心
情
の
具
体
を
考
え
る
た
め
に
、
他
の
二
つ
の
殯
宮
挽
歌
に
詠
わ
れ
て
い
る
、
遺
さ
れ
た
生
者
の
行
動
を
見
た
い
。
ま

ず
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
長
歌
に
は
、

…
…
我
が
大
君　

皇
子
の
御
門
を
〈
一
に
云
ふ
「
さ
す
だ
け
の　

皇
子
の
御
門
を
」〉　

神
宮
に　

装
ひ
ま
つ
り
て　

使
は
し
し　

御
門
の
人
も　

白
た
へ
の　

麻
衣
着
て　

埴
安
の　

御
門
の
原
に　

あ
か
ね
さ
す　

日
の
こ
と
ご
と　

鹿
じ
も
の　

い
這
ひ
伏
し

つ
つ　

ぬ
ば
た
ま
の　

夕
に
至
れ
ば　

大
殿
を　

振
り
放
け
見
つ
つ　

鶉
な
す　

い
這
ひ
も
と
ほ
り　

さ
も
ら
へ
ど　

さ
も
ら
ひ

え
ね
ば
…
… 

（
2
・
一
九
九　

柿
本
人
麻
呂
）

と
あ
っ
て
皇
子
の
も
と
（
殯
宮
）
を
訪
れ
た
従
者
ら
の
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
第
二
短
歌
に
は
、

埴
安
の
池
の
堤
の
隠
り
沼
の
行
く
へ
を
知
ら
に
舎
人
は
惑
ふ 

（
2
・
二
〇
一　

柿
本
人
麻
呂
）

と
あ
っ
て
、
隠
れ
去
っ
た
皇
子
の
行
き
先
を
知
ら
ず
惑
う
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
長
歌
と
短
歌
と
の
間
に
段
階
的
な
差
が
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
者
で
は
伏
し
た
り
見
た
り
す
る
対
象
は
あ
る
に
せ
よ
そ
の
甲
斐
が
な
い
と
詠
う
の
に
対
し
て
、
後
者

で
は
既
に
そ
の
対
象
自
体
が
失
わ
れ
て
い
る
。「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
長
歌
第
四
段
の
場
合
は
、
夫
君
が
皇
女
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
前
者
の
段
階
に
相
当
す
る
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
同
じ
く
殯
宮
挽
歌
の
一
つ
で
あ
る
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
に
は
、

…
…
つ
れ
も
な
き　

真
弓
の
岡
に　

宮
柱　

太
敷
き
い
ま
し　

み
あ
ら
か
を　

高
知
り
ま
し
て　

朝
言
に　

御
言
問
は
さ
ず　

日

月
の　

ま
ね
く
な
り
ぬ
れ　

そ
こ
故
に　

皇
子
の
宮
人　

行
く
へ
知
ら
ず
も 

（
2
・
一
六
九　

柿
本
人
麻
呂
）

と
あ
り
、「
御
言
問
は
さ
」
な
い
月
日
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
死
別
が
理
解
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
死
別
の
受
容
過
程
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
徐
々
に
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
に
せ
よ
、
殯
の
本
質
的
な
あ
り
方
が
「
死
者
を
感
情
の
上
で
は
断
定
的
に
死
ん
だ

と
は
認
め
き
れ
ず
に
、
死
屍
を
安
置
し
た
所
、
つ
ま
り
喪
屋
で
故
人
の
遺
族
と
か
関
係
者
が
、
当
人
が
さ
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
が
如

く
に
接
し
て
、
食
事
や
歌
舞
を
共
に
し
た
り
、
哭
泣
し
て
よ
み
が
え
り
を
切
願
し
た
り
す
る
。
そ
れ
も
連
日
連
夜
に
わ
た
っ
て
つ
ま
り

通
夜
し
て
お
こ
な
う
」
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
よ
い
。「
異
変
」
が
常
態
化
し
、
も
は
や
死
者
が
言
葉

��
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を
発
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
と
理
解
さ
れ
た
時
、
遺
さ
れ
た
者
は
は
じ
め
て
こ
の
「
異
変
」
に
対
し
て
為
す
す
べ
を
失
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
御
言
問
は
さ
」
ぬ
状
況
が
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
長
歌
第
三
段
末
尾
に
お
け
る
「
目
言
も
絶
え
ぬ
」
に
類
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
だ
が
当
該
歌
の
場
合
は
、
い
ま
だ
そ
れ
が
常
態
化
し
て
「
行
く
へ
」
を
失
う
以
前
の
段
階
に
あ
り
、
そ

れ
故
に
夫
君
は
幾
度
も
皇
女
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
遺
さ
れ
た
生
者
が
死
者
の
も
と
を
訪
れ
よ
う
と
す

る
こ
と
は
人
麻
呂
挽
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
発
想
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
行
動
は
異
変
に
抗
い
、
生
き
て
あ
る
そ
の
人
に
会
う
こ
と
（
双

方
向
的
接
触
）
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
異
変
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
つ
つ
も
、
た
だ
ち
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
認
知
的
不
協
和
が
あ
る
。「
た
ゆ
た
ふ
」
心
情
の
あ
り
方
も
そ
の
心
理
的
矛
盾
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
無
論
、
死
者
の
も
と

へ
向
か
う
発
想
を
共
有
す
る
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
表
現
上
の
違
い
は
あ
る
。「
献
呈
挽
歌
」（
2
・
一
九
四

～
一
九
五
）
は
「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
行
く
が
逢
え
ず
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
一
歌
群
（
2
・
二
〇
七
～
二
〇
九
）
も
妻
の
も
と
へ
至

る
道
を
「
知
ら
ず
」
と
理
解
す
る
。「
石
中
死
人
歌
」（
2
・
二
二
〇
～
二
二
二
）
の
妻
は
話
者
「
わ
れ
」
に
よ
っ
て
そ
の
行
動
が
仮

想
さ
れ
は
し
て
も
、
実
際
は
死
の
事
実
す
ら
知
ら
な
い
。「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
や
「
泣
血
哀
慟
歌
」
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
（
2
・

二
一
〇
～
二
一
六
）
の
場
合
は
、
訪
れ
る
べ
き
場
所
を
知
っ
て
実
際
に
訪
れ
る
も
の
の
、
死
者
と
の
双
方
向
的
接
触
は
叶
わ
な
い
。
い

ず
れ
の
場
合
も
遺
さ
れ
た
者
の
行
動
が
そ
の
目
的
に
適
う
形
で
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
。
人
麻
呂
挽
歌
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
の
目

的
が
果
た
さ
れ
な
い
行
動
を
詠
う
こ
と
が
、
死
別
な
る
も
の
の
理
解
を
提
示
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

た
だ
し
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
場
合
は
行
動
す
る
作
中
人
物
の
理
解
を
詠
わ
な
い
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
行
動
を
踏
ま
え

て
死
な
る
も
の
を
観
念
す
る
の
は
、
行
動
す
る
「
君
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
る
「
わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
こ
そ
、
本
作

品
に
お
け
る
話
者
「
わ
れ
」
の
役
割
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
わ
れ
」
は
自
ら
死
な
る
も
の
を
直
視
し
て
そ
れ
に
対
す
る
理
解

を
得
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
ま
な
ざ
し
は
死
者
と
し
て
の
皇
女
に
直
接
注
が
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
遺
さ
れ
た
夫
君
に
注
が
れ

て
い
る
。
述
べ
た
よ
う
に
第
三
段
ま
で
に
詠
わ
れ
る
皇
女
は
異
変
と
呼
ぶ
べ
き
状
態
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
不
可
逆
的
な

別
れ
（
死
別
）
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
夫
君
を
描
写
す
る
第
四
段
を
経
て
、
第
五
段
で
は
「
明
日
香
川
」
の
名
に
か

け
て
皇
女
を
永
く
偲
ん
で
ゆ
こ
う
と
い
う
意
思
表
明
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
こ
の
異
変
が
覆
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

「
わ
れ
」
の
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
わ
れ
」
が
夫
君
の
情
動
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
異
変
は
死
別
と
し
て
明

確
に
た
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
村
田
右
富
実
氏
が
本
作
品
の
夫
君
に
つ
い
て
「
嘆
き
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
」
い
る
と
述
べ
る
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こ
と
は
、
か
よ
う
な
構
成
理
解
に
お
い
て
首
肯
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
視
点
の
あ
り
方
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
日

並
皇
子
挽
歌
」（「
宮
人
」
へ
の
視
点
）
や
、「
高
市
皇
子
挽
歌
」（「
御
門
の
人
」
へ
の
視
点
）
に
も
見
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
殯
宮
挽
歌
に

共
通
す
る
方
法
的
特
徴
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
相
聞
的
表
現
を
用
い
て
遺
さ
れ
た
配
偶
者
の
行
動
を
描
写
す
る
、
と
い
う
点
で
共

通
す
る
「
泣
血
哀
慟
歌
」
と
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
特
徴
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
前
者
の
話

者
「
わ
れ
」
は
自
ら
行
動
す
る
こ
と
で
死
別
を
理
解
す
る
作
中
人
物
（
作
中
の
状
況
に
対
し
て
主
観
的
視
点
し
か
有
し
な
い
）
で
あ
る

の
に
対
し
、
後
者
の
話
者
「
わ
れ
」
は
他
者
の
行
動
を
見
る
こ
と
で
死
別
を
理
解
す
る
観
測
者
（
作
中
の
状
況
に
対
し
て
客
観
的
視
点

を
有
す
る
）
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
。「
わ
れ
」
が
客
観
的
視
点
を
も
っ
て
作
中
人
物
（
夫
君
）
の
置
か
れ
た
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る

理
解
と
を
語
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
ひ
い
て
は
人
麻
呂
殯
宮
挽
歌
全
般
）
の
「
わ
れ
」
は
ま
さ
し
く
「
詠
い

手
」
と
呼
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
代
表
的
感
動
」
と
い
う
あ
り
方
の
本
質
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

去
り
ゆ
く
死
者

「
城
上
の
宮
を　

常
宮
と　

定
め
」
て
「
目
言
も
絶
え
」
た
と
詠
っ
た
長
歌
に
対
し
て
、
第
一
短
歌
で
は
「
塞
」
く
こ
と
の
で
き

な
い
明
日
香
川
の
「
な
が
る
る
水
」
に
皇
女
を
譬
え
る
。
前
者
は
現
象
と
し
て
の
死
な
る
異
変
で
あ
り
、
後
者
は
観
念
と
し
て
の
死
別

で
あ
る
。
前
節
で
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
を
例
に
述
べ
た
段
階
的
な
差
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
本
作
品
に

は
頭
書
「
短
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
長
歌
と
異
な
る
時
・
内
容
を
詠
う
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
か
ら
も
長
歌
は
殯
宮
に
い
る
皇
女

を
、
短
歌
は
殯
宮
か
ら
さ
ら
に
去
っ
て
い
く
皇
女
を
詠
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
こ
こ
で
の
「
常
宮
」
が
陵
墓
を

指
し
て
い
る
と
み
る
説
の
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
城
上
の
宮
を　

常
宮
と　

定
め
」
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
拾
穂
抄
』
や
『
童
蒙
抄
』
が
殯
宮
と
理
解
し
た
の
に
対
し
、『
考
』
が

陵
墓
と
す
る
説
を
提
示
、
以
降
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
陵
墓
説
の
主
な
論
拠
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
①
永
久
不
変
の
宮
の
意
と
解
さ

れ
る
「
常
宮
」
は
仮
設
で
あ
る
は
ず
の
殯
宮
の
称
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
②
殯
宮
が
生
前
居
所
に
営
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
「
常
宮
」
は
そ
れ
と
は
別
の
も
の
（
陵
墓
）
を
指
す
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
先
に
②
に
つ
い
て

述
べ
る
と
、
確
か
に
記
録
に
残
る
殯
宮
設
営
地
は
生
前
居
所
に
営
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
天
皇
の
場
合
で
あ
り
、
皇
子
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女
の
場
合
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
上
野
誠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
の
殯
宮
挽
歌
の
歌
表
現
に
即
し

て
そ
の
設
営
地
を
推
定
す
る
限
り
、
皇
子
女
の
場
合
は
生
前
居
所
と
は
別
の
地
に
設
営
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
当
面
の

「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
に
つ
い
て
も
第
三
段
の
生
前
の
描
写
に
「
君
と
時
　々

出
で
ま
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
殯
宮
設
営
地

「
城
上
」
が
生
前
居
所
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
次
に
①
に
つ
い
て
は
、
渡
瀬
昌
忠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
殯
宮
は
仮
設
の
宮

で
あ
れ
ば
こ
そ
「
常
宮
」
と
讃
称
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
殯
宮
挽
歌
に
限
ら
ず
と
も
、
渡
瀬
論
文
が
述
べ
る
よ
う
に
、
赤
人
の

紀
伊
行
幸
歌
、

や
す
み
し
し　

わ
ご
大
君
の　

常
宮
と　

仕
へ
奉
れ
る　

雑
賀
野
ゆ　

そ
が
ひ
に
見
ゆ
る　

沖
つ
島　

清
き
渚
に　

風
吹
け
ば　

白
波
騒
き　

潮
干
れ
ば　

玉
藻
刈
り
つ
つ　

神
代
よ
り　

然
そ
貴
き　

玉
津
島
山 

（
6
・
九
一
七　

山
部
赤
人
）

に
見
ら
れ
る
「
常
宮
」
は
急
造
の
離
宮
を
ほ
め
讃
え
た
表
現
と
理
解
で
き
る
。
加
え
て
、「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
場
合
は
そ
れ
が
実0

際
に
は
一
過
性
の
宮
に
す
ぎ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
、「
常
宮
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
夫
君
を
お
い
て
一
人
入
っ
た
城
上
殯
宮
、「
常
宮
」
と
思
わ
れ
た
そ
こ
に
も
留
ま
る
こ
と
な
く
、「
流
る
る
水
」
の
ご
と
く
皇
女
は

去
っ
て
ゆ
く
。
別
れ
の
悲
し
み
は
そ
こ
に
喚
起
さ
れ
よ
う
。「
献
呈
挽
歌
」
に
、

…
…
そ
こ
故
に　

慰
め
か
ね
て　

け
だ
し
く
も　

逢
ふ
や
と
思
ひ
て
〈
一
に
云
ふ
「
君
も
逢
ふ
や
と
」〉　

玉
垂
の　

越
智
の
大
野

の　

朝
露
に　

玉
裳
は
ひ
づ
ち　

夕
霧
に　

衣
は
濡
れ
て　

草
枕　

旅
寝
か
も
す
る　

逢
は
ぬ
君
故

 

（
2
・
一
九
四　

柿
本
人
麻
呂
）

し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
行
く
ま
た
も
逢
は
め
や
も
〈
一
に
云
ふ
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」〉

 

（
2
・
一
九
五　

柿
本
人
麻
呂
）

と
詠
わ
れ
る
よ
う
な
、
遺
さ
れ
た
生
者
が
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
た
場
所
か
ら
も
死
者
は
去
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
発
想
が
こ
こ
に
認
め
ら

れ
る
。

そ
も
そ
も
「
常
宮
」
を
陵
墓
と
見
る
説
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
一
般
的
に
死
と
呼
ば
れ
る
そ
の
異
変
を
も
っ
て
直
ち
に
不
可
逆
的

な
別
れ
の
確
定
と
見
な
す
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
論
、
本
作
品
が
挽
歌
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

そ
う
し
た
理
解
は
ご
く
自
然
に
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
理
解
を
無
批
判
に
作
品
の
読
み
に
適
用
す
る
こ
と
は
、

「
読
者
」
の
立
場
か
ら
の
客
観
的
視
点
を
作
中
人
物
の
視
点
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
作
品
の
読
み
を
通
し
て
こ
こ
で
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の
「
常
宮
」
を
陵
墓
と
解
す
る
説
に
も
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
従
い
難
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
説
で
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
長

歌
第
一
・
二
段
で
既
に
川
藻
と
の
対
比
に
よ
っ
て
死
別
が
明
確
化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
第
五
段
お
よ
び
短
歌
の
「
川
」
の
表
現
に
ま
で

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。「
常
宮
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
尽
き
る
が
、
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
こ

う
し
た
死
別
の
捉
え
方
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
・
二
段
の
藻
の
表
現
に
つ
い
て
平
舘
英
子
氏
は
、「
自
然
の
循
環
の
法
則
に
よ
っ
て
再
生
・
復
活
す
る
そ
の
生
態
を
表
現
」
し
て

い
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
が
皇
女
の
生
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
作
品
全
体
を
覆
う
皇
女
の
死
の
絶
対
性
に
鑑
み

れ
ば
、
そ
う
し
た
対
比
は
確
か
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
平
舘
氏
自
身
別
稿
に
「
こ
こ
に
皇
女
の
生
か
ら
死
へ
の
転
換
は
具
体
的

に
歌
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
第
一
・
二
段
の
表
現
は
あ
く
ま
で
も
「
朝
宮
を　

忘
れ
賜
ふ
や　

夕
宮
を　

背
き
賜
ふ
や
」
と

い
う
問
い
か
け
に
収
斂
し
て
い
る
。
表
現
と
し
て
そ
れ
は
、
日
常
の
居
所
か
ら
の
移
動
（
離
反
）
を
い
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ

る
も
の
に
あ
る
も
の
が
譬
え
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
両
者
が
何
ら
か
の
点
で
同
じ
で
あ
る
と
い
う
肯
定
性
と
、
同
じ
で
は
な
い
と
い
う

否
定
性
と
が
前
提
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
皇
女
は
「
立
た
」
し
「
臥
や
」
す
姿
態
の
共
通
点
（
肯
定
性
）
に
よ
っ
て
藻
に
重
ね
ら
れ
、

い
る
べ
き
場
所
を
「
忘
」
れ
「
背
」
く
現
状
に
そ
れ
と
の
差
異
（
否
定
性
）
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
再
生
・
復
活
そ
の

も
の
に
対
す
る
差
異
は
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
一
・
二
段
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
明
日
香
川
の
橋
に
生
え
る
藻
は
絶
え
た
り
枯
れ
た
り
し
て
流
れ

去
っ
て
も
、
ま
た
そ
こ
に

0

0

0

生
え
て
く
る
。
そ
れ
な
の
に
「
朝
夕
常
に

0

0

ま
し
ま
す
宮
」（
木
村
正
辞
『
美
夫
君
志
』、
傍
点
は
引
用
者
）
を

離
れ
た
皇
女
は
、
な
ぜ
そ
こ
に

0

0

0

戻
ら
な
い
の
か
、
と
。
こ
の
不
条
理
な
訴
え
は
無
論
、
藻
の
も
つ
死
と
再
生
と
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
し

た
、
皇
女
の
死
な
る
異
変
に
対
す
る
嘆
き
を
背
景
に
も
つ
だ
ろ
う
。
作
品
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
皇
女
が
「
う
つ
そ
み
」（
第
三
段
冒
頭
）

な
ら
ざ
る
こ
と
は
、
話
者
に
あ
っ
て
確
か
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
「
朝
宮
を　

忘
れ
賜
ふ
や　

夕

宮
を　

背
き
賜
ふ
や
」
と
い
う
別
れ
の
把
握
は
、
長
歌
第
五
段
や
短
歌
の
そ
れ
と
同
質
で
は
な
い
。
日
常
の
居
所
を
離
れ
た
皇
女
の
定

着
地
は
第
三
段
に
「
城
上
の
宮
」
と
明
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
生
者
が
現
実
に
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
土
地
で
あ
り
、
去
っ
た
と
言
う

よ
り
も
移
っ
た
と
言
う
べ
き
状
態
と
し
て
あ
る
。
現
に
夫
君
は
反
復
的
に
そ
の
地
を
訪
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
訪
れ
た
先
で
交
渉
可
能

な
存
在
と
し
て
の
皇
女
を
見
出
し
か
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
不
可
逆
的
な
別
れ
と
し
て
の
あ
り
方
は
あ
ら
わ
と
な
っ
て
い

る
。
第
一
段
の
再
生
す
る
藻
に
か
け
た
訴
え
の
無
効
性
も
そ
こ
に
顕
在
化
す
る
。

��

��
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そ
う
し
た
段
階
を
踏
ま
え
た
後
に
、
短
歌
は
あ
る
。「
な
が
る
る
水
」（
第
一
短
歌
）
に
譬
え
ら
れ
る
別
れ
と
、「
朝
宮
」「
夕
宮
」

（
長
歌
第
一
段
）
を
離
れ
た
と
詠
わ
れ
る
別
れ
と
の
差
異
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
述
べ
た
よ
う
な
構
成
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
死
な
る

も
の
は
ま
ず
異
変
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
や
が
て
作
品
が
展
開
す
る
に
従
っ
て
、
二
度
と
覆
ら
な
い
別
れ
（
死
別
）
と
し
て
の
あ
り
方
が

た
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
異
変
（
現
象
と
し
て
の
死
）
の
認
識
か
ら
死
の
も
た
ら
す
別
れ
の
理
解
へ
、
と
い
う
構
成
は

人
麻
呂
挽
歌
に
特
徴
的
な
死
の
段
階
的
受
容
過
程
で
あ
る
。
本
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
、
第
一
短
歌
「
の
ど
に
か
あ
ら
ま
し
」（
＝
緩

流
）
の
異
文
「
よ
ど
に
か
あ
ら
ま
し
」（
＝
停
滞
）
も
ま
た
、
殯
宮
に
留
ま
る
皇
女
を
思
わ
せ
る
。「
…
…
せ
ば
…
…
ま
し
」
と
仮
想
さ

れ
る
こ
の
反
事
実
は
、「
片
恋
嬬
」
た
る
夫
君
が
皇
女
の
も
と
へ
通
う
長
歌
第
四
段
以
前
に
は
詠
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

同
じ
「
明
日
香
川
」
の
表
現
で
も
、
長
歌
第
一
・
二
段
に
は
川
自
体
で
は
な
く
「
藻
」
と
対
照
し
て
皇
女
の
異
変
が
提
示
さ
れ
、
第
五

段
に
は
恒
久
性
の
象
徴
と
し
て
の
川
自
体
お
よ
び
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
の
川
名
が
提
示
さ
れ
る
。
川
の
「
水
」
を
去
り
ゆ
く

皇
女
の
譬
え
と
す
る
第
一
短
歌
と
は
、
川
へ
の
視
点
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
違
い
は
作
品
の
展
開
（
異
変
か
ら
死
別
へ
、
と

い
う
状
況
認
識
）
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

繰
り
返
す
が
不
可
逆
的
な
別
れ
と
し
て
の
あ
り
方
が
た
ち
現
れ
て
は
じ
め
て
第
一
短
歌
の
仮
想
は
な
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
仮
想

か
ら
翻
っ
て
「
明
日
だ
に
見
む
と
思
へ
や
も
」
と
詠
う
第
二
短
歌
の
現
実
認
識
も
ま
た
、
そ
の
別
れ
の
理
解
を
前
提
と
す
る
。
長
歌

末
尾
で
別
れ
と
し
て
の
現
実
を
踏
ま
え
た
意
思
を
述
べ
、
第
一
短
歌
で
反
事
実
の
仮
想
を
詠
い
、
第
二
短
歌
で
再
び
現
実
に
目
を
向
け

る
、
と
い
う
構
成
に
は
「
石
中
死
人
歌
」
の
長
歌
末
尾
か
ら
二
首
の
反
歌
に
至
る
構
成
と
同
様
の
も
の
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
反
事
実
性
が
顕
わ
と
な
る
こ
と
に
表
現
上
の
意
義
を
も
つ
仮
想
（
第
一
短
歌
）
か
ら
、
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
事
実
性
が
強
固
に

示
さ
れ
る
現
実
、
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
そ
う
し
た
構
成
を
有
す
る
本
作
品
は
言
わ
ば
、
死
別
の
絶
対
性
を
明
示
し
、
作
中
の
夫
君

の
「
た
ゆ
た
」
ひ
を
現
実
に
即
し
て
固
定
化
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
か
つ
そ
の
異
変
・
死
別
は
「
石
中
死
人
歌
」
の
よ
う
に

「
わ
れ
」
が
遭
遇
し
た
個
人
的
経
験
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
死
者
が
皇
女
で
あ
る
こ
と
の
必
然
と
し
て
、
集
団
的
経
験
（
無
論
、

作
中
人
物
た
る
夫
君
も
そ
の
集
団
に
含
ま
れ
る
）
で
あ
る
。
本
作
品
の
話
者
「
わ
れ
」
が
客
観
的
視
点
を
も
っ
て
作
中
世
界
（
そ
れ
は

詠
い
手
と
享
受
者
と
が
共
有
す
る
現
実
に
重
な
る
）
を
見
つ
め
、
そ
の
理
解
を
代
表
的
に
提
示
す
る
「
詠
い
手
」
と
し
て
の
位
相
を
も

つ
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
認
め
ら
れ
る
。

��
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お
わ
り
に

「
君
」
の
行
動
と
そ
の
不
成
就
と
を
通
し
て
別
れ
を
示
す
方
法
は
、「
わ
れ
」
が
作
中
人
物
に
対
す
る
客
観
的
視
点
を
有
す
る
詠
い

手
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
逆
に
、
行
動
す
る
作
中
人
物
が
「
わ
れ
」
で
は
な
く
「
君
」
で
あ
る
故
に
、
行
動
結

果
に
基
づ
く
認
識
や
理
解
を
直
言
（
例
「
泣
血
哀
慟
歌
」）
す
る
こ
と
が
な
い
。
死
の
も
た
ら
す
別
れ
を
、「
わ
れ
」
自
身
の
行
動
に
基

づ
く
認
識
と
し
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
他
者
の
視
点
で
そ
れ
を
述
べ
る
（
例
「
献
呈
挽
歌
」）
の
で
も
な
く
、
客
観
的
描
写
を

通
し
て
暗
示
的
に
表
現
す
る
構
成
を
本
作
品
は
も
つ
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
偲
ひ
」
は
、
ひ
と
り
「
わ
れ
」
の
み
の
も
の

で
は
な
い
、
共
有
さ
れ
う
る
意
思
（
＝
「
代
表
的
感
動
」）
と
し
て
機
能
す
る
。

述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
わ
れ
」
の
視
点
の
あ
り
方
は
本
作
品
の
み
な
ら
ず
「
日
並
皇
子
挽
歌
」
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
に
も

共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
詠
わ
れ
る
死
者
が
皇
子
か
皇
女
か
に
か
か
わ
ら
な
い
、
殯
宮
挽
歌
の
方
法
的
特
徴
と
言
え
る
。

本
作
品
は
そ
う
し
た
殯
宮
挽
歌
の
方
法
と
、「
泣
血
哀
慟
歌
」
を
は
じ
め
と
す
る
遺
さ
れ
た
配
偶
者
の
情
動
を
通
し
て
死
別
を
表
現
す

る
方
法
と
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
人
麻
呂
の
最
も
後
期
の
作
と
目
さ
れ
る
本
作
品
の
か
か
る
特
徴
を
、
単
純
に
人
麻
呂
挽
歌
の
到
達
点
と
み
な
す
こ
と
に
は

慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
い
ず
れ
の
方
法
的
特
徴
も
、
そ
の
基
本
的
な
あ
り
方
は
他
の
人
麻
呂
挽
歌
に
見
出
だ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
作
歌
状
況
な
い
し
詠
歌
対
象
に
応
じ
て
選
択
・
統
合
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
作
品
の
方
法
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
話
者
の
視
点
や
作
品
展
開
の
方
法
に
関
す
る
体
系
、
い
わ
ば
方
法
論
の
存
在
が
想
定
で
き
よ
う
。
本
稿
は
、

そ
の
一
端
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

　

注
⑴　

ほ
か
に
巻
十
三
・
三
三
二
四
～
三
三
二
六
を
含
め
る
見
解
（
渡
瀬
昌
忠
「
人
麻
呂
の
殯
宮
挽
歌
」『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
六
巻　

島
の
宮
の

文
学
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
三
五
巻
八
号
、
一
九
七
〇
年
七
月
等
）
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
萬

葉
集
』
が
「
殯
宮
」
に
か
か
わ
る
こ
と
を
明
記
す
る
歌
に
限
定
し
て
称
す
る
。
人
麻
呂
の
殯
宮
挽
歌
と
の
共
通
点
か
ら
巻
十
三
の
歌
を
殯
宮
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挽
歌
と
仮
定
し
、
そ
の
「
殯
宮
挽
歌
」
群
の
共
通
性
か
ら
殯
宮
挽
歌
一
般
の
特
徴
を
導
出
す
る
と
い
う
手
続
き
は
循
環
論
法
に
他
な
ら
な
い
。

後
に
述
べ
る
殯
宮
挽
歌
と
い
う
枠
組
み
自
体
の
問
題
と
併
せ
て
注
意
し
た
い
。

⑵　
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
七
年
二
月
二
十
三
日
条
、
持
統
天
皇
六
年
八
月
十
七
日
条
、
同
八
年
八
月
十
七
日
条
、『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
四

年
四
月
四
日
条
。

⑶　

賀
茂
真
淵
『
考
』
以
来
、
忍
壁
皇
子
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑷　

本
作
品
に
見
ら
れ
る
個
々
の
相
聞
的
要
素
に
つ
い
て
は
清
水
克
彦
「
殯
宮
挽
歌
」『
柿
本
人
麻
呂―

作
品
研
究―

』（
風
間
書
房
、
一
九
六
五

年
）、
身
﨑
壽
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
試
論―

そ
の
表
現
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て―

」『
文
学
・
語
学
』
九
三
号
（
一
九
八
二
年
六
月
）、
村
田
右

富
実
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」『
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
『
万
葉
史
を
問
う
』
一
九
九
九
年
一
二
月
）
等

に
指
摘
が
あ
る
。

⑸　

前
掲
注
4
身
﨑
論
文
。

⑹　

前
掲
注
4
清
水
論
文
。

⑺　

拙
稿
「
石
中
死
人
歌
の
構
成―

『
わ
れ
』
の
視
点
と
方
法―

」『
萬
葉
』
二
一
六
号
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
参
照
。

⑻　
「
献
呈
挽
歌
」
や
「
石
中
死
人
歌
」
に
も
相
聞
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
日
並
・
高
市
両
皇
子
の
挽
歌
に
見
ら
れ
る
特
異

性
は
、
単
に
詠
わ
れ
る
死
者
が
男
性
（
皇
子
）
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
由
来
す
る
も
の
と
は
言
い
難
く
、
両
作
品
が
皇
太
子
な
い
し
そ
れ
に
準

ず
る
扱
い
を
受
け
た
人
物
の
死
を
詠
う
、
と
い
う
点
に
こ
そ
理
由
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
高
市
皇
子
の
場
合
は
立
太
子
の
事
実
こ
そ

不
明
な
が
ら
、「
尊
」
と
称
さ
れ
る
点
か
ら
は
少
な
く
と
も
皇
太
子
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
日

並
皇
子
挽
歌
」
や
「
高
市
皇
子
挽
歌
」
を
殯
宮
挽
歌
の
典
型
と
捉
え
、
そ
の
枠
組
み
の
中
だ
け
で
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
特
異
性
を
殊
更

に
強
調
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
言
え
る
。

⑼　

太
田
豊
明
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
考―

話
者
に
つ
い
て―

」『
国
文
学
研
究
』
一
四
二
号
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）。

⑽　

前
掲
注
4
身
﨑
論
文
。

⑾　

白
井
伊
津
子
「
枕
詞
・
被
枕
詞
の
関
係
分
類
の
試
み
」『
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）、
初
出
稲
岡
耕
二
編
『
万

葉
集
事
典
』（
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
）。

⑿　

た
だ
し
、「
～
な
す
」
＋
〈
用
言
〉
型
以
外
で
は
「
た
ま
く
し
ろ―

巻
く
」「
つ
る
ぎ
た
ち―

磨
ぐ
」
等
の
例
が
あ
る
。
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⒀　

伊
藤
博
「
家
と
旅
」『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法　

下
』（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）、
初
出
『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』
八
号
（
一
九
七
三
年
九
月
）。

⒁　

橋
本
四
郎
「
ミ
の
形
を
め
ぐ
る
問
題
」『
橋
本
四
郎
論
文
集　

国
語
学
編
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）、
初
出
『
萬
葉
』
四
二
号
（
一
九
六
二

年
一
月
）。

⒂　

前
掲
注
4
身
﨑
論
文
。

⒃　

伊
藤
博
「
人
麻
呂
殯
宮
挽
歌
の
特
異
性
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品　

上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
初
出
「
挽
歌
の
誦
詠
」『
国
語
国
文
』

二
六
巻
二
号
（
一
九
五
七
年
二
月
）。

⒄　

身
﨑
壽
「『
明
日
香
皇
女
挽
歌
』」『
人
麻
呂
の
方
法―

時
間
・
空
間
・「
語
り
手
」―

』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

⒅　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
巻
一
・
二
所
載
の
人
麻
呂
作
歌
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

⒆　

伊
藤
博
「
歌
俳
優
の
哀
歓
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品　

上
』（
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）、
初
出
『
上
代
文
学
』
一
九
号
（
一
九
六
六
年

一
二
月
）、
お
よ
び
拙
稿
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
第
二
歌
群
・
或
本
歌
群
の
構
成
」『
萬
葉
』
二
二
三
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）
参
照
。

⒇　

川
島
二
郎
「『
夏
草
の
思
ひ
萎
え
て
』
考
」『
山
邊
道
』
三
三
号
（
一
九
八
九
年
三
月
）。
稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
の
枕
詞
に
つ
い
て
」『
萬
葉
集

研
究
』
一
集
（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）。

�　

前
掲
注
4
村
田
論
文
。

�　

こ
こ
で
の
「
行
く
へ
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
柿
本
人
麻
呂
関
係
歌
の
表
記―

方
法
分
類
の
試
み―

」『
二
〇
一
六
和
漢
比
較
文
學
検

討
會
論
文
集
』（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
参
照
。

�　

和
歌
森
太
郎
「
大
化
前
代
の
喪
葬
制
に
つ
い
て
」『
和
歌
森
太
郎
著
作
集　

第
四
巻　

古
代
の
宗
教
と
社
会
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
）、

初
出
『
古
代
史
研
究　

第
四
集　

古
墳
と
そ
の
時
代
二
』（
朝
倉
書
店
、
一
九
五
八
年
）。

�　

拙
稿
「『
泣
血
哀
慟
歌
』
第
一
歌
群
の
構
成
」『
萬
葉
』
二
二
二
号
（
二
〇
一
六
年
五
月
）
お
よ
び
前
掲
注
18
拙
稿
参
照
。

�　

前
掲
注
4
村
田
論
文
。

�　

稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
」『
萬
葉
集
研
究
』
二
集
（
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
四
月
）。

�　

平
舘
英
子
「『
殯
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
』
へ
の
考
察
」『
国
文
目
白
』
十
号
（
一
九
七
一
年
三
月
）、
武
藤
美
也
子
・
風
間
力
蔵
「
人

麻
呂
挽
歌
の
『
殯
宮
之
時
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
甲
南
大
学
紀
要　

文
学
篇
』
三
六
号
（
一
九
八
〇
年
三
月
）
等
。

�　

上
野
誠
「
殯
宮
と
い
う
儀
礼
の
空
間
」『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間―

万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼―

』（
雄
山
閣
、
一
九
九
七
年
）、
初
出
「
葬
送

茂　野　智　大��（�5）



の
民
俗
」
桜
井
満
監
修
『
万
葉
集
の
民
俗
学
』（
桜
楓
社
、
一
九
九
三
年
）。

�　

渡
瀬
昌
忠
「
万
葉
殯
宮
考
」『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
七
巻　

柿
本
人
麻
呂
作
歌
論
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
）、
初
出
「
万
葉
殯
宮
考

―

城
上
の
宮
・
序
説―

」『
犬
養
孝
博
士
古
稀
記
念
論
集　

萬
葉
・
そ
の
後
』（
塙
書
房
、
一
九
八
〇
年
）。

�　

川
島
二
郎
「
常
宮
考
」『
山
邊
道
』
三
〇
号
（
一
九
八
六
年
三
月
）
等
。

�　

平
舘
英
子
「『
名
』
に
見
る
構
想
」『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
初
出
『
萬
葉
』
一
三
七
号
（
一
九
九
〇
年
十
一
月
）。

�　

平
舘
英
子
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品　

第
三
巻
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

�　

注
7
拙
稿
参
照
。

「明日香皇女挽歌」の視点と方法 ��（�6）


