
第

三
章

逸

脱

の

文
芸

ー

！憶

良

罷

宴
歌
の

論
ー



第I部 古代文芸の思想 78 

歌
が、
特
定
集
団
の
共
通
の
場
で、
共
有
の
情
を
表
出
す
る、
い
わ
ば
「
座
の
文
芸」
と
し
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
は、

原
則
的
に
特
定
の
作
者
を
仮
想
す
る
記
紀
歌
謡
が、
そ
の
じ
つ、
「
個」
性
を
内
奥
に
秘
匿
さ
せ
る
形
で
集
団
性
を
前

面
に
滲
出
さ
せ
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て、
容
易
に
推
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。
こ
の、
「
座
の
文
芸」
と
し
て
の

性
格
は、
記
紀
歌
謡
の
み
な
ら
ず、
時
代
的
に
そ
れ
に
後
位
す
る
萬
葉
集
の
う
ち
に
も
あ
ら
わ
な
形
で
発
現
す
る。
こ

の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
萬
葉
歌
を
相
互
連
関
の
な
か
か
ら
切
り
離
し、
一
首一
首
を
独
立
し
た
歌
と
し
て
解
釈・

鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
試
み
は、
実
際
に
歌
が
詠
ま
れ
た
「
場」
と
「
情
況」
へ
の
配
慮
を
欠
く
も
の
と
し
て
排
拒
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い、
と
考
え
ら
れ
る。
萬
葉
歌
を
歌
群
と
し
て
と
ら
え、
各
群
の
な
か
で一
首一
首
の
歌
が
に
な
う

機
能
を
間
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
構
造
的
連
関
の
な
か
で
の
萬
葉
歌
の
意
義
を
あ
ら
わ
に
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
伊
藤

博
の一
連
の
研
究
（『
古
代
和
歌
史
研
究』
一
＼
八、
『
萬
葉
集
繹
注』
等）
が、
萬
葉
歌
が
そ
こ
へ
と
み
ず
か
ら
を
定

位
さ
せ
る
そ
の
「
現
場」
の
解
明
に
肉
薄
す
る
も
の
と
し
て、
今
日
高
く
評
価
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る。

萬
葉
歌
が、
「
座
の
文
芸」
を
志
向
す
る
作
品
群
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、
一
首一
首
の
萬
葉
歌
に
対
す
る
巧
拙．

美
醜
に
つ
い
て
の
評
価
は、
歌
が、
そ
こ
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
場
と
情
況
と
に
対
応
し
え
て
い
る
か
ど
う
か、
す
な
わ

ち、
歌
が、
み
ず
か
ら
が
そ
こ
に
根
ざ
す
現
場
を
貰
き
流
れ
る
共
有
の
情
に
適
合
す
る
作
と
な
り
え
て
い
る
か
否
か
と

い
う
点
を
基
準
に
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
こ
の
点
に
関
す
る
認
識
の
欠
如
は、
一
首
の
歌
を
歌
群
（
場）
か

ら
分
離
さ
せ、
そ
れ
を
他
と
は
無
関
係
に
自
立
す
る
単
独
の
歌
と
し
て、
解
釈
者
の
「
い
ま」
を
基
準
に
「
い
ま」
に
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よ
か

ゎ

憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
っ
ら
む
ぞ

照
合
し
つ
つ
評
価
し
よ
う
と
い
う
態
度
を
生
み
出
す。

た
し
か
に、

古
典
の
解
釈
は、

解
釈
者
の
そ
の
つ
ど
の
「
い
ま
」

と
の
関
わ
り
あ
い
の
な
か
で
こ
そ
意
義
を
も
つ
。

そ
の
つ
ど
の
「
い
ま
」

に
と
っ
て
有
意
味
で
あ
る
場
合
に
の
み、

古

典
は
未
来
に
向
け
て
手
渡
さ
れ
る
べ
き
規
範
と
し
て
確
定
さ
れ
る
と
い
え
よ
う。

し
た
が
っ
て、

歌
を、

解
釈
者
の
現

代
的
視
点
か
ら
解
釈
し
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
試
み
そ
れ
自
体
が
不
当
な
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し、

解
釈
の
対

象
と
な
る
歌
が
他
の
歌
と
の
あ
い
だ
に
織
り
成
す
有
機
的
な
連
関
を
無
視
す
る
読
み
を
展
開
す
る
こ
と
は、

実
際
に
現

場
で
詠
ま
れ
た
時
点
で
の
歌
の
生
き
た
態
様
を
無
み
す
る
こ
と
に
直
結
し、

ひ
い
て
は、

解
釈
者
の
視
点
を
恣
意
性
の

域
に
押
し
こ
め
て
し
ま
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

「
い
ま
」

を
基
点
と
し
て、

そ
こ
に
視
座
を
設
定
し
つ
つ
古
典
を
見
つ
め
る
こ
と
は、

現
在
の
特
殊
性
を
規
範
に
し

て
恣
意
的
に
過
去
を
切
り
取
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

過
去
の
事
物
は、

そ
れ
が
生
起
し
た
場
と
情
況

と
を
「
い
ま
」

の
時
点
で
追
思
す
る
態
度
に
基
づ
い
て、

解
釈
者
の
「
い
ま」

と
の
連
関
の
う
ち
に
意
義
づ
け
ら
れ
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

萬
葉
歌
に
つ
い
て
の
評
価
は、

そ
れ
ら
を
歌
群
の
な
か
に
置
い
て
と
ら
え
る
読
み
が
確
立
さ
れ
た
今
日
に
至
っ
て
も

な
お、

一

首
一

首
の
歌
を
単
独
の
作
と
し
て
扱
う
読
み
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
の
な
ご
り
を
引
き
摺
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。

筑
紫
歌
壇
の
宴
の
場
を
辞
す
る
歌
と
い
う
意
味
で、

世
に
「
憶
良
罷
宴
歌」

と
呼
ば
れ
る
萬
葉
集
巻
三、

三

三
七
は、

場
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
旧
来
の
読
み
に
よ
っ
て
不
当
と
も
い
う
べ
き
評
価
が
形
成
・

確
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た、

―

つ
の
典
型
的
な
例
と
認
め
ら
れ
る
。

（
三
三
七）
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宴
は
た
け
な
わ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
そ
れ
を
辞
す
る
た
め
に、
山
上
憶
良
は、
居
宅
で
泣
き
わ
め
く
幼
子
と
そ
の

子
を
あ
や
し
な
が
ら
夫
の
焙
り
を
待
ち
わ
び
る
若
妻
の
姿
を
う
た
う。
つ
と
に
契
沖
「
萬
葉
代
匠
記』
が
指
摘
す
る
よ

う
に、
妻
子
を
慮
る
情
を
切
な
る
も
の
と
し
て
思
い
懐
く
心
の
在
り
よ
う
は、
憶
良
の
特
質
の一
つ
で
あ
り、
そ
れ
は、

家
父
長
制
の
範
を
逃
れ、
そ
れ
ぞ
れ
が
情
愛
に
満
ち
た
小
家
庭
を
営
ん
で
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
身
に
迫
る
心
性
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い。
多
く
の
現
代
注
釈
は、
こ
の
心
性
の
端
的
な
発
露
の
う
ち
に、
憶
良
の
同
時
代
に
は
す
く
な
く
と

も
表
面
上
（
歌
の
字
句
の
う
え）
に
普
逼
化
さ
れ
な
い
「
個」
的
な
特
徴
を
読
み
取
り、
そ
の
斬
新
さ
を
高
く
評
価
す

る。
た
と
え
ば、
斎
蔽
茂
吉
『
萬
葉
秀
歌
（
上）」
（
岩
波
新
書、
一
九
三
八
年）
に
よ
れ
ば、
「
生
活
の
歌」
と
も
い

う
べ
き
憶
良
の
歌
は、
「
人
問
的
な
中
味
が
あ
っ
て
憶
良
の
価
値
を
重
か
ら
し
め」
る
も
の
で、
わ
け
て
も
当
該
歌
は

「
憶
良
の
短
歌
で
は
や
は
り
傑
作
と
謂
う
べ
き」
で
あ
る
と
い
う。

こ
う
し
た
評
価
は、
憶
良
罷
宴
歌
を
単
独
の
自
立
し
た
歌
と
見
る
場
合
に
は、
け
っ
し
て
的
外
れ
で
は
な
い
よ
う
に

見
う
け
ら
れ
る。
酒
宴
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
な
お
妻
子
を
思
い
遣
る
情
が
湧
出
す
る
さ
ま
は、
夫
と
し
て
父
と
し
て
の

憶
良
の
や
さ
し
さ
を
示
す
も
の
で、
そ
の
や
さ
し
さ
を
人
情
味
溢
れ
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
不
穏
当
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
そ
う
し
た
情
の
裸
出
が、
あ
ら
ゆ
る
場
と
情
況
と
に
お
い
て
徹
頭
徹
尾
適

合
性
を
保
有
す
る
と
考
え
る
の
は、
思
考
の
短
絡
で
し
か
な
い。
妻
子
が
待
っ
か
ら
帰
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い。
そ
う

語
り
い
だ
す
こ
と
が、
他
者
の
心
を
傷
つ
け
和
や
か
な一
座
の
空
気
を
破
壊
す
る
と
い
う
事
態
も
起
こ
り
え
な
い
こ
と

で
は
な
い。
た
と
え
ば、
同
じ
座
に
近
い
過
去
に
妻
子
を
喪
っ
た
男
が
い
る
と
す
れ
ば、
ど
う
で
あ
ろ
う
か。
妻
子
へ

の
思
い
遣
り
を
裸
出
さ
せ
る
こ
と
は、
そ
の
男
の
心
底
に
疼
く
負
的
な
情
緒
を
え
ぐ
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
で
あ
ろ
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大
宰
少
弐
小
野
老
朝
臣
が
歌一
首

憶
良
罷
宴
歌
に
対
す
る
評
価
は、
宴
の
座
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
座

を
伴
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
そ
う
し
た
視
座
を
伴
っ
た
評
価
を
志
向
す
る
と
き、
筆
者
に
は、
憶
良
罷
宴
歌
は、
一
座
の

共
感
を
前
提
と
す
る
「
座
の
文
芸」
か
ら
逸
脱
す
る一
面
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る。
以
下、
そ
の
逸
脱
の
様
相
を
具

示
し、
当
該
歌
に
対
す
る
旧
来
の
評
価
が
か
な
ら
ず
し
も
信
憑
を
置
き
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て

み
た
い。

た
だ
し、
こ
の
試
み
は、
も
と
よ
り、
憶
良
が
萬
葉
集
に
遺
し
た
す
べ
て
の
歌
が
凡
作・
駄
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す

こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い。
中
国
流
の
「
述
志
の
文
学」
を
志
向
し
た
憶
良
は、
み
ず
か
ら
の
作
品
を
自
己
完

結
的
に
構
築
す
る
歌
人
で
あ
っ
て、
歌
の
座
を
構
成
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
注
し
た
歌
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か。
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば、
か
り
に
憶
良
罷
宴
歌
が
「
座
の
文
芸」
か
ら
逸
脱
す
る
側
面
を
有
す
る
と
し
て
も、

そ
れ
は、
萬
葉
集
が
今
日
に
伝
え
る
憶
良
歌
の
文
芸
的
意
義
を
減
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う。

憶
良
罷
宴
歌
は、
大
伴
旅
人
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
筑
紫
歌
壇
の
宴
席
に
お
い
て
詠
ま
れ
た。

伝
え
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て、
そ
の
裳
の
実
態
を
記
せ
ば、
以
下
の
よ
う
に
な
る。

、。

、
つ
カ

い
ま
萬
葉
集
巻
三
が
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あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り

防
人
司
佑
大
伴
四
綱
が
歌
二
首

お
ほ
き
み

う
ち

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
敷
き
ま
せ
る
国
の
中
に
は
都
し
思
ほ
ゆ

藤
波
の
花
は
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
思
ほ
す
や
君

帥
大
伴
卿
が
歌
五
首

我
が
盛
り
ま
た
を
ち
め
や
も
ほ
と
ほ
と
に
奈
良
の
都
を
見
ず
か
な
り
な
む

き
さ

我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め

あ
さ

ぢ
は

ら

も

の

も

浅
茅
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
物
思
へ
ば
古
り
に
し
里
し
思
ほ
ゆ
る
か
も

か

ぐ

や
ま

忘
れ
草
我
が
紐
に
付
く
香
具
山
の
古
り
に
し
里
を
忘
れ
む
が
た
め

い

め

我
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
し
あ
り
こ
そ

沙
弥
満
誓、
綿
を
詠
む
歌一
首
造
筑
紫
観
音
寺
別
当、
俗
姓
は
笠
朝
臣
麻
呂
な
り

し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
身
に
つ
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ

山
上
憶
良
臣、
宴
を
罷
る
歌一
首

ま
か

憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
つ
ら
む
ぞ

大
宰
帥
大
伴
卿、
酒
を
讃
む
る
歌
十
三
首

ひ
と
つ
き

験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は一
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し

ひ
じ
り

お
ほ

こ
と

酒
の
名
を
聖
と
負
せ
し
い
に
し
へ
の
大
き
聖
の
言
の
宜
し
さ

さ
か

ほ

い
に
し
へ
の
七
の
賢
し
き
人
た
ち
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

（―-
三
八）

（
三
三
九）

（
三
四
0)

（
三
三
七）

（
三
三
六）

（
三
二
九）

(

O)
 

（―-
三
八）

（
三
三一
）

（
三
三
二）

（
三
三――-）

（
三
三
四）

（
三
三
五）
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ゑ

賢
し
み
と
物
言
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
し
ま
さ
り
た
る
ら
し

言
は
む
す
べ
為
む
す
べ
知
ら
ず
極
ま
り
て
貴
き
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壺
に
な
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む

み
に
く

あ
な
醜
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
ば
猿
に
か
も
似
む

あ
た
ひ

価
な
き
宝
と
い
ふ
と
も一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
も

夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を
遣
る
に
あ
に
及
か
め
や
も

よ
の
な
か

世
間
の
遊
び
の
道
に
楽
し
き
は
酔
ひ
泣
き
す
る
に
あ
る
べ
か
る
ら
し

わ
れ

こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
世
に
は
虫
に
鳥
に
も
我
は
な
り
な
む

ひ
と

生
け
る
者
遂
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
こ
の
世
に
あ
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な

黙
居
り
て
賢
し
ら
す
る
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
に
な
ほ
及
か
ず
け
り

沙
弥
満
誓
が
歌一
首

た
と

あ
さ
ぴ
ら

世
間
を
何
に
警
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

言
四一
）

（
三
四―-）

（
三
四
三）

（
三
四
四）

（
三
四
五）

（
三
四
六）

（
三
四
七）

（
三
四
八）

（
三
四
九）

(-―一
五
〇）

（
三
五一
）

萬
葉
集
巻
三
の
編
者
は、
右
二
四
首
を一
括
し
て
登
録
し
て
い
る。
二
四
首
が
同一
の
宴
席
で
の
詠
な
の
か、
そ
れ

と
も
複
数
の
宴
席
で
の
詠
を
便
宜
的
に
ま
と
め
た
も
の
な
の
か
は、
に
わ
か
に
は
判
断
が
つ
き
か
ね
る
問
題
で
あ
る。

――-＝
二
＼
三
三
五
の
題
詞
に
「
帥
大
伴
卿」
と
あ
る
の
に
対
し
て、
讃
酒
歌―――一
首
（
三
三
八
＼
三
五
0)
の
題
詞
に

は
「
大
宰
帥
大
伴
卿」
と
あ
る
点
に
着
目
す
れ
ば、
三
三―
＼一―-
三
五
と
讃
酒
歌
と
は
別
の
折
り
に
詠
ま
れ
た
か、
あ

る
い
は
同一
の
宴
席
で
筆
録
者
（
記
録
係）
が
交
替
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い。
ち
な
み
に、
小
野
老
の
冒
頭
歌
三
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ニ
八
か
ら
旅
人
の
三
三
五
ま
で
が
大
和
へ
の
望
郷
の
念
を
表
出
す
る
作
と
し
て一
連
を
な
し、
さ
ら
に、
讚
酒
歌
と
満

誓
歌
三
五一
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
は一
目
瞭
然
で
あ
る。
後
述
の
ご
と
く、
前
歌
ま
で
の
望
郷
と一
見
無
縁
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
満
誓
歌
三
三
六
は、
実
は
先
行
の一
群
（
冒
頭
歌
以
下）
と
主
題
の
う
え
で
密
接
に
関
連
す

る。
し
た
が
っ
て、
宴
を
辞
そ
う
と
す
る
憶
良
の
意
思
を
告
げ
る
三
三
七
は、
冒
頭
小
野
老
歌
か
ら
満
誓
歌
三
三
六
ま

で
の
宴
席
に
関
わ
る
作
で、
も
し、
当
面一
一

四
首
の
宴
席
が
複
数
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、
二
四
首
は
こ
の
歌
を
も
っ

て
い
っ
た
ん
切
れ
て
い
る
（
宴
席
は、
冒
頭
か
ら
三
三
七
ま
で
と、
三
三
八
＼
三
五一
の一
一

度
に
分
か
れ
る）
と
解
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

筑
紫
歌
壇
の
宴
は、
お
そ
ら
く、
三
三
七
の
憶
良
罷
宴
歌
を
も
っ
て
い
っ
た
ん
終
息
し
た
（
お
開
き
に
な
っ
た）
の

で
あ
ろ
う。
旅
人
の
讃
酒
歌
と
そ
れ
に
応
ず
る
満
誓
歌
三
五一
は、
席
を
改
め
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
冒

頭
歌
三
二
八
か
ら
三
三
七
ま
で
の
一

0
首
は、
一
次
会
の
席
で
詠
ま
れ、
三
三
八
以
下
の一
四
首
は
二
次
会
の
席
で
披

露
さ
れ
た
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う。
し
か
も、
一
次
会
と
二
次
会
と
の
合
間
に
歌
の
筆
録
者
（
記
録
係）
が
替
わ

っ
た。
そ
の
た
め、
題
詞
の
書
き
ぶ
り
に
上
述
の
ご
と
き
差
異
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

あ
る
い
は、
三
三
八
以
下
は、
以
前
の一
0
首
と
は
別
の
日
に
詠
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い。
実
態
は
萬
葉
集
の
具

示
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く、
両
群
を
同
日
内
の
場
の
転
換
の
な
か
に
収
束
さ
せ
る
べ
き
か、
そ
れ
と
も、
別
の
時
日
を

両
群
に
配
当
す
べ
き
か
を
文
献
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
し
か
し、
す
く
な
く
と
も、
憶
良
罷
宴
歌
が、
冒

頭――
三
八
以
来
の
詠
歌
の
流
れ
を
断
ち
切
る
機
能
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
疑
い
え
な
い。
憶
良
罷
宴
歌
が
そ
う

し
た
機
能
を
に
な
う
の
は
な
ぜ
か。
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は、
当
該
歌
を
「
座
の
文
芸」
と
し
て
い
か
に
評
価
す
べ

き
か
と
い
う
問
題
と
直
接
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る。
け
れ
ど
も、
そ
の
前
に、
ま
ず
あ
き
ら
か
に
し
て
お
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く
べ
き
問
題
が
い
く
つ
か
あ
る。
①
満
誓
歌
三
三
六
は
い
か
な
る
意
味
で
以
前
の
八
首
と
関
連
す
る
の
か、
ま
た、
②

憶
良
罷
宴
歌
は
満
誓
歌
三
三
六
と
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
か、
さ
ら
に
は、
③
憶
良
罷
宴
歌
に
こ

め
ら
れ
た
真
意
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る。

最
初
に
ま
ず、
③
を
検
討
し
て
み
た
い。

（
三
三
七）

諸
家
は、
こ
の
歌
の
な
か
に
憶
良
の
日
常
生
活
の
具
体
相
を
認
め、
そ
れ
を
な
ま
の
ま
ま
に
表
出
す
る
彼
の
姿
勢
に

発
想
の
斬
新
さ
を
見
い
だ
す。
だ
が、
こ
れ
を
詠
ん
だ
当
時
の
憶
良
が
置
か
れ
て
い
た
情
況
を
勘
案
す
る
に、
一
首
は、

作
者
の
日
常
生
活
と
は
お
よ
そ
異
質
な
位
相
で
発
想
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。

一
首
の
詠
作
時、
憶
良
は
筑
前
国
守
で
あ
っ
た。
そ
の
官
職
は
旅
人
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
低
位
に
位
置
す
る
し、
寒

門
の
出
の
憶
良
が
そ
の
こ
と
を
卑
下
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
し
か
し、
天
皇
に
成
り
代
わ

っ
て一
国
を
統
治
す
る
国
守
が、
寒
村
の
庶
民
の
ご
と
く
に、
汲
々
と
し
て
妻
子
の
日
常
を
案
じ
ざ
る
を
え
な
い
情
況

に
置
か
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い。
ま
た、
そ
の
時
点
で
憶
良
は
齢
七一
を
数
え
た。
父
母
を
求
め
て
泣
き
わ
め
く

ち
ん

あ

じ

あ
い
ぶ
ん

幼
子
を
も
つ
年
齢
で
は
な
い。
あ
ま
つ
さ
え、
萬
葉
集
巻
五
所
載
の
「
沈
病
自
哀
文」
に
「
四
支
動
か
ず、
百
節
み
な

疼
み、
身
体
は
な
は
だ
重
き
こ
と、
鉤
石
を
負
へ
る
が
ご
と
し」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば、
晩
年
の
憶
良
は
関
節
リ
ウ
マ

チ
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
渡
辺
護
『
万
葉
挽
歌
の
世
界』
世
界
思
想
社、
一
九
九
三
年
参
照）。

病
の
前
兆
の
顕
在
化
す
る
時
期
を、
「
沈
病
自
哀
文」
が
作
ら
れ
た
時
点
（
天
平
五
年）
か
ら
約一
0
年
を
遡
る
こ
ろ

憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
っ
ら
む
ぞ
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と
推
定
す
る
と、
憶
良
が
若
い
妻
を
要
り
彼
女
と
の
あ
い
だ
に
子
ま
で
な
し
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い。
憶
良

に
は、
実
際
に
は、
彼
の
帰
宅
を
待
ち
焦
が
れ
て
泣
き
騒
ぐ
幼
子
も、
そ
れ
を
あ
や
す
若
妻
も
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う。

で
は、
な
ぜ
憶
良
は
幼
子
と
そ
の
舟
（
妻）
の
存
在
を
仮
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か。

三
二
八
＼
三
三
六
の
宴
席
に
顔
を
連
ね
た
人
々
の
あ
い
だ
で
は、
憶
良
に
幼
子
も
若
妻
も
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
っ
た。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
自
分
に
は
幼
子
と
若
妻
が
い
る
か
ら
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
う
た
う
と

す
れ
ば、
そ
れ
は
満
座
の
笑
い
を
誘
う
諧
誹
と
な
る
で
あ
ろ
う。
憶
良
に
は、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
読
み
が
あ
っ
た。

「
憶
良
ら
は」
を
憶
良
の
自
己
主
張
を
表
わ
す
言
辞
と
解
し、
罷
宴
歌
は
旅
人
の
宴
席
の
貴
族
的
な
雰
囲
気
を
嫌
厭

し
た
憶
良
が
席
を
蹴
っ
て
退
場
す
る
さ
ま
を
示
す
と
説
く
む
き
も
あ
る。
し
か
し、
『
萬
葉
集
繹
注』
な
ど
に
い
う
よ

う
に、
歌
に
己
が
名
を
詠
み
こ
む
の
は、
謙
退
の
意
の
表
示
を
意
図
し
て
の
こ
と
で、
「
憶
良
ら
は」
と
述
べ
た
と
き、

憶
良
は
自
特
の
念
を
強
く
押
し
出
す
ど
こ
ろ
か、
む
し
ろ
貴
人
旅
人
の
前
で
へ
り
く
だ
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い。
「
罷
る」
と
い
う
語
も、
辞
を
低
く
し
て
貴
人
の
も
と
か
ら
退
出
す
る
こ
と
を
表
わ
す
語
で、
憶
良

の
行
動
が
自
己
主
張
を
旨
と
す
る
も
の
な
ど
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い。
一

貫
し
て
謙
退
の
姿
勢
を
貰
き
な
が
ら、
そ
こ
に
「
か
あ
ち
ゃ
ん
が
待
っ
て
い
る
か
ら」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
諧
誠
を

混
え、
み
ず
か
ら
笑
い
者
と
な
る
こ
と
を
も
っ
て一
座
の
空
気
を
和
ま
せ
よ
う
と、
憶
良
は
企
図
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
か。
憶
良
の
目
算
で
は
そ
の
企
て
は
成
功
す
る
は
ず
で
あ
っ
た。
彼
は、
自
分
の
歌
が
直
前
の
満
誓
歌
三
三
六
に
巧

み
に
呼
応
し
え
て
い
る
と
自
負
し、
そ
の
呼
応
関
係
を
媒
介
と
し
て、
冒
頭
歌
か
ら
旅
人
歌――一
三
五
ま
で
の
八
首
に
も

自
作
が
巧
妙
に
関
わ
り
え
て
い
る
と
判
断
し
て
い
た
に
違
い
な
い。
だ
が、
こ
の
自
負
と
判
断
は、
憶
良
の
ひ
と
り
よ
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満
誓
歌一二
三
六、
す
な
わ
ち、

が
り
と
錯
覚
と
を
示
す
も
の
で
し
か
な
か
っ
た。
彼
は、
満
誓
歌
三
三
六
に
不
当
な
深
読
み
を
加
え、
そ
れ
に
よ
っ
て、

満
誓
歌
三一二
六
に
至
る
ま
で
の
歌
の
流
れ
に
違
和
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
上
述
の
問
題
①
②
を
解

く
こ
と
に
よ
っ
て、
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る。
以
下、
ま
ず、
①
を
検
討
し
て
み
た
い。

し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
見
に
つ
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ

は、
一
見、
冒
頭
歌
か
ら
旅
人
歌
三
三
五
ま
で
を
貫
く
大
和
へ
の
望
郷
の
念
を
受
け
と
め
え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る。

筑
紫
の
真
綿
は
ま
だ
身
に
つ
け
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
い
か
に
も
暖
か
そ
う
だ、
と
う
た
う
こ
と
は、
筑
紫
を
讃
美

す
る
こ
と
に
は
な
り
え
て
も、
前
歌
ま
で
の
望
郷
と
の
あ
い
だ
に
心
情
的
な
意
味
で
の
接
点
を
求
め
る
姿
勢
と
は
無
関

係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
満
誓
歌
三
三
六
は、
萬
葉
集
の
配
列
法
が
そ
こ
に
根
ざ
し
て
立
つ
基

本
的
な
空
間
構
造
に
着
目
す
る
と
き、
冒
頭
歌
か
ら
前
歌
ま
で
の
八
首
を
巧
み
に
受
け
と
め、
そ
れ
ら
に―
つ
の
ま
と

ま
り
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る。

神
亀
六
年
（
七
二
九
ー
同
年
八
月
「
天
平」
と
改
元）
三
月
四
日
に、
大
宰
少
弐
小
野
老
は
従
五
位
下
か
ら
従
五
位

上
に
昇
っ
て
い
る。
彼
は、
お
そ
ら
く、
奈
良
の
都
で
昇
階
を
受
け、
三
月
下
旬
こ
ろ
に
筑
紫
に
戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
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大
宰
府
で
は、
久
々
に
帰
還
し
た
老
を
囲
ん
で、
再
会
を
喜
び
か
つ
昇
進
を
祝
う
宴
が
も
た
れ
た

「
小
野
朝
臣
老
論」
『
萬
葉
集
筑
紫
歌
群
の
研
究』
等
参
照）。

そ
の
宴
の
冒
頭
を
飾
っ
た
老
の一
首、

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り

（
三
二
八）

は、
花
咲
き
乱
れ
る
都
の
あ
り
さ
ま
を
勢
堀
と
さ
せ、
旅
人
以
下
大
宰
府
の
官
人
た
ち
の
心
を
と
ら
え
た。
彼
ら
は
皆、

都
を
本
郷
と
す
る
人
々
で、
当
面
都
へ
の
帰
任
を
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て、
望
郷
の
思
い
を
い
よ
い
よ
募

ら
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る。

以
下、
大
伴
四
綱
が、
奈
良
京
へ
の
思
い
を
増
幅
さ
せ
つ
つ
（
三
二
九）、
そ
れ
が
あ
な
た
の
思
い
で
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
旅
人
に
問
う
（
三
三
0)。
旅
人
は、
そ
れ
を
受
け
て
奈
良
京
へ
の
思
慕
を
あ
ら
わ
に
し
(-―――――-
）、
そ

の
対
象
を
さ
ら
に、
吉
野
や
生
れ
故
郷
の
明
日
香
へ
と
拡
大
さ
せ
る
（
三――-
＝-
＼
三
三
五）。

う
た
い
継
が
れ
た
大
和
へ
の
思
慕
を
受
け
と
め
る
た
め
に
は、
自
身
も
ま
た
郷
愁
を
前
面
に
打
ち
出
す
手
法
を
と
る

こ
と
が
有
効
で
あ
っ
た
ろ
う。
だ
が、
沙
弥
満
誓
は、
そ
う
し
た
手
法
を
と
ら
な
か
っ
た。
望
郷
は、
旅
人
歌
に
よ
っ

て
い
よ
い
よ
増
幅
の
度
を
極
め
て
お
り、
そ
こ
に
さ
ら
に
郷
愁
を
付
加
す
る
こ
と
は、
一
座
の
空
気
を
重
苦
し
い
も
の

に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。
満
誓
は、
望
郷
を
受
け
と
め
る
と
同
時
に、
官
人
た
ち
の

ま
な
ざ
し
を
彼
ら
が
い
ま
そ
こ
で
生
活
す
る
現
実
の
位
相
へ
と
む
け
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
れ
を
慰
撫
し
よ
う
と

し
た。
満
誓
の
そ
の
試
み
は、
萬
葉
人
が
空
間
を
構
造
化
す
る
際
の
基
本
的
な
構
図
を
踏
ま
え
る
も
の
で、
そ
れ
ゆ
え、

（
前
掲
林
田
正
男
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詠
歌
の
流
れ
に―
つ
の
完
結
態
を
付
与
す
る
も
の
と
な
り
え
た。

萬
葉
集
の
編
者
た
ち
が
歌
々
を
配
列
す
る
際
に、
「
古
ー
今」
と
い
う
時
間
構
造
を
勘
案
し
て
い
た
こ
と
は、
伊
藤

博
の
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（『
古
代
和
歌
史
研
究』
一
＼
八、
『
萬
葉
集
繹
注』
等）。
す

な
わ
ち、
萬
葉
集
の
各
巻
の
編
者
た
ち
（
わ
け
て
も、
後
に
巻
十
六
と
し
て
確
定
さ
れ
る一
巻
を
附
録
と
す
る
「
十
五

巻
本
萬
葉
集」
の
編
者
た
ち）
は、
各
巻
冒
頭
部
に
彼
ら
の
そ
の
つ
ど
の
「
い
ま」
の
時
点
か
ら
見
て
「
古
歌」
に
相

当
す
る
歌
々
を
配
し、
そ
の
後
に
「
新
歌」、
つ
ま
り、
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
い
ま」
の
歌
々
を
並
べ
る
と
い
う
配
列

方
針
を
と
っ
て
い
る。
こ
の
方
針
は、
現
存
の
二
十
巻
本
萬
葉
集
の
首
尾
に
も
貰
か
れ、
巻一
冒
頭
の
き
わ
だ
っ
て
古

い
「
古
歌」
雄
略
天
皇
御
製
に、
二
十
巻
本
萬
葉
集
成
立
時
の
最
新
の
歌
（
家
持
歌
四
五一
六）
が
対
応
す
る
と
い
う

構
図
が
描
か
れ
て
い
る。

配
列
の
軸
を
な
す
も
の
は、
こ
う
し
た
時
間
構
造
だ
け
で
は
な
い。
伊
藤
博
の一
連
の
研
究
（
右
掲）
に
よ
れ
ば、

萬
葉
集
の
編
者
た
ち
は、
空
間
に
も
視
野
を
及
ぼ
し、
そ
れ
を
「
家
ー
旅」
と
い
う
構
図
の
も
と
に
構
造
化
し
て
い
た

と
い
う。
す
な
わ
ち、
萬
葉
集
各
巻
に
お
い
て
は、
一
連
の
「
家」
の
歌
が
詠
ま
れ
れ
ば
そ
れ
ら
を
「
旅」
の
歌
も
し

く
は
歌
群
に
よ
っ
て
終
息
さ
せ
る
（
逆
に、
「
旅」
の
歌・
歌
群
が
詠
ま
れ
れ
ば
そ
れ
ら
を
「
家」
の
歌・
歌
群
を
も

っ
て
閉
じ
る）
と
い
う
基
本
方
針
が
貰
か
れ
て
い
る。
萬
葉
集
は、
「
古
ー
今」
対
比
の
時
間
構
造
と
「
家
ー
旅」
対

比
の
空
間
構
造
と
を一―
つ
の
編
纂
軸
と
し
て
編
ま
れ
た
歌
集
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い。
二
つ
の
軸、
す
な
わ
ち
「
古
ー

今」
構
造
と
「
家
ー
旅」
構
造
と
は
時
に
交
錯
し、
配
列
を
複
雑
化
し
て
ゆ
く。
そ
の
複
雑
な
錯
綜
関
係
は、
後
人
が

整
然
た
る
配
列
方
法
を
検
出
す
る
の
を
困
難
に
し、
伊
藤
博
以
前
の
段
階
で
は
諸
家
の
あ
い
だ
で
通
有
的
で
あ
っ
た

「
萬
葉
集
雑
纂
説」
を
生
み
出
す一
因
と
な
っ
た。
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（
三
三
六）

し
か
し、
本
章
が
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
三
二
八
＼
三
三
六
に
つ
い
て
は、
事
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い。
三
二
八

i-――――一
五
は、
い
ず
れ
も
旅
先
（
筑
紫）
で
本
郷
（
都）
を
偲
ぶ
望
郷
の
歌、
す
な
わ
ち
内
容
的
に
は
家
郷
の
描
写
を

旨
と
す
る
「
家」
の
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い。
三
三
六
の
作
者
沙
弥
満
誓
は、
こ
の
こ
と
に
鋭
く
着
目
す
る
と
と
も
に、

萬
葉
集
に
お
い
て
通
有
的
な
「
家
ー
旅」
構
造
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た。
満
誓
は、
冒
頭
老
歌一＝
二
八
か
ら
前
歌
旅

人
歌
三一二
五
ま
で
の
望
郷
歌
の
流
れ
に
終
止
符
を
打
ち、
自
作
を
も
含
め
た一
群
の
歌
群
に一
応
の
完
結
態
を
付
与
す

べ
く、し

ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
綿
は
身
に
つ
け
て
い
ま
だ
は
着
ね
ど
暖
け
く
見
ゆ

と
詠
ん
だ。
こ
れ
は、
筑
紫
特
産
の
真
綿
を
賞
美
す
る
歌
で、
そ
の
特
産
品
を
讃
め
る
こ
と
に
よ
っ
て、
旅
先
の
地
筑

紫
を
讃
美
す
る
「
旅」
の
歌
で
あ
る。
冒
頭
老
歌
三
二
八
か
ら
旅
人
歌一
二
三
五
ま
で
の
八
首
が、
望
郷
の
念
を
順
次
に

増
幅
さ
せ、
旅
先
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
悲
嘆
さ
え
も
漂
わ
せ
つ
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
て、
満
誓
は、
「
筑

紫
に
も
そ
れ
な
り
に
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ」
と
語
り、
一
座
の
望
郷
を
巧
み
に
慰
撫
し
た
の
で
あ
る。

老
の
昇
叙
を
祝
っ
て
催
さ
れ
た
筑
紫
歌
壇
の
宴
は、
こ
う
し
て
完
結
し
た
「
歌
の
座」
と
し
て
の
姿
を
と
っ
た。
満

誓
の
詠
が
な
け
れ
ば、
座
は
い
た
ず
ら
に
望
郷
に
流
れ、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い。
満
誓
は

「
し
ら
ぬ
ひ
ー」
の
歌
を
も
っ
て、
「
座
の
文
芸」
を
最
終
的
に
取
り
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い。
「
皆
さ
ん
は、
大
和
大
和
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が、
筑
紫
だ
っ
て
見
捨
て
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん」
（『
萬
葉

集
繹
注
（
二）』）
と
述
べ、
一
座
の
視
線
を
筑
紫
（
旅
先）
へ
と
む
け
か
え
た
点
に、
満
誓
歌
の
功
績
は
あ
っ
た。
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世
間
を
何
に
瞥
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

満
誓
歌――――――
六
に
つ
い
て
は、
岸
本
由
豆
流
『
萬
葉
集
孜
証』
や
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集
全
註
釈』
な
ど
が、
「
筑
紫

の
綿」
に
筑
紫
の
女
性
を
寓
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る。
満
誓
が
瞥
喩
歌
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
（
巻
三、
三
九一
・

同一二
九
三
参
照）
を
重
視
し
て
の
解
釈
と
推
察
さ
れ
る
が、
こ
れ
は
あ
た
ら
な
い。
も
し
「
筑
紫
の
綿」
に
女
性
が
寓

喩
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば、
満
誓
は、
綿
の
ご
と
く
に
柔
ら
か
い
女
性
の
肌
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い

で
あ
ろ
う。
そ
う
考
え
た
場
合、
満
誓
歌
三
三
六
の
真
意
は、
女
性
の
肉
体
的・
官
能
的
な
美
に
即
物
的
に
言
及
し
て、

「
筑
紫
に
も
い
い
女
が
い
ま
す
よ」
と
述
べ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る。
そ
の
よ
う
な
即
物

性
は、
旅
人
の
讃
酒
歌一
三
首
を
受
け
と
め
る
満
誓
歌
三
五一
、

の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
観
念
性
と
あ
ま
り
に
異
質
で
あ
り
す
ぎ
る
う
え
に、
冒
頭
か
ら
前
歌
ま
で
の
洗
練
さ
れ
た
口
吻
に

そ
ぐ
わ
な
い。
切
実
な
望
郷
に
対
し
て、
「
筑
紫
に
も
い
い
女
が
い
ま
す
よ」
と
述
べ
た
の
で
は、
内
容
が
野
卑
に
す

ぎ
て、
展
開
さ
れ
る
「
歌
の
座」
を
締
め
括
る
歌
に
は
と
う
て
い
な
り
え
な
い。
満
誓
は、
筑
紫
特
産
の
真
綿
を
あ
く

ま
で
も
真
綿
そ
の
も
の
と
し
て
讃
め
た
の
で
あ
っ
て、
そ
こ
に
は
何
の
寓
意
も
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

と
こ
ろ
が、
『
萬
葉
集
孜
証』
や
『
萬
葉
集
全
註
釈』
な
ど
よ
り
も
は
る
か
以
前
に、
す
な
わ
ち、
満
誓
歌
が
詠
ま

れ
た
の
と
同
じ
歌
の
座
に、
満
誓
歌
を
女
性
の
柔
肌
を
寓
す
る
歌
と
解
し
た
人
物
が
い
た。
山
上
憶
良
で
あ
る。
以
下、

こ
の
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
と
お
し
て、
上
に
提
起
し
た
問
題
②
に
応
答
し、
か
つ、
憶
良
罷
宴
歌
が
歌
の
座

か
ら
逸
脱
す
る
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い。



第 I 部 古代文芸の思想 92 

憶
良
は、
冒
頭
老
歌
三
二
八
か
ら
旅
人
歌一二
三
五
ま
で
が
「
家」
の
歌
を
形
成
し、
そ
れ
を
受
け
た
満
誓
歌
三
三
六

が
「
旅」
の
歌
を
織
り
成
す
こ
と、
す
な
わ
ち、
先
行
九
首
が
「
家
ー
旅」
構
造
を
踏
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
的
確
に

認
識
し
て
い
た。
憶
良
が、
先
行
歌
群
に一
応
の
帰
結
を
も
た
ら
し
た
満
誓
歌
に
さ
ら
に
応
ず
る
と
す
れ
ば、
「
旅」

の
歌
を
詠
み、
歌
の
座
を
い
っ
そ
う
完
璧
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た。
そ
の
こ
と
を
熟
知
す
る
彼
は、
旅

先
筑
紫
の
す
ぐ
れ
た
点
を
強
調
す
る
意
図
を
こ
め
て、

（―-
三
七）

と
詠
ん
だ。
た
と
え
旅
先
で
は
あ
っ
て
も、
そ
こ
に
は
自
分
た
ち
を
待
っ
て
い
て
く
れ
る
妻
が
い
る。
そ
の
こ
と
は、

旅
の
人
た
る
自
分
た
ち
に
と
っ
て
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い
慰
め
だ、
と
い
う
意
が
こ
こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る。
憶

良
は、
満
誓
歌
三一二
六
に
い
う
「
筑
紫
の
綿」
を
女
性
の
柔
肌
と
と
り
な
し、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
す
る
存
在
と
し

て
こ
こ
で
妻
（「
そ
れ
そ
の
母」）
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る。

伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
（
上）』
（
古
代
和
歌
史
研
究
五、
塙
書
房、
一
九
七
五
年）
に
よ
れ
ば、
満
誓
歌

三――一
六
は、
「
旅
人
望
郷
歌
に
至
る一
見
深
刻
な
色
調
を一
転
さ
せ、
人
々
の
眼
を
筑
紫
へ
向
け
さ
せ
る
た
め
の
歌」

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
と
い
う。
お
そ
ら
く、
憶
良
も、
「
歌
の
座」
と
い
う、
歌
が
生
成
さ
れ
る
現
場
に
あ
っ
て、

憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
栂
も
我
を
待
つ
ら
む
ぞ

四
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そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
憶
良
は、
冒
頭
老
歌
以
降
の
「一
見
深
刻
な
色
調」
が、
綿
に
女
を
寓
す

る
満
誓
の
諧
誹
に
よ
っ
て一
瞬
和
ん
だ
と
判
断
し
た。
そ
の
和
み
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ、
一
座
の
空
気
を一
変
さ
せ
る

べ
く、
彼
は
「
憶
良
ら
は
ー」
と
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

し
か
し
な
が
ら、
満
誓
歌
に
対
す
る
憶
良
の
読
み
は
深
読
み
に
す
ぎ
た。
上
述
の
ご
と
く、
満
誓
は、
た
だ
「
家
ー、

旅」
構
造
に
準
拠
し
つ
つ
筑
紫
の
地
を
讃
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て、
綿
に
女
性
を
寓
す
る
気
持
ち
な
ど
持
ち
あ

わ
せ
て
い
な
か
っ
た。
否、
厳
密
に
は、
綿
に
女
性
を
寓
す
る
こ
と
は、
歌
の
座
が
旅
人
を
含
み、
む
し
ろ
旅
人
を
中

心
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
以
上、
と
う
て
い
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。
な
ぜ
な
ら、

歌
に
女
性
を
詠
む
こ
と
は、
当
時
の
旅
人
の
心
を
傷
つ
け、
結
果
的
に
歌
の
座
の
和
み
を
無
み
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も

つ
な
が
り
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。

大
伴
旅
人
は、
神
亀
四
年
（
七
二
七）
の
暮
れ
に、
妻
大
伴
郎
女、
息
家
持
ら
を
伴
い、
帥
と
し
て
大
宰
府
に
赴
任

し
た。
政
府
高
官
の
妻
子
を
伴
っ
て
の
遠
国
赴
任
は
当
時
と
し
て
は
異
例
の
事
態
で
あ
り、
妻
大
伴
郎
女
に
懇
望
さ
れ

て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
さ
れ
る。
異
郷
に
夫
と
と
も
に
在
る
こ
と
を
切
望
し、
実
際
に
夫
に
つ
き
従
っ
て

お
う
ち

き
た
妻
は、
翌
神
亀
五
年
四
月
初
旬、
棟
の
花
が
咲
く
こ
ろ
に
（
憶
良
が
旅
人
の
立
場
に
立
っ
て
作
っ
た
「
日
本
挽
歌」

〈
萬
葉
集
巻
五、
七
九
四
ー
七
九
九〉
の
な
か
に、
「
妹
が
見
し
棟
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
な
く
に」

〈
七
九
八〉
と
あ
る）
病
に
た
お
れ
て
不
帰
の
客
と
な
っ
た。
旅
人
は
着
任
早
々
の
こ
の
悲
劇
に
直
面
し
て、
ひ
と
り

断
腸
の
涙
を
流
す
（
萬
葉
集
巻
五、
七
九
三
序
参
照）。
本
章
が
問
題
に
し
て
き
た
筑
紫
歌
壇
の
宴
は、
神
亀
六
年
の

三
月
下
旬
こ
ろ
に
旅
人
邸
で
催
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
（
上
述）。
す
る
と、
そ
の
宴
を
主
導
し
た
旅
人
は、
妻
の一
周

忌
を
目
前
に
控
え
て
い
た
こ
と
に
な
る。
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世
間
を
何
に
臀
へ
む
朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

天
平
二
年
（
七
三
0)
暮
れ
の
奈
良
京
へ
の
帰
任
に
際
し
て、
な
お
亡
き
妻
へ
の
切
実
な
思
慕
を
吐
露
す
る
旅
人
で

あ
る
（
萬
葉
集
巻――-、
四
四
六
8
四
五
三
等
参
照）。
妻
の一
周
忌
を
目
前
に
し
た
彼
が、
妻
の
思
い
出
を
忘
却
し、

単
純
に
酒
席
の
悦
楽
を
享
受
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い。
旅
人
は、
望
郷
の
念
を
披
泄
す
る
三
三一
ー
三一二
五
の

う
ち
に、
本
郷
で
と
も
に
過
ご
し
た
妻
の
思
い
出
を
も
こ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
か
り
に、
そ
れ
ら
の
望
郷
の

歌
々
が、
亡
き
妻
へ
の
思
慕
と
切
り
離
さ
れ
た
地
点
で
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も、
す
く
な
く
と
も、
讃
酒
歌一
三
首

が
そ
の
根
底
に
亡
き
妻
へ
の
追
慕
を
潜
ま
せ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い。

讃
酒
歌
は、
鬱
屈
を
払
拭
す
る
具
と
し
て
の
酒
の
効
用
を
強
調
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で、
そ
の
表
層
を
追

う
か
ぎ
り
で
は、
個
的
な
体
験
や
外
部
情
況
を
因
と
す
る
感
性
の
ゆ
れ
を
表
出
す
る
作
に
は
見
え
な
い。
そ
の
前
面
に

漂
う
の
は、
酒
壺
に
な
っ
て
酒
浸
り
の
人
生
を
送
る
こ
と
（
三
四
三）
や、
現
世
の
放
逸
を
極
め
尽
く
す
こ
と
（
三
四

八、
三
四
九）
を
希
求
す
る
享
楽
主
義
で
あ
り、
人
生
の
本
質
を
め
ぐ
る
深
刻
な
思
念
は
あ
く
ま
で
も
排
除
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。
し
か
し、
一
歩
を
踏
み
こ
ん
で、
旅
人
の
い
う
「
酔
ひ
泣
き」
(-―一
四一
、
三
四
七‘
-――

五
0)
や
「
心
を
遣
る」
（
三
四
六）
と
い
う
行
為
に
目
を
と
め
る
な
ら
ば、
そ
の
享
楽
主
義
の
背
後
に
は、
実
人
生

を
め
ぐ
る
深
い
憂
愁
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

満
誓
歌――一
五一
、

は、
旅
人
の
そ
の
憂
愁
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
る
作
で
あ
る。
享
楽
主
義
に
対
し
て、
「
世
間
無
常」
の
哲
理
を
提
示
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す
る
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
旅
人
を
朕
し
く
説
教
す
る
こ
と
を
意
味
し、
酒
席
の
雰
囲
気
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
な
い。
満
誓
は、
旅
人
を
諫
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た。
彼
は、
讃
酒
歌
を
貰
き
流
れ
る
旅
人
の
憂
愁
を
察

知
し、
悲
し
む
べ
き
世
間
の
無
常
を
さ
り
げ
な
く
説
く
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
の
憂
愁
を
慰
撫
し
よ
う
と
試
み
た。
あ
な

た
が
そ
こ
に
悲
し
み
を
見
い
だ
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
世
問
と
は
こ
ん
な
に
も
は
か
な
い
も
の
な
の
で
す
ね、
と
語
り
か

け
な
が
ら、
旅
人
の
心
情
を
慮
り
つ
つ、
そ
こ
（
世
間）
か
ら
の
精
神
的
な
意
味
で
の
離
脱
を
言
外
に
勧
め
る
と
こ
ろ

に
満
誓
の
真
意
は
あ
っ
た、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

満
誓
に
よ
っ
て
慰
撫
さ
れ
た
旅
人
の
憂
愁
は、
つ
ま
る
と
こ
ろ
妻
を
喪
っ
た
こ
と
に
ま
つ
わ
る
悲
嘆
へ
と
収
倣
す
る

も
の
で
あ
っ
た。
妻
の一
周
忌
を
目
前
に
控
え
て、
い
や
が
う
え
に
も
高
ま
る
喪
失
の
悲
愁
と
孤
独
感。
そ
れ
ら
に
駆

ら
れ
て
酔
い
泣
き
す
る
旅
人
は、
悲
し
み
に
沈
む
心
を
飲
酒
に
よ
っ
て
打
ち
遣
ろ
う
と
す
る。
彼
は、
享
楽
の
な
か
に

自
己
を
埋
没
さ
せ
な
が
ら、
纏
綿
す
る
憂
愁
を
酔
眼
の
か
な
た
に
打
ち
払
お
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た。

喪
失
の
悲
愁、
す
な
わ
ち、
妻
を
亡
く
し
た
悲
し
み
に
沈
む
旅
人
の
前
で、
柔
肌
の
女
性
に
言
及
す
る
歌
を
詠
む
こ

と
ほ
ど
場
違
い
で
無
神
経
な
行
為
は
な
い。
作
者
が
み
ず
か
ら
諧
誂
を
意
図
し、
た
と
え
そ
れ
が
歌
の
座
で
戯
笑
と
認

定
さ
れ
た
と
し
て
も、
喪
失
の
悲
愁
に
む
せ
ぶ
者
の
心
情
を
逆
撫
で
す
る
不
作
法
は
蔽
う
べ
く
も
な
い。
満
誓
歌ーニ
三

六
は、
本
質
的
に
そ
う
し
た
不
作
法
と
無
縁
で
あ
っ
た。
と
こ
ろ
が、
酒
席
の
気
楽
さ
に
引
き
摺
ら
れ
て、
つ
い
「
場」

を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か、
憶
良
は
満
誓
歌
を
女
性
の
柔
肌
に
言
及
す
る
も
の
と
と

ら
え、
そ
れ
に
応
ず
る
心
づ
も
り
で、
う
ら
若
い
妻
の
姿
を
詠
ん
で
し
ま
っ
た。
歌
は、
目
く
じ
ら
を
た
て
て
論
難
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
場
違
い
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い。
満
肇
歌
を
誤
解
し
た
の
は
憶
良
ひ
と
り

で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し、
し
か
も、
そ
の
誤
解
が
か
え
っ
て一
座
の
空
気
に
和
み
を
も
た
ら
す一
因
で
も
あ
り
え
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た
と
考
え
て
も、
大
き
な
誤
り
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る。
し
か
し、
満
誓
歌
の
真
意
を
汲
み
と
り、
そ
こ
に
女

性
の
柔
肌
を
表
象
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
人
々
に
と
っ
て、
憶
良
罷
宴
歌
は、
背
筋
に
冷
た
い
も
の
が
は
し
る
の
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か。

．

宴
席
は、
憶
良
罷
宴
歌
を
も
っ
て
い
っ
た
ん
は
終
息
す
る。
そ
れ
は、
一
座
が
座
の
文
芸
を
織
り
成
し
え
た
こ
と
へ

の
満
足
感
を
余
韻
と
し
て
引
き
摺
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
終
わ
り
か
た
で
は
な
く、
む
し
ろ
あ
る
気
ま
ず
さ
に
蔽
わ
れ
た

終
幕
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。
満
誓
歌
三
三
六
に
よ
っ
て
問
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
姿
を
得
た
は
ず
の
歌
の
座
は、
憶

良
罷
宴
歌
に
よ
っ
て
そ
の
完
結
態
を
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た。
満
誓
歌
三一ー一
六
の
真
意
を
解
す
る
人
、々
す
な
わ
ち、
旅

人
の
心
情
に
理
解
を
寄
せ
る
人
々
は、
憶
良
罷
宴
歌
を
歌
の
座
か
ら
の
逸
脱
と
受
け
と
め、
気
ま
ず
さ
と
苦
々
し
さ
と

の
う
ち
で
重
く
口
を
閉
ざ
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る。

旅
人
の
諧
酒
歌
は、
制
作
時
期
の
面
で
そ
れ
に
先
行
す
る
憶
良
の
「
子
等
を
思
ふ
歌」
（
萬
葉
集
巻
五、
八
0
二
i

八
01―-）
に
呼
応
す
る
i

面
を
も
つ。
す
な
わ
ち、
厳
酒
歌
は
「
宝」
「
王」
「
及
か
め
や
も」
な
ど
の
語
を、
「
子
等

を
思
ふ
歌」
と
共
有
す
る
（
高
木
市
之
助
「
古
文
芸
の
論
j

岩
波
書
店、
一
九
五
二
年、
同
「
大
伴
旅
人・
山
上
憶
良』

筑
摩
昔
房、
一
九
七
六
年
等
参
照）。
讃
酒
歌
は、
部
分
的
に
即
興
性
を
帯
び
つ
つ
も、
基
本
的
に
は
周
到
に
準
備
さ

れ
た
作
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る。
そ
れ
は、
宴
席
で
の
発
表
を
企
図
し
て
組
織
的
に
織
り
成
さ
れ
た
作

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
山
田
孝
雄
B

萬
葉
集
講
義
j

等
参
照）。
旅
人
は、
お
そ
ら
く、
発
表
の
場
に
憶
良
の
姿
が

あ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
と
す
る
な
ら
ば、
「
今
は
罷
ら
む」
（
三
三
七）
と
述
ぺ
て
憶
良
が
宴

を
辞
す
る
こ
と
は、
一
座
に
と
っ
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り、
憶
良
は、
当
然、
旅
人
の
意

図
を
汲
み
と
る
人、
も
し
く
は
旅
人
自
身
に
よ
っ
て
引
き
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
と
こ
ろ
が、
萬
葉
集
は、
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五

「
今
は
罷
ら
む」
と
述
べ
た
憶
良
を
引
き
と
め
る
歌
が
詠
ま
れ
た
形
跡
を
伝
え
な
い。
現
存
の
萬
葉
集
は
実
際
に
そ
の

場
で
詠
ま
れ
た
歌
を
す
べ
て
収
載
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し、
当
然、
脱
漏
と
い
う
事
態
も
想
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い。
し
か
し、
憶
良
罷
宴
歌
が、
上
述
の
ご
と
く
気
ま
ず
い
空
気
を
醸
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、

あ
え
て
憶
良
を
引
き
と
め
よ
う
と
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
と
解
す
る
ほ
う
が、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
よ
う
に
見

う
け
ら
れ
る。

宴
が
催
さ
れ
る
際
の
当
初
の
予
定
で
は、
憶
良
を
も
含
め
た
享
受
者
た
ち
に
対
し
て
（
お
そ
ら
く
は
二
次
的
な
場
で）

旅
人
が
讃
酒
歌一＿―-
首
を
披
露
す
る
は
ず
で
あ
っ
た。
と
こ
ろ
が、
｛
長
席
は、
満
誓
歌
三
三
六
を
憶
良
が
誤
解
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
気
ま
ずい
も
の
に
な
っ
て
し
まっ
た。
満
誓
歌
と
憶
良
罷
宴
歌
と
に
戯
笑
性
を
感
じ
取
っ
た
者
も、
ほ
ど

な
く、
旅
人
に
近
し
い
人
々
の
あ
い
だ
を
沈
鬱
な
沈
黙
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う。
一
座
は
重
苦

し
い
空
気
に
包
ま
れ
た。
そ
の
空
気
の
な
か
に、
も
は
や
憶
良
は
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い。

「
今
は
罷
ら
む」
と
い
う
こ
と
ば
ど
お
り
に
憶
良
は
退
席
し、
設
酒
歌
は、
そ
の
後
座
を
改
め
て、
憶
良
を
欠
く
場
で

披
露
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

以
上
本
章
で
は、
筑
紫
歌
壇
の
あ
る
日
の
酒
宴
に
お
い
て
憶
良
が
詠
ん
だ
三
三
七
の
歌、
す
な
わ
ち、
い
わ
ゆ
る
憶

良
罷
宴
歌
が、
単
独
の一
首
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
個
性
と
独
創
性
と
を
発
揮
す
る
作
で
あ
り
つ
つ
も、
座
の
文
芸
と

し
て
は
逸
脱
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た。
当
面
の
宴
席
に
つ
い
て、
萬
葉
集
は
た
だ
歌
々
を
並
べ
る
の
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み
で
あ
り、
し
た
が
っ
て、
そ
の
具
体
相
は
文
献
的
か
つ
実
証
的
に
検
証
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い。
事
は、
す
べ
て

推
察
の
域
を
出
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
し
か
し、
本
魯
と
し
て
は、
憶
良
の
罷
宴
を
と
ど
め
彼
を
譜
酒
歌

に
関
わ
ら
せ
る
契
機
と
な
る
べ
き
歌
の
非
在
に
着
目
し、
か
つ、
満
誓
歌
三
三
六
の
真
意
に
迫
る
か
ぎ
り、
憶
良
罷
宴

歌
に
つ
い
て
は、
述
べ
て
き
た
よ
う
な
推
察
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い。
一
連
の
座
の
文
芸
の一
現
と
し
て
憶
良
罷
宴

歌
を
凝
視
す
る
と
き、
そ
れ
が
な
ぜ
か
前
後
の
歌
の
流
れ
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
は、
萬
葉
集
を
虚、
心

に
読
む
者
な
ら
ば、
だ
れ
も
が
懐
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
そ
れ
が
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う
原
因
は、
本
章
の

ご
と
き
解
釈
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
究
明
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
憶
良
罷
宴
歌
は、
そ
れ
ま
で
の
歌
の
流

れ
を
断
ち
切
る
作、
す
な
わ
ち
「
逸
脱
の
文
芸」
に
ほ
か
な
ら
な
い。
ひ
と
ま
ず、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
を
も
っ

て
本
章
の
結
論
と
し
て
お
き
た
い。

か
よ
う
な
結
論
を
導
く
に
あ
た
っ
て
は、
以
下
の
二
つ
の
事
柄
に
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る。

ま
ず
第一
に、
憶
良
が
「
座
の
文
芸」
を
構
築
す
る
こ
と
を
不
得
手
と
し
て
い
た
こ
と
は、
萬
葉
集
所
載
の
他
の
歌

群
か
ら
も
知
ら
れ
る
点
で
あ
る。

ぁ

天
平
二
年
（
七一―-
0)
正
月一
三
日、
帥
大
伴
旅
人
の
邸
宅
で、
大
宰
府
管
内
の
数
多
の
官
人
た
ち
を
集
め
て
梅
花

を
賞
美
す
る
宴
が
催
さ
れ
た。
い
わ
ゆ
る
「
梅
花
の
宴」
で
あ
り、
窟
葉
集
巻
五
は、
そ
の
折
り
官
人
た
ち
に
よ
っ
て

詠
ま
れ
た
歌
々
を
克
明
に
記
録
す
る。
宴
は、
紀
卿
の、

む
つ

さ

を

正
月
立
ち
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め

（
八一
五）
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と
い
う、
雅
宴
が
い
つ
ま
で
も
（
来
年
以
後
も）
続
く
こ
と
を
願
う
歌
を
も
っ
て
開
始
さ
れ、
以
後
梅
花
に
焦
点
を
定

め
て
そ
れ
へ
の
愛
着
を
率
直
に
示
す
歌
が
二
首
続
く。
梅
花
を
愛
で
る
と
い
う
視
点
か
ら、
共
有
の
愉
悦
を
表
出
す
る

こ
と
が一
座
に
連
な
る
人
々
の
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い。

と
こ
ろ
が、
以
上
の
三
首
を
受
け
た
憶
良
は、

（
八一
八）

と
詠
じ
た。
「
春
さ
れ
ば
ま
づ
咲
く
や
ど
の
梅
の
花」
と
い
う
句
は、
梅
を
「
花
魁」
と
称
す
る
中
国
詩
の
視
点
を
導

入
す
る
も
の
で
（『
萬
葉
集
繹
注』
参
照）、
そ
こ
に
は
従
来
に
は
な
か
っ
た
斬
新
な
発
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る。

ま
た、
「
ひ
と
り
見
つ
つ
や
春
日
暮
ら
さ
む」
は、
つ
と
に
稲
岡
耕
二
「
憶
良
の
梅
花
歌
と
七
夕
歌
の
背
後」
『
武
蔵
野

文
学」
一
七）
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
二
年
前
に
大
宰
府
で
妻
を
喪
っ
た
旅
人
の
孤
独
な
心
境
に
言
及
す
る
も
の
で、

旅
人
へ
の
思
い
遣
り
に
溢
れ
た
旬
と
い
え
よ
う。
表
現
性
の
質
の
高
さ
と、
他
者
へ
の
配
慮
の
深
さ
と
に
着
目
す
る
な

ら
ば、
一
首
を
梅
花
の
宴
の
歌
々
の
な
か
で
「
出
色
の
作」
（『
萬
葉
集
繹
注』）
と
見
る
こ
と
も
け
っ
し
て
不
可
能
で

は
な
い。

し
か
し、
梅
花
の
優
美
さ
と
そ
れ
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
に
ま
つ
わ
る
愉
悦
と
を
表
出
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し

て
歌
の
座
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
情
況
の
な
か
で、
ひ
と
り
梅
花
を
眺
め
る
老
人
の
寂
し
げ
な
姿
を
描
く
こ
と

は、
座
の
文
芸
か
ら
の
逸
脱
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う。
憶
良
の
梅
花
歌
八一
八
は、
単

独
の一
首
と
し
て
見
た
場
合
に
は
秀
逸
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が、
そ
れ
を
座
の
な
か
に
置
い
て
前
後
の
歌
々
と
の

春
さ
れ
ば
ま
づ
咲
く
や
ど
の
梅
の
花
ひ
と
り
見
つ
つ
や
春
日
暮
ら
さ
む
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関
連
を
考
慮
す
る
場
合
に
は、
他
の
歌
々
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う一
面
を
も
っ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。
憶
良
は、

集
団
的
な
場
と
情
況
か
ら
離
れ
て、
「

述
志
の
文
学」
を
展
開
す
る
と
き
に
は
そ
の
力
量
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
え
た
歌

人
で
あ
っ
た。
し
か
し、
座
の
文
芸
の一
翼
を
に
な
う
歌
人
と
し
て
の
彼
の
力
量
に
は
疑
問
符
を
打
た
ざ
る
を
え
な
い

と
思
わ
れ
る。

第
二
点
目
は、
旅
人
と
憶
良
は、
歌
友
と
し
て、
ひ
い
て
は
歌
の
上
で
の
好
敵
手
と
し
て
互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
関

係
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が、
こ
の
通
説
を
旅
人
側
か
ら
文
献
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
点
で
あ
る。

上
述
の
よ
う
な、
憶
良
の
「

子
等
を
思
ふ
歌」
と
旅
人
の
讃
酒
歌
と
の
関
係、
あ
る
い
は、
讃
酒
歌
と
憶
良
の
「
筑

前
国
志
賀
白
水
郎
の
歌
十
首」
（
萬
葉
集
巻
十
六、
三
八
六
0
-1―一
八
六
九）
と
の
あ
い
だ
に
顕
在
化
す
る
構
造
上
お

よ
び
表
現
上
の
類
似
性
（
前
掲
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
（
上）』
等
参
照。
な
お、
「
筑
前
国
志
賀
白
水
郎
の

歌
十
首」
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は、
渡
瀬
昌
忠
『
山
上
憶
良

志
賀
白
水
郎
歌
群
論』
翰
林
書
房、
一
九
九
四
年
に

詳
細
な
分
析
が
あ
る）
な
ど
に
着
目
す
る
な
ら
ば、
憶
良
と
旅
人
の
あ
い
だ
に
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
厳
然
た
る

事
実
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
こ
と
は、
両
者
が
対
等
の
立
場
に
立
っ
て、
い
わ

ゆ
る
「

歌
友」
と
し
て
互
い
に
歌
を
交
換
し
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い。

萬
葉
集、
わ
け
て
も
「

憶
良
歌
巻」
と
も
い
う
べ
き
巻
五
を
通
覧
す
る
に、
憶
良
が
旅
人
に
歌
を
献
ず
る
場
面
は
散

見
さ
れ
る
け
れ
ど
も、
旅
人
が
憶
良
に
歌
を
送
る
姿
に
言
及
す
る
文
脈
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い。
旅
人
と
憶
良

と
の
関
係
は、
通
説
に
説
か
れ
る
よ
う
な
双
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く、
む
し
ろ
「
憶
良
か
ら
旅
人
へ」
と
い
う一
方

向
的
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
か。
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る。
草
香
江
の
入
江
に
あ
さ
る
葦
鶴
の
あ
な
た
づ
た
づ
し
友
な
し
に
し
て

旅
人
が
憶
良
を
無
視
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い。
旅
人
の
息
家
持
が、
憶
良
歌
に
呼
応
す
る
歌
を
多
数
詠
ん

で
い
る
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば、
旅
人
は、
憶
良
の
「
述
志
の
文
学」
と
そ
の
歌
オ
と
を
高
く
評
価
し、
家
持
に
も
憶

良
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
旅
人
に
と
っ
て
憶
良
が
重
要
な
意
義
を
に
な
う
歌
人
で
あ

っ
た
こ
と
は、
否
定
で
き
な
い。

し
か
し、
本
書
の
見
る
と
こ
ろ
で
は、
旅
人
に
と
っ
て
憶
良
は
敬
愛
す
べ
き
歌
人
で
こ
そ
あ
れ、
「
歌
友」
で
は
な

か
っ
た。
「
歌
友」
を、
と
も
に
歌
の
座
を
形
成
し
う
る
友
の
謂
い
と
解
す
る
な
ら
ば、
と
も
す
れ
ば
座
の
文
芸
か
ら

逸
脱
し
が
ち
な
憶
良
が、
旅
人
の
「
歌
友」
と
な
り
え
た
と
見
る
こ
と
に
は、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る。

ち
な
み
に、
旅
人
は、
帥
の
任
を
終
え、
奈
良
京
に
帰
還
し
て
後、
筑
紫
の
満
誓
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
贈
っ
て
い

（
萬
葉
集
巻
四、
五
七
五）

「
草
香
江
の
入
江
で
餌
を
あ
さ
る
葦
鶴
の
よ
う
に、
た
ず
た
ず
し
く
心
細
い
こ
と
だ、
友
が
い
な
く
て」
と
い
う
意

の
こ
の
歌
は、
旅
人
が
満
誓
を
「
友」
と
認
定
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る。
歌
を
詠
む
こ
と
に
重
き
を
置

く
旅
人
に
と
っ
て
「
友」
と
は、
単
に
日
常
的・
散
文
的
な
交
友
関
係
に
お
け
る
友
人
の
意
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く、
「
歌
の
友
人」
を
も
含
意
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
筑
紫
歌
壇
で
活
躍
し
た
満
誓
を、
旅
人
は
座
の
文
芸
の
名

手
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た。
満
誓
は、
憶
良
と
は
対
照
的
に、
一
首一
首
の
歌
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
し
も
光
を

放
た
ず、
む
し
ろ
歌
の
座
で
そ
の
力
量
を
発
揮
す
る
歌
人
で
あ
っ
た
（
前
掲
拙
稿
「
沙
弥
満
誓
の
歌」
『
セ
ミ
ナ
ー
万
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（
一

九
九
九
年
一

0
月
二
六
日
稿

初
出
『
倫
理
学』

第
一

六
号 、

葉
の
歌
人
と
作
品
（
第
四
巻）』
参
照）。
そ
の
満
誓
を
「
歌
友」
と
す
る
認
定
は、
旅
人
が
歌
の
座
で
歌
を
詠
む
と
い

う
営
み
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
歌
の
座
を
大
切
に
す
る
旅

人
に
と
っ
て、
歌
の
座
か
ら
逸
脱
し
が
ち
な
憶
良
を
「
歌
友」
と
見
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か。

「
歌
友」
と
い
う
表
現
は、
今
日
安
易
に
用
い
ら
れ
す
ぎ
る
傾
向
に
あ
る。
萬
葉
人、
ひ
い
て
は
古
代
人
に
と
っ
て

歌
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か。
こ
の
点
に
注
意
を
払
い、
か
つ、
「
座
の
文
芸」
と
し
て
の
在
り
か
た
が
ど
の
程
度
ま
で

歌
の
本
質
に
関
与
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
を
熟
考
す
る
と
き、
「
歌
友」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
る
今
日
的
理
解

は
変
更
を
迫
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
を
も
っ
て、
本
章
の
結
び
と
し
た
い。

一

九
九
九
年 、
-

i
一

四
頁）




