
「
う
ち
な
び
き

こ
や
し
ぬ
れ
」
を
め
ぐ
っ
て

山
上
憶
良
の
作
品
は
、
詠
ま
れ
た
内
容
と
と
も
に
、
表
現
に
お
い
て
も

万
葉
集
の
中
で
際
だ
っ
て
独
特
の
風
を
も
つ
。
憶
良
の
特
異
な
語
彙
に
関

(
1
)
 

し
て
は
、
高
木
市
之
助
氏
が
、
集
中
で
憶
良
の
み
の
使
用
し
た
語
を
「
孤

(
2
)
 

語
」
と
名
付
け
ら
れ
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
語
の
用
い
方
に
み
ら
れ
る
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
さ
ほ
ど

(
3
)
 

問
題
に
さ
れ
ず
、
例
え
ば
芳
賀
紀
雄
氏
が
、
憶
良
の
作
と
さ
れ
る
「
恋
二
男

ゆ
ふ
つ
づ

子
名
古
日
＿
歌
三
首
」
の
「
夕
星
の
夕
に
な
れ
ば
」
に
、
ま
た
橋
本
達
雄

(
4
)
 

氏
が
「
貧
窮
問
答
歌
一
首
」
の
「
ぬ
え
鳥
の
の
ど
よ
ひ
居
る
に
」
や
「
綿

み

る

も
な
き
布
肩
衣
の
海
松
の
ご
と
わ
わ
け
さ
が
れ
る
」
に
言
及
し
て

お
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
「
夕
星
の
夕
」
は
、
柿
本
人
麻
呂
が
「
夕
星
の

か
行
き
か
く
行
き
」
（
巻
ニ
・
一
九
六
）
と
し
た
「
夕
星
の
」
か
ら
、
明
る

あ

か

ほ

し

あ

し

た

い
印
象
を
引
き
出
し
、
「
明
星
の
明
く
る
朝
は
」
と
対
に
し
て
、
親
子
の

(
5
)
 

日
々
の
愛
の
生
活
を
象
徴
す
る
枕
詞
と
し
て
い
る
。
「
ぬ
え
鳥
の
」
は
、
同

じ
く
人
麻
呂
の
「
ぬ
え
鳥
の
片
恋
づ
ま
」
（
巻
ニ
・
一
九
六
）
や
「
ぬ
え

鳥
の
う
ら
泣
き
居
り
と
」
（
巻
十
・
ニ

0
三
一
人
麻
呂
歌
集
）
に
は
な

か
っ
た
貧
相
な
要
素
を
「
ぬ
え
鳥
の
」
に
見
出
し
、
「
海
松
の
ご
と
」
は
、

山
上
憶
良
の
表
現
の
独
自
性

人
麻
呂
の
相
聞
歌
に
歌
わ
れ
た
「
海
松
」
の
類
（
巻
ニ
・
一
三
五
）
を
、

ぼ
ろ
布
の
比
喩
と
し
、
貧
窮
の
嵯
嘆
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
そ
の
工
夫
が
あ

(
6
)
 

る
か
か
る
創
意
の
窺
え
る
表
現
と
し
て
、
他
に
例
え
ば
「
天
飛
ぶ
や
領

れ巾
片
敷
き
」
（
巻
八
・
一
五
二

0
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
天
飛
ぶ
や
」
は
、

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ふ
る
く
は
「
天
飛
ぶ
鳥
も
使
ひ
ぞ
」
（
古
事
記
歌
謡

か
る

八
五
）
や
、
「
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は
」
（
巻
ニ
・
ニ

0
七
人
麻
呂
）
な

ど
、
鳥
（
雁
）
の
飛
び
翔
る
こ
と
、
或
い
は
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
地
名
に

つ
く
枕
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
憶
良
は
、
そ
れ
を
七
夕
歌
に
お
い
て

「
天
飛
ぶ
や
領
巾
片
敷
き
」
（
巻
八
・
一
五
二

0
)
と
詠
み
、
天
女
の
領

巾
の
軽
や
か
に
は
た
め
く
描
写
と
し
た
。
憶
良
が
従
来
と
異
な
る
語
の
用

い
方
を
し
、
歌
に
独
特
の
情
感
を
付
与
し
た
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
創
作

の
過
程
を
追
及
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
憶
良
の
本
格
的
な
作
歌
活
動
の
契
機
と
な
っ

た
「
日
本
挽
歌
一
首
」
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
日
本
挽
歌
」
は
、

神
亀
五
（
七
二
八
）
年
七
月
二
十
一
日
、
大
伴
旅
人
に
呈
上
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
巻
五
で
は
、
す
ぐ
後
に
「
神
亀
五
年
七
月
廿
一
日

於
二
嘉
摩
郡
一
撰
定
」
と
い
う
三
篇
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
憶
良
の

村

田

カ

ン

ナ
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作
品
は
、
集
中
に
（
川
島
皇
子
作
歌
と
あ
る
も
の
も
含
め
）
六
首
の
短
歌

を
み
る
に
過
ぎ
ず
、
現
存
す
る
作
品
の
大
部
分
は
、
没
年
と
さ
れ
る
天
平

五
年
ま
で
の
六
年
間
に
作
ら
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
作
品
の
形
式
の

上
で
も
、
長
歌
に
反
歌
五
首
を
付
す
構
成
は
、
現
存
の
憶
良
の
作
品
で
は

「
日
本
挽
歌
」
が
最
初
で
あ
る
。
長
歌
に
お
い
て
は
、
人
麻
呂
の
構
想
力

に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
と
見
た
憶
良
が
、
自
身
の
作
歌
基
盤
を
模
索
し
た
結

果
、
長
歌
に
反
歌
五
首
と
い
う
構
成
を
為
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
形

(
7
)
 

式
は
、
憶
良
に
特
色
的
で
あ
り
、
以
後
反
歌
と
見
な
し
得
る
短
歌
五
首
を

持
つ
「
敬
下
和
為
熊
凝
述
其
志
一
歌
上
六
首
」
、
集
中
最
多
の
反
歌
六
首

の
「
老
身
重
病
経
レ
年
辛
苦
及
＞
思
一
＿
児
等
歌
七
首
」
が
詠
出
さ
れ
る
。
ま

(
8
)
 

さ
に
歌
作
の
質
実
両
面
を
も
っ
て
、
神
亀
五
年
は
「
憶
良
文
学
飛
躍
の
年
」

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

日
本
挽
歌
一
首

み

か

ど

大
君
の
遠
の
朝
廷
と
し
ら
ぬ
ひ
筑
紫
の
国
に
泣
く
子
な
す

慕
ひ
来
ま
し
て
息
だ
に
も
い
ま
だ
休
め
ず
年
月
も
い
ま
だ

あ
ら
ね
ば
心
ゆ
も
思
は
ぬ
間
に
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ

言
は
む
す
べ
為
む
す
べ
知
ら
に
石
木
を
も
問
ひ
放
け
知
ら
ず

家
な
ら
ば
か
た
ち
は
あ
ら
む
を
恨
め
し
き
妹
の
命
の
我
れ

を
ば
も
い
か
に
せ
よ
と
か
に
ほ
鳥
の
ふ
た
り
並
び
居
語
ら

ひ

し

心

背

き

て

家

離

り

い

ま

す

（

巻

五

・

七

九

四

）

反

歌

ぁ

家
に
行
き
て
い
か
に
か
我
が
せ
む
枕
付
く
妻
屋
寂
し
く
思
ほ
ゆ
べ
し

も

（

七

九

五

）

は
し
き
よ
し
か
く
の
み
か
ら
に
癌
ひ
来
し
妹
が
心
の
す
べ
も
す
べ
な

さ

（

七

九

六

）

く

ぬ

ち

悔
し
か
も
か
く
知
ら
ま
せ
ば
あ
を
に
よ
し
国
内
こ
と
ご
と
見
せ
ま
し

も

の

を

（

七

九

七

）

あ

ふ

ち

わ

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
）

ゎ

大
野
山
霧
立
ち
わ
た
る
我
が
嘆
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
わ
た
る

（
七
九
九
）

本
作
に
お
い
て
憶
良
が
自
身
の
作
歌
境
地
を
確
立
し
た
こ
と
は
、
表
現

に
つ
い
て
も
、
先
行
挽
歌
の
詞
章
を
踏
ま
え
る
一
方
で
、
独
自
の
エ
夫
を

凝
ら
し
た
と
こ
ろ
に
窺
え
る
。
長
歌
の
結
び
「
に
ほ
鳥
の
ふ
た
り
並
び

居
語
ら
ひ
し
心
背
き
て
家
離
り
い
ま
す
」
は
、
は
や
く
契
沖
『
万

葉
代
匠
記
』
（
初
稿
本
）
の
言
う
よ
う
に
、
日
本
書
紀
（
孝
徳
天
皇
大
化
五

年
―
二
月
）
野
中
川
原
史
満
の
献
呈
挽
歌
、

を

し

た

ぐ

ひ

た

ぐ

山
川
に
鴛
鳶
二
つ
居
て
偶
よ
く
偶
へ
る
妹
を
誰
か
率
に
け
む(――――-） 

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
反
歌
第
一
首
に
は
、
人
麻
呂
、
泣

血
哀
慟
歌
の
「
我
妹
子
と
ふ
た
り
我
が
寝
し
枕
付
く
妻
屋
の
う
ち

に
」
（
巻
ニ
・
ニ
―

0
)
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
澤
潟
久
孝
『
万

葉
集
注
釈
』
）
。
対
し
て
「
泣
く
子
な
す
慕
ひ
来
ま
し
て
」
「
家
離
り
い
ま

す
」
と
い
う
挽
歌
の
表
現
や
、
「
恨
め
し
き
妹
の
命
の
」
と
、
死
ん
だ
当

人
に
対
し
て
、
先
立
た
れ
た
こ
と
を
「
恨
む
」
歌
い
方
な
ど
、
他
に
例
が

な
い
。
長
歌
の
中
ほ
ど
の
「
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
は
、
「
う
ち
な

び
く
」
「
こ
や
す
」
と
も
単
独
で
の
例
は
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
他
に
見
ら

れ
ず
、
「
う
ち
な
び
く
」
は
、
そ
の
先
立
つ
用
例
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。

長
歌
は
「
心
ゆ
も
思
は
ぬ
間
に
」
で
、
妻
の
死
へ
と
事
態
は
暗
転
し
、

続
く
「
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
の
「
五
音
ー
五
音
」
の
句
で
、
そ
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れ
ま
で
五
音
ー
七
音
で
続
い
て
き
た
韻
律
は
、
い
っ
た
ん
断
ち
切
ら
れ
、

か
つ
已
然
形
で
言
い
放
っ
た
形
で
切
れ
つ
つ
、
順
接
の
確
定
条
件
と
し
て

後
の
句
に
続
い
て
い
く
。
す
な
わ
ち
調
べ
の
上
か
ら
も
、
内
容
の
上
か
ら

も
、
こ
こ
で
一
呼
吸
の
休
止
が
あ
る
。
句
数
の
上
で
も
、
冒
頭
か
ら
「
う

ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
ま
で
と
、
以
降
結
句
「
家
離
り
い
ま
す
」
ま

で
と
が
、
妻
の
死
を
境
に
ほ
ぼ
等
し
く
二
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

長
歌
の
構
成
が
配
慮
さ
れ
た
中
で
、
破
調
を
も
っ
て
の
転
換
部
「
う
ち
な

び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
は
、
特
に
意
識
さ
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
長

歌
の
転
換
の
か
な
め
の
こ
の
二
句
に
お
い
て
、
憶
良
は
敢
え
て
従
前
に
な

い
用
い
方
を
し
、
新
た
な
創
造
を
試
み
た
に
相
違
な
く
、
そ
の
意
図
し
た

と
こ
ろ
は
、
十
分
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

「
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
の
「
う
ち
な
び
く
」
と
「
こ
や
す
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
橘
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
』
や
、
最
近
で
は
井
村
哲

夫
『
万
葉
集
全
注
巻
第
五
』
な
ど
は
、
「
う
ち
な
び
き
」
そ
し
て
「
こ
や
す
」

と
捉
え
て
い
る
が
、
『
万
葉
代
匠
記
』
『
万
葉
集
注
釈
』
な
ど
の
言
う
よ
う

に
、
「
う
ち
な
び
き
」
は
下
の
用
言
「
こ
や
す
」
の
連
用
修
飾
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

「
う
ち
な
び
く
」
の
用
例
は
、
お
よ
そ

(
A
)
情
景
や
も
の
の
形
状
を

描
写
す
る
も
の
、

(
B
)
人
の
姿
態
を
表
す
も
の
、

(C)
「
心
」
の
あ
り
よ

う
を
表
す
も
の
、
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。．． 

(
A
)
あ
り
つ
つ
も
君
を
ば
待
た
む
打
靡
我
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で

に

（

巻

ニ

・

八

七

）

し
じ

家

の

島

繁

に

生

ひ

た

る

な

の

り

そ

荒
磯
の
上
に

．．
 打

靡

の告
ら
ず
来
に
け
む

（
巻
四
・
五

0
九
丹
比
笠
麻
呂
）

ぬ

．． 
し

(
B
)
阿
騎
の
野
に
宿
る
旅
人
打
靡
採
も
寝
ら
め
や
も
い
に
し
へ
思
ふ

に
（
巻
一
•
四
六
人
麻
呂
）
・

・

・

・

・

ぬ

荒
磯
や
に
生
ふ
る
玉
藻
の
宇
知
奈
婢
伎
ひ
と
り
や
寝
ら
む
我
を

待

ち

か

ね

て

（

巻

十

四

・

三

五

六

二

）

．． 

(
C
)
水
底
に
生
ふ
る
玉
藻
の
打
靡
心
は
寄
り
て
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ

（
巻
十
一
・
ニ
四
八
二
人
麻
呂
歌
集
）

な

は

の

り

・

・

海
原
の
沖
つ
縄
海
苔
打
靡
心
も
し
の
に
思
ほ
ゆ
る
か
も

（
巻
十
一
・
ニ
七
七
九
）

(
A
)
八
七
の
「
打
靡
」
の
訓
み
は
「
ウ
チ
ナ
ビ
ク
」
。

(
A
)
五

0
九

(
B
)
四
六
は
「
ウ
チ
ナ
ビ
キ
」
で
下
の
用
言
を
修
飾
す
る
。

(
C
)
の
二

首
は
、
と
も
に
上
二
句
が
「
打
靡
」
を
導
く
序
詞
で
、
こ
れ
は

(
B
)
三

五
六
二
と
同
じ
構
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
仮
名
書
例
に
従
い
「
ウ
チ

ナ
ビ
キ
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
「
う
ち
な
び
き
」
は
序
の

(10) 

情
景
を
伴
っ
て
「
寄
る
」
「
思
ほ
ゆ
」
を
修
飾
す
る
。

「
う
ち
な
び
く
」
は
、
「
な
び
く
」
に
接
頭
語
「
う
ち
」
の
つ
い
た
も
の

で
、
用
例
と
し
て
は
も
と
よ
り
「
な
び
く
」
の
方
が
早
い
。
そ
の
最
も
早

い
例
は
、
日
本
書
紀
（
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
）
に
、

稲
筵
川
副
柳
水
行
け
ば
靡
き
起
き
立
ち
そ
の
根
は
失
せ
ず
（
八
三
）

を
み
る
。
こ
こ
で
「
な
び
き
」
は
、
速
い
水
の
流
れ
を
受
け
、
流
れ
の
方

向
に
傾
き
揺
れ
動
く
柳
の
様
を
意
味
す
る
。
急
流
に
流
さ
れ
ん
と
す
る
か

に
見
え
な
が
ら
、
「
そ
の
根
は
失
せ
ず
」
し
て
、
枝
は
水
流
に
揺
ら
め
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
、
比
較
的
早
い
時
期
の
例
と
し
て
、

石
橋
に
一
云
石
並
に
生
ひ
靡
け
る
玉
藻
も
ぞ
絶
ゆ
れ
ば
生
ふ
る

が

な
ど
か
も
妹
に

- 43 -



（
巻
ニ
・
一
九
六
人
麻
呂
）

天
の
川
水
蔭
草
の
秋
風
に
靡
か
ふ
見
れ
ば
時
は
来
に
け
り

（
巻
十
・
ニ

0
一
三
人
麻
呂
歌
集
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
も
と
も
と
「
な
び
く
」
は
、
植
物
が
風
や
水
の
力
を

受
け
、
そ
の
力
に
従
っ
て
傾
き
ゆ
ら
め
く
様
を
描
写
す
る
。
こ
れ
ら
個
々

の
具
体
的
光
景
の
形
容
と
し
て
の
用
法
か
ら
、
「
な
び
く
」
の
意
味
も
「
も

の
の
力
を
受
け
、
あ
る
方
向
へ
傾
く
」
と
婦
納
さ
れ
よ
う
。
こ
の
構
図
は
、

靡
く
主
体
に
よ
っ
て
各
々
に
具
体
的
な
意
味
を
も
つ
。

人
麻
呂
は
こ
の
語
を
特
に
愛
用
し
、
「
な
び
く
」
を
人
の
姿
態
の
表
現
と

し
た
お
そ
ら
く
は
最
初
の
歌
人
で
あ
る
。
例
え
ば
石
見
相
聞
歌
で
は
、
「
海
石

ふ

か

み

る

に

ぞ

深

海

松

生

ふ

る

荒

磯

に

ぞ

玉

藻

は

生

ふ

る

玉

藻

な

す

靡

き
寝
し
子
を
」
（
巻
二
．
―
-
―
-
五
）
と
、
玉
藻
の
波
間
に
た
ゆ
た
う
光
景
を

女
性
の
寝
姿
と
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
玉
藻
の
「
な
び
く
」

こ
と
を
女
性
の
寝
姿
に
喩
え
た
表
現
は
、
人
麻
呂
作
歌
に
六
例
、
人
麻
呂

歌
集
歌
に
一
例
見
ら
れ
る
。

「
な
び
く
」
は
ま
た
、
一
方
に
傾
く
光
最
よ
り
、

明
日
香
川
瀬
々
に
玉
藻
は
生
ひ
た
れ
ど
し
が
ら
み
あ
れ
ば
靡
き
あ
は

な

く

に

（

巻

七

・

一

三

八

0
)

な
ど
と
、
寄
り
添
う
こ
と
、
ま
た
惹
か
れ
ゆ
く
こ
と
の
表
現
に
使
わ
れ
る

に
至
る
。

こ
の
よ
う
な
「
な
び
く
」
に
、
接
頭
語
「
う
ち
」
を
付
し
た
「
う
ち
な

び
く
」
の
用
例
が
、
先
に
挙
げ
た

(
A
)
S
(
C
)
で
あ
る
。

(
A
)
の
五

0
九
の
丹
比
笠
麻
呂
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ

る
が
、
彼
の
巻
三
・
ニ
八
五
歌
に
春
日
老
が
唱
和
し
て
お
り
（
二
八
六
）
、

春
日
老
に
は
大
宝
元
（
七

0
I

)

年
の
紀
伊
行
幸
に
際
し
て
の
詠
歌
（
巻

-
•
五
六
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
代
的
に
人
麻
呂
に
少
し
く
後
れ
る
頃

の
人
と
考
え
ら
れ
る
。

(
A
)
の
「
う
ち
な
び
く
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最

も
早
い
例
が
、
磐
姫
皇
后
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
、
巻
ニ
・
八
七
歌
で

あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。
こ
れ
が
磐
姫
皇
后
の
実
作
で
な
く

伝
承
歌
か
と
す
る
指
摘
は
つ
と
に
な
さ
れ
、
特
に
そ
の
起
承
転
結
に
倣
っ

た
連
作
的
構
成
は
、
人
麻
呂
に
依
る
も
の
と
い
う
説
も
あ
る
（
新
潮
日
本

古
典
集
成
『
万
葉
集
一
』
）
。

(B)
の
巻
十
四
・
三
五
六
二
の
東
歌
は
、
巻
十
一
の
人
麻
呂
歌
集
の

玉
藻
に
寄
せ
る
寄
物
陳
思
歌
、

敷
拷
の
衣
手
離
れ
て
玉
藻
な
す
靡
き
か
寝
ら
む
我
を
待
ち
か
て
に

（
巻
十
一
・
ニ
四
八
―
―
-
）

と
類
歌
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
央
の
歌
謡
が
東
国
に
伝
わ
っ
て
東

歌
に
入
る
と
と
も
に
、
中
央
で
の
人
麻
呂
歌
集
編
纂
に
際
し
東
国
の
歌
が

(11) 

採
録
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
中
央
の
歌
と
東
歌
と
の
交
流
に
依
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
三
五
六
二
歌
の
序
「
荒
磯
や
に
生
ふ
る
玉
藻
の
」
に
あ

る
よ
う
に
、
玉
藻
を
女
性
の
寝
姿
に
喩
え
る
こ
と
は
、
前
述
の
ご
と
き
人

麻
呂
関
係
の
歌
と
、
下
っ
て
大
伴
家
持
の
歌
（
巻
十
九
•
四
ニ
―
四
）
に

見
ら
れ
る
の
み
で
、
な
か
ん
ず
く
荒
磯
に
生
え
る
玉
藻
を
詠
む
も
の
は
、

石
見
相
聞
歌
（
巻
二
．
―
-
―
-
五
）
の
他
に
は
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
東

歌
に
人
麻
呂
の
影
響
は
否
定
し
得
ま
い
。

(C)
は
、
序
で
靡
＜
具
体
的
な
光
景
が
描
か
れ
、
「
う
ち
な
び
き
」
の

語
を
介
し
て
各
々
の
「
心
」
の
あ
り
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
例

え
ば
二
四
八
―
-
「
水
底
に
生
ふ
る
玉
藻
の
」
か
ら
は
、
ひ
め
や
か
に
恋

い
慕
う
感
情
が
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
序
は
作
者
の
心
象
を
映
し
出
し
、

「
う
ち
な
び
き
」
以
下
の
本
旨
を
暗
示
す
る
効
果
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
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い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
心
」
の
あ
り
よ
う
を
表
す
「
う
ち
な
び
く
」
の
用

法
は
、
人
の
姿
態
を
表
す
も
の
よ
り
、
語
史
的
に
進
ん
だ
段
階
の
も
の
と

見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
鑑
み
、
「
う
ち
な
び
く
」
の
用
例
は
、
お
よ
そ
人
麻
呂
以
降
の
も

の
と
判
断
さ
れ
、
人
麻
呂
の
「
う
ち
な
び
く
」
の
表
現
は
、
特
に
注
視
さ

れ
よ
う
。

(12) 

「
う
ち
な
び
く
」
の
語
に
つ
い
て
、
内
田
賢
徳
氏
は
、
「
『
靡
く
』
に
大

き
く
は
属
す
る
―
つ
の
事
態
で
あ
り
、
『
靡
く
』
に
対
し
て
微
妙
な
差
異
を

限
定
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
限
定
を
与
え
る
「
打
ち
」

の
機
能
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

素
早
さ
、
勢
い
の
よ
さ
、
或
い
は
そ
の
一
過
的
な
と
こ
ろ
か
ら
く
る

軽
快
さ
の
よ
う
な
、
よ
り
概
念
的
に
実
質
的
で
あ
る
も
の
か
ら
、
現

実
量
的
な
軽
度
と
い
っ
た
も
の
ま
で
多
様
で
あ
り
う
る
け
れ
ど
も
、

総
じ
て
「
打
つ
」
と
い
う
動
作
か
ら
受
け
る
外
貌
の
直
観
的
な
把
握

に
基
づ
い
て
い
る
。
動
詞
述
語
の
表
わ
す
動
作
・
作
用
は
そ
こ
に
何

ら
か
の
情
態
を
規
定
で
き
る
質
の
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
弁
別

的
に
は
形
容
詞
、
情
態
副
詞
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
ゆ
ら

ゆ
ら
靡
く
」
の
よ
う
に
。
規
定
的
な
「
ゆ
ら
ゆ
ら
」
は
「
靡
く
」
に

内
属
す
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
立
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
点
に
お
い
て
、
「
靡
く
」
か
ら
は
弁
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

(
A
)
S
(
C
)
の
「
う
ち
な
び
く
」
に
お
い
て
、
五
音
句
に
整
え
る
と(13) 

い
う
声
調
上
の
理
由
に
よ
り
「
う
ち
」
の
付
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
得
る

が
、
そ
の
用
例
の
多
く
に
「
靡
く
」
動
作
・
作
用
に
規
定
さ
れ
た
各
々
の

意
味
あ
い
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
情
景
を
描
写
す
る
「
な

し

の

び
く
」
が
、
「
玉
藻
」
や
「
萩
」
「
子
竹
原
」
な
ど
の
対
象
に
お
●
な
べ
て

用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
う
ち
な
び
く
」
は
藻
や
黒
髪
な
ど
の
、
な
よ
や

か
な
印
象
を
も
つ
も
の
を
中
心
に
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
も
「
ゆ

ら
ゆ
ら
靡
く
」
と
い
っ
た
情
態
の
「
う
ち
な
び
く
」
で
表
さ
れ
た
も
の
と

言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
そ
の
「
ゆ
ら
ゆ
ら
」
と
い
う
形
容
も
、
氏
の
断
わ

っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
打
ち
」
は
本
質
的
に
翻
訳
不
可
能
で
、
「
打
ち

靡
く
」
に
と
っ
て
本
来
的
な
要
素
ゆ
え
、
あ
く
ま
で
類
推
的
に
言
う
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
形
容
に
つ
い
て
も
む
ろ
ん
同
様
で
、
厳
密
に
は
言

い
換
え
て
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
う
ち
な
び
く
」
の
意
味
す
る
情
態

は
、
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
、
各
々
微
妙
に
異
な
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

人
の
姿
態
を
表
す
（
B
）
の
用
法
の
う
ち
、
娘
子
の
一
人
寝
の
様
を
詠

む
三
五
六
二
歌
に
お
い
て
、
想
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、
序
で
描
か
れ
た
「
荒

磯
や
に
生
ふ
る
玉
藻
」
の
波
に
ゆ
ら
め
く
光
景
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
の

な
よ
よ
か
に
た
ゆ
た
う
さ
ま
に
、
女
性
の
し
な
や
か
な
姿
態
に
通
じ
る
美

を
見
出
し
、
娘
子
の
寝
姿
と
重
ね
合
わ
せ
た
。
そ
こ
か
ら
婉
美
な
雰
囲
気

が
醸
し
出
さ
れ
、
「
な
よ
よ
か
に
」
「
柔
や
か
に
」
と
諸
注
の
捉
え
る
娘
子

の
描
写
と
な
る
。

一
方
、
四
六
歌
は
、
長
歌
と
短
歌
四
首
か
ら
成
る
「
軽
皇
子
宿
二
干
安
騎

野
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
の
短
歌
第
一
首
で
、
軽
皇
子
一
行
は
、
父

日
並
皇
子
在
世
の
「
い
に
し
へ
」
を
思
う
が
故
に
、
「
打
ち
靡
」
い
て
は
寝

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
「
う
ち
な
び
く
」
は
、
序
な
ど
に
よ

っ
て
何
ら
の
情
景
の
詠
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
具
体
的
な
景
を
伴
う
も
の
か
ら
の
類
推
で
「
う
ち
な

び
く
」
は
使
わ
れ
、
人
の
姿
態
の
表
現
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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野
の
草
々
が
風
の
流
れ
の
ま
ま
に
傾
き
伏
す
、
と
い
っ
た
情
景
の
ご
と
く
、

ゆ
っ
た
り
と
し
て
楽
な
心
持
ち
で
寝
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
『
万
葉
代
匠
記
』
の
「
う
ち
と
け
て
」
と
い
う
解
、
ま
た
『
万
葉
集
注

釈
』
の
「
く
つ
ろ
い
で
」
は
、
そ
の
複
合
の
な
す
と
こ
ろ
を
加
味
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

人
麻
呂
歌
も
東
歌
も
と
も
に
、
ゆ
る
や
か
に
身
を
横
た
え
る
こ
と
を
「
う

ち
な
び
く
」
と
表
す
。
た
だ
「
う
ち
な
び
く
」
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
光

景
か
ら
い
か
な
る
感
覚
的
要
素
を
見
出
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
対
象
に

複
合
さ
せ
た
か
は
、
か
く
異
な
っ
て
お
り
、
醸
し
出
さ
れ
る
情
感
も
ま
た

各
々
に
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
日
本
挽
歌
」
の
「
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
の
「
う
ち
な
び
き
」

が
、
序
を
も
た
ず
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
麻
呂
の
巻
一
・

四
六
歌
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
「
寝
」
る
こ
と
の
形
容
に
用
い
ら

れ
た
「
う
ち
な
び
き
」
を
、
憶
良
は
こ
こ
で
「
こ
や
す
」
様
の
形
容
と
し

て
い
る
。
「
こ
や
す
」
は
、
早
く
は
、
日
本
書
紀
（
推
古
天
皇
二
十
一
年
十

二
月
庚
午
条
）
に
、
聖
徳
太
子
が
「
片
岡
」
の
「
飢
者
」
を
見
て
詠
ん
だ

ゑ

こ

や

せ

る

歌
、
一
飯
に
飢
て
許
夜
勢
屡
そ
の
旅
人
あ
は
れ
」

(
1
0四
）
に
例
が

あ
る
。
こ
れ
は
万
葉
集
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
。

上
宮
聖
徳
皇
子
出
二
遊
竹
原
井
一
之
時
、
見
一
＿
龍
田
山
死
人
＿
悲
傷

御
作
歌
一
首

こ
ゃ
せ
る

家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
有
こ
の
旅
人
あ
は
れ

（
巻
―
―
-
•
四
一
五
）

万
葉
集
で
は
、
「
龍
田
山
」
の
「
死
人
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
こ
や
す
」
が
、

飢
え
て
横
た
わ
る
状
態
に
も
、
既
に
死
ん
で
い
る
状
態
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
集
中
で
は
他
に
、

お

く

つ

き

い

も

が

こ

や

せ

る

波
の
音
の
騒
く
港
の
奥
城
に
妹
之
臥
勢
流

（
巻
九
・
一
八

0
七
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
）

き
み
が
こ
や
せ
る

お
よ
づ
れ
の
た
は
こ
と
と
か
も
高
山
の
巌
の
上
に
君
之
臥
有

（
巻
三
•
四
ニ
―
丹
生
王
）

の
よ
う
に
、
死
ん
で
後
葬
ら
れ
た
状
態
を
指
し
て
用
い
て
い
る
。

「
こ
や
す
」
は
「
こ
ゆ
」
の
尊
敬
語
と
さ
れ
る
が
、
「
こ
ゆ
」
は
、
他
に

「
こ
い
ふ
す
」
な
ど
の
複
合
動
詞
形
か
、
或
い
は
「
こ
や
る
」
の
形
で
見

ら
れ
る
の
み
で
、
単
独
で
の
用
例
は
残
ら
な
い
。

「
こ
い
ふ
す
」
は
、
例
え
ば
、
憶
良
の
「
敬
下
和
為
熊
凝
五
竺
其
士
竺
歌

い

た

く

ま

上
六
首
」
に
、
「
お
の
が
身
し
労
は
し
け
れ
ば
玉
梓
の
道
の
隈
み
に

う

ち

こ

い

ふ

し

て

草
手
折
り
柴
取
り
敷
き
て
床
じ
も
の
宇
知
許
伊
布
志
提
」
（
八
八
六
）

と
あ
り
、
病
み
ふ
す
状
態
を
言
う
。
「
ふ
す
」
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
、

こ

の

「
恋
男
子
名
古
日
歌
三
首
」
に
お
け
る
「
天
つ
神
仰
ぎ
祈
い
藉
み
国

ふ

し

て

ぬ

か

つ

き

し

し

つ
神
布
之
豆
額
拝
」
（
九

0
四
）
と
、
ひ
れ
ふ
す
意
に
、
或
い
は
、
「
鹿

い

は

ひ

ふ

し

つ

つ

ふ

し

じ
も
の
伊
波
比
伏
管
」
(
-
九
九
人
麻
呂
）
「
犬
じ
も
の
道
に
布
斯

ヨ
夜
」
（
八
八
六
憶
良
）
と
、
獣
で
も
な
い
の
に
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
な

格
好
で
伏
す
こ
と
、
ま
た
、

あ
る
人
の
あ
な
心
な
と
思
ふ
ら
む
秋
の
長
夜
を
塞
臥
耳

（
巻
十
・
ニ
三

0-
―)

の
ご
と
く
、
横
た
わ
る
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
い
ふ
す
」
の
「
ふ
す
」

は
も
ち
ろ
ん
「
横
に
な
る
」
意
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
病
床
に
ふ
す
文
脈
か

ら
、
「
こ
い
」
は
倒
れ
る
、
崩
れ
る
と
い
っ
た
意
味
あ
い
の
も
の
と
察
せ
ら

れ
る
。
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夜
は
も

「
こ
や
る
」
は
、
古
事
記
（
下
允
恭
天
皇
）
に
、

つ

く

ゆ

み

こ

ゃ

る

こ

や

り

も

あ

づ

さ

ゆ

み

槻
弓
の
許
夜
流
許
夜
理
母
梓
弓
立
て
り
立
て
り
も
後
も
取
り
見
る
思

ひ

妻

あ

は

れ

（

八

九

）

と
あ
る
。
歌
意
の
難
解
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
こ
や
る
こ
や
り
」
は

「
立
て
り
立
て
り
」
と
対
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ

の
文
脈
で
は
、
「
こ
や
る
」
は
「
立
っ
て
い
る
」
こ
と
に
対
し
て
「
横
に
な

っ
て
い
る
」
状
態
を
表
し
て
い
る
、
と
受
け
取
れ
る
。

以
上
の
例
か
ら
、
「
こ
ゆ
」
の
意
を
帰
納
す
れ
ば
、
本
来
立
っ
て
い
る
べ

き
も
の
が
横
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
倒
れ
て
伏
し
て
い
る
」

状
態
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
こ
ゆ
」
は
、
広
く
身
を
横
た
え
る
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

「
ふ
す
」
の
義
と
重
な
る
。
し
か
し
、
ひ
れ
ふ
す
意
は
「
こ
ゆ
」
に
は
な

い
。
一
方
で
、
身
を
起
こ
し
て
い
た
も
の
が
倒
れ
る
意
、
多
く
は
病
や
死

に
よ
っ
て
倒
れ
る
こ
と
に
「
ふ
す
」
が
使
わ
れ
る
も
の
は
通
常
は
な
い
。

「
ふ
す
」
「
こ
ゆ
」
の
意
に
は
、
万
葉
集
で
は
主
に
「
伏
」
「
臥
」
が
使

わ
れ
て
い
る
。
「
伏
」
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
は
「
伏
、
伺
也
」
と
し
、

魏
・
張
揖
の
『
広
雅
』
（
釈
詰
）
は
「
蔵
也
」
と
、
か
く
れ
潜
む
意
を
示
す
。

『
策
隷
万
象
名
義
』
は
「
側
也
、
勾
也
」
と
、
は
ら
ば
う
意
も
あ
げ
る
。

(15) 

「
臥
」
に
つ
い
て
は
、
『
説
文
解
字
』
に
「
臥
、
休
也
」
と
あ
り
、
『
広
雅
』

（
釈
貼
）
に
は
「
崩
・
頓
．
偶
・
什
・
超
・
趙
．
臥
、
僅
也
」
と
倒
れ
る

意
が
示
さ
れ
、
『
策
隷
万
象
名
義
』
に
「
寝
也
、
休
也
」
と
、
休
息
を
と
る

た
め
に
横
た
わ
る
意
が
認
め
ら
れ
る
。

集
中
の
歌
の
表
記
か
ら
こ
れ
を
見
る
と
、
身
を
起
こ
す
こ
と
に
対
し
て
、

横
た
わ
っ
て
い
る
状
態
に
は
、

昼
は
も
日
の
こ
と
ご
と

夜
の
こ
と
ご
と

ふ

し

ゐ

な

げ

け

ど

臥
居
雖
レ
嘆

飽

き

足

ら

ぬ

か

も

（

巻

ニ

・

ニ

0
四
置
始
東
人
）

ふ
し
ゐ
な
げ
き
て

ま
す
ら
を
の
伏
居
嘆
而
作
り
た
る
し
だ
り
柳
の
か
づ
ら
せ
我
妹

（
巻
十
・
一
九
二
四
）

(16) 

と
、
「
伏
」
「
臥
」
の
い
ず
れ
も
が
用
い
ら
れ
、
こ
の
場
合
ど
ち
ら
も
「
フ

ス
」
と
訓
ま
れ
る
。
し
か
し
「
ひ
れ
ふ
す
」
意
に
は
「
伏
」
が
使
わ
れ
、

「
臥
」
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
病
や
死
に
倒
れ
る
状
況
は

(17) 

「
臥
」
で
表
さ
れ
、
「
伏
」
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。
「
伏
」
は
常
に
「
フ

ス
」
と
訓
ま
れ
、
「
臥
」
は
そ
の
意
に
よ
っ
て
「
フ
ス
」
と
も
「
コ
ユ
」
と

も
訓
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
伏
」
と
「
臥
」
の
使
い
分
け
は
、
上
代
文

(18) 

献
全
般
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
。

「
こ
ゆ
」
の
義
を
以
上
の
よ
う
に
確
か
め
る
な
ら
ば
、
「
日
本
挽
歌
」
の

「
こ
や
し
ぬ
れ
」
も
、
倒
れ
て
横
た
わ
る
状
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
諸

注
の
解
は
、
こ
れ
を
死
ん
で
横
た
わ
っ
た
状
態
と
捉
え
る
『
万
葉
代
匠
記
』

他
、
病
臥
の
意
と
す
る
『
万
葉
集
総
釈
』
（
森
本
治
吉
）
な
ど
が
あ
る
。
「
日

本
挽
歌
」
に
お
い
て
は
、
「
こ
や
し
ぬ
れ
」
と
已
然
形
で
言
い
放
っ
て
一
度

切
れ
、
「
妹
」
の
死
後
の
叙
述
に
入
る
文
脈
か
ら
、
「
妹
」
が
病
の
床
に
ふ

し
た
結
果
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
病
臥

と
す
る
説
も
、
「
妹
」
が
ふ
し
て
再
び
起
き
上
が
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

う
意
で
捉
え
得
る
。

か
よ
う
に
死
者
の
様
態
を
描
く
こ
と
は
、
し
か
し
通
常
の
挽
歌
表
現
で

は
特
異
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は
ふ
つ
う
死
ん
だ
そ
の
様
は
表
さ
れ
ず
、
例

え
ば
、

沖
つ
藻
の

う
つ
せ
み
の

惜
し
き
こ
の
世
を

靡
き
し
妹
は

黄
葉
の
過
ぎ
て
い
行
く
と

（
巻
ニ
・
ニ

0
七
人
麻
呂
）

露
霜
の
置
き
て
去
に
け
む

-47-



（
巻
三
・
四
四
三
大
伴
三
中
）

な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
単
に
「
死
」
の
語
を
忌
み
避
け
る
と
い

う
理
由
に
の
み
よ
る
の
で
は
な
い
。
現
世
に
お
け
る
「
死
」
の
認
知
を
拒

否
し
、
死
者
は
ど
こ
か
別
の
世
界
に
移
り
住
む
と
考
え
ら
れ
た
ゆ
え
に
、

か
く
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
の
時
代
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
に

詠
ま
れ
た
中
で
、
た
だ
行
路
死
人
歌
で
は
、
死
者
の
状
態
が
見
た
ま
ま
に

表
現
さ
れ
た
。
先
の
聖
徳
太
子
歌
の
「
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
」
（
四
一
五
）

や
、
「
和
拷
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ば
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
（
中
略
）
ま
す

ら
を
の
行
き
の
ま
に
ま
に
こ
こ
に
恨
や
せ
る
」
（
巻
九
・
一
八

0
0
田

辺
福
麻
呂
歌
集
）
な
ど
、
死
体
の
様
を
そ
の
ま
ま
に
写
す
。
こ
れ
ら
は
、

行
き
ず
り
の
他
人
の
、
屍
と
化
し
た
状
態
で
あ
り
、
ふ
つ
う
親
し
い
人
の

死
に
直
面
し
て
こ
の
よ
う
に
は
言
い
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

憶
良
は
「
敬
下
和
為
熊
凝
玩
竺
其
志
砿
訊
土
ハ
首
」
で
、
道
中
で
死
に
瀕

す
る
青
年
の
最
期
を
「
犬
じ
も
の
道
に
伏
し
て
や
命
過
ぎ
な
む
」
（
八

八
六
）
と
言
わ
せ
、
第
三
反
歌
で
は
、

家
に
あ
り
て
母
が
と
り
見
ば
慰
む
る
心
は
あ
ら
ま
し
死
な
ば
死
ぬ
と

も

一

云

後

は

死

ぬ

と

も

（

八

八

九

）

と
歌
う
。
自
ら
の
死
は
も
は
や
恐
れ
ず
と
も
、
最
期
に
一
目
逢
う
こ
と
も

叶
わ
ず
に
、
親
を
残
し
て
先
立
つ
こ
と
が
気
が
か
り
だ
と
す
る
青
年
の
胸

中
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
死
」
は
我
が
事
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
忌
み
避
け

る
こ
と
な
く
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
集
中
の
挽
歌
に
お
い
て
「
死
」

(20) 

の
語
の
使
用
は
他
に
例
の
な
い
こ
と
か
ら
、
憶
良
は
意
識
し
て
こ
の
語
を

用
い
、
死
の
現
実
に
向
き
合
う
青
年
の
心
中
の
吐
露
と
な
し
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
憶
良
の
作
と
考
え
ら
れ
る
ぶ
少
男
子
名
古
日
ー
歌
一
＿
一
首
」
（
九

0
四

＼
六
）
で
は
、
我
が
子
の
死
に
至
る
ま
で
の
経
過
が
、
「
や
く
や
く
に
か

あ

さ

さ

た
ち
く
づ
ほ
り
朝
な
朝
な
言
ふ
こ
と
や
み
た
ま
き
は
る
命
絶
え

ぬ
れ
」
と
克
明
に
描
写
さ
れ
る
。
長
歌
で
は
最
後
に
「
我
が
子
飛
ば
し
つ
」

と
、
子
の
霊
魂
の
飛
翔
を
歌
い
、
そ
の
平
安
を
、
第
二
反
歌
で
、
弥
勒
浄

士
と
思
わ
れ
る
「
天
道
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憶
良
が
死
後
の
魂

の
行
く
末
を
案
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
現

世
に
お
い
て
肉
体
の
滅
び
ゆ
く
様
を
歌
に
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
っ
て
は

い
な
い
。

「
日
本
挽
歌
」
で
も
、
憶
良
は
「
妹
」
の
死
ん
で
横
た
わ
る
さ
ま
を
そ

の
ま
ま
に
「
こ
や
す
」
と
表
現
し
た
。
だ
が
、
「
こ
や
す
」
に
「
う
ち
な
び

き
」
を
前
置
す
る
こ
と
で
、
忌
む
べ
き
死
は
優
し
く
表
現
さ
れ
る
。
そ
こ

で
喚
起
さ
れ
た
光
景
は
藻
の
靡
く
が
ご
と
き
も
の
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
玉

藻
の
靡
く
な
よ
よ
か
な
光
景
は
、
「
死
」
と
直
結
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
か
な
げ
な
情
感
を
漂
わ
せ
る
。
「
う
ち
な
び
き
」
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た

「
死
」
は
、
も
は
や
単
に
冷
た
＜
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
う
ち

な
び
き
」
の
従
前
の
用
例
が
優
美
な
印
象
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
を
、
「
こ

や
し
ぬ
れ
」
と
忌
む
べ
き
語
に
続
け
さ
せ
た
そ
の
複
合
が
、
か
え
っ
て
独

特
の
情
感
を
醸
し
出
し
、
「
妹
」
の
死
を
美
し
く
表
現
す
る
。
実
際
作
者
に

と
っ
て
「
妹
」
は
死
ん
で
も
な
お
美
し
い
存
在
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
し
、

ま
た
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
「
寝
」
の
形
容
に
用
い
ら
れ
た
「
う
ち
な
び
く
」
に
は
、
「
な
び
か

四
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せ
る
」
も
の
に
身
を
任
せ
る
安
ら
ぎ
が
あ
る
。
し
か
る
に
憶
良
の
例
は
、

「
死
」
と
い
う
絶
対
不
可
避
な
力
に
や
む
な
く
倒
れ
る
状
況
に
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
は
、
大
伴
家
持
の
眼
の
と
ま
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

家
持
は
、
天
平
十
九
（
七
四
七
）
年
春
、
赴
任
先
の
越
中
で
病
床
に
臥
し
、

次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

忽
沈
柱
疾
殆
臨
泉
路
五
ぃ
作
歌
詞
一
以
申
二
悲
緒
二
首

大
君
の
任
け
の
ま
に
ま
に
ま
す
ら
を
の
心
振
り
起
こ
し
あ

し
ひ
き
の
山
坂
越
え
て
天
離
る
郡
に
下
り
来
息
だ
に
も
い

ま
だ
休
め
ず
年
月
も
い
く
ら
も
あ
ら
ぬ
に
う
つ
せ
み
の
世

の
人
な
れ
ば
う
ち
な
び
き
床
に
こ
い
ふ
し
痛
け
く
し
日
に

異
に
ま
さ
る
（
中
略
）
思
ほ
し
き
言
伝
て
遣
ら
ず
恋
ふ
る
に
し

せ

心
は
燃
え
ぬ
た
ま
き
は
る
命
惜
し
け
ど
為
む
す
べ
の
た
ど

き
を
知
ら
に
か
く
し
て
や
荒
し
男
す
ら
に
嘆
き
伏
せ
ら
む

（
巻
十
七
・
三
九
六
二
）

こ
の
病
状
は
、
続
い
て
大
伴
池
主
に
あ
て
た
「
更
贈
歌
一
首
」
（
三
九
六

九
）
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
「
う
ち
な
び
き
床
に
こ
い
ふ
し
」
と
表
現

さ
れ
る
。
病
に
ふ
す
こ
と
を
意
味
す
る
「
こ
い
ふ
す
」
は
、
集
中
に
稀
な

語
だ
が
、
先
に
挙
げ
た
憶
良
「
敬
下
和
為
二
熊
凝
玉
茫
其
志
一
歌
上
六
首
」
の

例
が
あ
る
。
家
持
の
こ
の
長
歌
に
は
、
憶
良
の
諸
作
品
の
影
響
が
多
く
窺

え
、
お
そ
ら
く
「
こ
い
ふ
す
」
の
使
用
も
、
憶
良
の
表
現
の
意
識
さ
れ
た

も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
「
殆
臨
二
泉
路
＿
」
ほ
ど
の
病
に
倒
れ
る
状
況

に
「
う
ち
な
び
く
」
を
用
い
た
の
も
、
憶
良
の
影
響
に
依
ろ
う
。
そ
こ
に

は
他
に
身
を
預
け
る
心
地
よ
さ
は
な
い
。
抗
う
べ
く
も
な
く
倒
れ
ふ
す
、

絶
対
的
な
服
従
で
あ
り
、
「
な
び
か
せ
る
」
も
の
に
対
す
る
「
な
び
く
」
こ

と
の
劣
性
が
全
面
的
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
「
ま
す
ら
を
」
心

も
萎
え
、
た
だ
家
族
を
恋
い
、
「
荒
し
男
す
ら
に
嘆
き
伏
」
し
て
い
る
病

状
を
、
家
持
は
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

三
年
の
後
、
天
平
勝
宝
二
（
七
五

0
)
年
五
月
二
十
七
日
、
家
持
は
女

婿
藤
原
二
郎
の
母
の
死
を
悼
み
、
次
の
「
挽
歌
一
首
」
を
詠
ん
で
い
る
。

つ

こ

と

玉
梓
の
道
来
る
人
の
伝
て
言
に
我
れ
に
語
ら
く
は
し
き
よ

し
君
は
こ
の
こ
ろ
う
ら
さ
び
て
嘆
か
ひ
い
ま
す
世
間
の
憂

け
く
辛
け
く
咲
く
花
も
時
に
う
つ
ろ
ふ
う
つ
せ
み
も
常
な

み

は

は

み

こ

と

く
あ
り
け
り
た
ら
ち
ね
の
御
母
の
命
何
し
か
も
時
し
は
あ

ら
む
を
ま
そ
鏡
見
れ
ど
も
飽
か
ず
玉
の
緒
の
惜
し
き
盛
り

に
立
つ
霧
の
失
せ
ぬ
る
ご
と
く
置
く
露
の
消
ぬ
る
が
ご
と

と
ど

く
玉
藻
な
す
靡
き
こ
い
ふ
し
行
く
水
の
留
め
か
ね
て
き
と

た
は
こ
と
か
人
の
言
ひ
つ
る
お
よ
づ
れ
か
人
の
告
げ
つ
る

（
巻
十
九
•
四
ニ
―
四
）

こ
の
女
性
の
最
期
の
様
子
は
、
遠
く
越
中
に
あ
っ
た
家
持
に
、
使
者
の
ロ

を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
使
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
に
至
る
ま

で
の
様
が
具
体
的
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
先
に
人
麻
呂
の
泣
血

哀
慟
歌
に
お
い
て
、

渡
る
日
の
暮
れ
行
く
が
ご
と
照
る
月
の
雲
隠
る
ご
と
沖
つ

藻

の

靡

き

し

妹

は

黄

葉

の

過

ぎ

て

い

行

く

と

玉

梓

の

使

の

言

へ

ば

（

巻

ニ

・

ニ

0
七）

と
、
人
目
を
忍
び
、
逢
い
難
い
関
係
に
あ
っ
た
「
軽
の
妻
」
の
最
期
が
語

り
告
げ
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
使
者
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
無
常
感
の
表
出
に

は
、
憶
良
の
「
老
身
重
病
経
レ
年
辛
苦
及
届
竺
児
等
一
歌
七
首
」
の
「
世
間

の
厭
け
く
辛
け
く
」
（
八
九
七
）
や
、
「
哀
二
世
間
難
＿
レ
住
歌
一
首
」
の
「
一

ゑ

ま

よ

び

云
」
に
あ
る
「
常
な
り
し
笑
ま
ひ
眉
引
き
咲
く
花
の
う
つ
ろ
ひ
に
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け
り
世
間
は
か
く
の
み
な
ら
し
」
（
八

0
四
）
の
影
響
が
窺
え
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
「
立
つ
霧
の
」
以
下
の
比
喩
が
直
接
形
容
す
る
「
こ
い
ふ
し
」

は
、
文
字
ど
お
り
「
倒
れ
伏
す
」
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
か
く

傍
く
も
「
倒
れ
伏
す
」
状
態
を
形
容
す
る
の
が
「
玉
藻
な
す
靡
き
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
女
性
の
つ
や
や
か
な
生
を
祐
彿
と
さ
せ
る
表
現
の
挿
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
使
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
死
の
様
で

あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
期
の
様
は
、
そ
の
死
を

見
届
け
得
な
か
っ
た
者
に
、
何
よ
り
美
し
く
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。か

か
る
文
脈
の
必
然
に
お
い
て
家
持
の
思
い
起
こ
し
た
の
が
、
憶
良
の

「
日
本
挽
歌
」
の
「
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ
れ
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

み
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
に
家
持
は
、
憶
良
の
表
現
を
真
に
理

解
し
、
か
つ
共
感
し
た
か
ら
こ
そ
、
自
ら
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
詠
み
得
た

の
だ
と
言
え
る
。
但
し
こ
の
場
合
、
家
持
は
「
う
ち
な
び
き
」
で
は
な
く

「
玉
藻
な
す
靡
き
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
女
性
の
姿
態
の
比

喩
に
他
な
ら
ず
、
「
う
ち
な
び
き
」
よ
り
も
喚
起
さ
れ
る
表
象
を
具
体
的
に

表
す
も
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
好
ん
だ
「
玉
藻
」
を
女
性
の
姿
態
に
喩
え

る
表
現
が
、
以
後
、
家
持
の
四
ニ
―
四
挽
歌
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
こ

と
は
注
視
さ
れ
よ
う
。
人
麻
呂
の
表
現
の
中
で
、
特
に
「
玉
藻
な
す
」
に

「
靡
き
」
の
続
く
も
の
は
、
い
ず
れ
も
「
玉
藻
な
す
靡
き
寝
し
子
を
」

（
巻
ニ
・
一
三
五
）
の
ご
と
く
「
寝
」
を
形
容
す
る
。
従
来
こ
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
た
「
玉
藻
な
す
靡
き
」
に
、
死
に
関
す
る
語
「
こ
い
ふ
す
」

を
続
け
た
の
は
、
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」
の
「
う
ち
な
び
き
こ
や
し
ぬ

れ
」
と
同
然
で
あ
る
。
か
つ
一
方
で
「
玉
藻
」
の
靡
き
を
女
性
の
比
喩
と

す
る
と
こ
ろ
に
人
麻
呂
の
影
響
は
見
逃
せ
ず
、
或
い
は
泣
血
哀
慟
歌
の
使

者
の
語
り
に
見
ら
れ
る
、
生
前
の
「
妹
」
の
姿
を
現
出
さ
せ
る
表
現
、
「
沖

つ
藻
の
靡
き
し
妹
は
」
が
想
起
さ
れ
て
い
る
や
も
し
れ
な
い
。

か
つ
て
憶
良
は
、
人
麻
呂
に
お
い
て
は
「
寝
」
る
こ
と
の
形
容
に
使
用

さ
れ
た
「
う
ち
な
び
き
」
を
、
忌
む
べ
き
語
に
続
け
て
、
女
性
の
死
を
表

現
し
た
。
家
持
は
憶
良
の
独
自
の
表
現
を
く
み
と
り
、
か
つ
そ
こ
に
人
麻

呂
の
優
美
な
女
性
の
姿
態
の
比
喩
表
現
を
も
っ
て
ま
た
自
ら
の
挽
歌
を
創

作
し
た
の
で
あ
る
。
万
葉
集
の
一
表
現
の
変
遷
の
う
ち
に
、
こ
と
ば
に
優

れ
て
鋭
敏
な
関
心
を
も
つ
三
歌
人
の
創
造
と
理
解
と
を
こ
こ
に
認
め
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。

一
表
現
の
特
性
は
、
こ
の
よ
う
に
、
先
立
つ
表
現
を
い
か
に
受
け
継
ぎ
、

か
つ
後
に
い
か
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確
に

把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
憶
良
の
表
現
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
今

後
な
お
か
か
る
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

注
ー
「
孤
語
」
（
「
文
学
・
語
学
」
―
一
号
）
。

2

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
・
中
』
（
第
五
篇
第
六
章
山
上
憶
良
の

述
作
）
は
、
そ
の
特
異
性
の
漢
籍
に
由
来
す
る
例
の
多
い
こ
と
を
出
典
を
挙
げ
て
指

摘
し
た
。
林
勉
「
山
上
憶
良
の
言
葉
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
四
集
）
、
井
村
哲
夫
『
赤

ら
小
船
万
葉
作
家
作
品
論
』
（
「
作
家
論
の
た
め
に
ー
万
葉
歌
人
の
語
彙
量
調
査

ー
」
）
は
、
使
用
語
彙
の
調
査
に
よ
り
、
副
詞
、
動
詞
、
と
く
に
複
合
動
詞
の
使
用
率

の
高
い
こ
と
を
述
べ
る
。

3

「
掌
中
の
愛
ー
恋
男
子
名
古
日
歌
ー
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
五
十
八
年
八
月
号
）
。

4

「
万
葉
集
の
作
品
と
歌
風
』
（
「
山
上
憶
良
ー
人
麻
呂
へ
の
反
逆
ー
」
）
。

5

井
村
哲
夫
『
憶
良
と
虫
麻
呂
」
（
「
三
つ
の
挽
歌
ー
大
伯
皇
女
・
憶
良
・
家
持
」
）

6

「
夕
星
の
」
「
ぬ
え
鳥
の
」
、
ま
た
「
天
飛
ぶ
や
」
は
枕
詞
で
あ
る
。
憶
良
の
、
一

般
に
枕
詞
と
さ
れ
る
も
の
で
は
、
右
の
他
に
「
あ
を
に
よ
し
国
内
」
（
七
九
七
）
「
た

ま
き
は
る
う
ち
」
（
八
九
七
）
な
ど
従
来
と
異
な
る
使
い
方
の
も
の
と
、
「
も
ち
鳥
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の
か
か
ら
は
し
も
よ
」
（
八

0
0
)
な
ど
集
中
に
孤
例
の
も
の
と
で
、
合
わ
せ
て
憶

良
の
枕
詞
使
用
の
ほ
ぽ
半
分
を
占
め
る
。

7

芳
賀
紀
雄
「
山
上
憶
良
ー
老
身
重
病
経
年
辛
苦
及
思
児
等
歌
ー
」
（
「
万
葉
」
百
三
十
五
号
）
。

8
伊
藤
博
『
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
・
下
』
（
第
八
章
第
二
節
学
士
の
歌
）
。

9
こ
の
よ
う
な
均
整
な
長
歌
形
式
へ
の
志
向
は
、
憶
良
の
他
の
作
品
に
も
窺
え
る
。

例
え
ば
「
哀
二
世
間
難
＿
レ
住
歌
一
首
」
に
お
い
て
、
異
文
系
統
に
よ
れ
ば
、
娘
子
と

ま
す
ら
を
の
叙
述
は
と
も
に
二
十
八
句
で
あ
る
（
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
集
二
』
）
。

1
0
(
A
)
の
例
は
他
に
四
三
三
、
九
三
一
、
三

0
四
四
。

(C)
は
、
五

0
五
、
三
二

六
六
、
三
二
六
七
、
三
九
九
三
。
巻
四
・
五

0
五
の
、

今
さ
ら
に
何
を
か
思
は
む
打
靡
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
を
（
安
倍
女
郎
）

は
、
「
ウ
チ
ナ
ビ
ク
」
「
ウ
チ
ナ
ビ
キ
」
双
方
の
訓
み
が
考
え
ら
れ
る
が
、
と
り
あ
え

と
よ

ず
序
を
持
た
ぬ
形
か
ら
し
て
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
し
響
め
ば
宇
知
奈
批
久
心

も
し
の
に
そ
こ
を
し
も
う
ら
恋
し
み
と
」
（
巻
十
七
・
三
九
九
―
―
―
家
持
）
の
仮

名
書
例
に
従
う
。

11

大
久
保
正
『
万
葉
集
東
歌
論
孜
』
（
第
一
部
論
考
篇

1
万
葉
集
東
歌
の
性
格
）
。

1
2
「
『
あ
り
』
を
前
項
と
す
る
複
合
動
詞
の
構
成
」
（
「
万
葉
」
百
一
号
）
。

1
3
奈
良
朝
以
降
、
「
う
ち
な
び
く
春
さ
り
来
れ
ば
」
（
巻
三
・
ニ
六

0
)
な
ど
、
春

の
枕
詞
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
春
の
柔
ら
か
な
草
々
の
そ
よ
ぐ
風
景
を
表

す
も
の
だ
が
、
特
に
枕
詞
と
し
て
五
音
句
の
必
要
上
、
「
う
ち
な
び
く
」
で
固
定
し
た

表
現
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

1
4
他
に
は
「
個
」
の
字
が
用
い
ら
れ
（
巻
十
三
•
三
三
三
九
他
）
、
こ
れ
は
そ
の
字
義

と
詠
ま
れ
た
歌
の
内
容
か
ら
「
コ
ヤ
ス
」
と
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
展
転
」

（
巻
ニ
・
四
七
五
）
「
反
側
」
（
巻
九
・
一
七
四

0
)
の
語
は
、
一
般
に
「
コ
イ
マ
ロ

ビ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。

1
5
段
玉
裁
注
は
「
臥
、
伏
也
。
伏
大
徐
作
レ
休
。
誤
。
…
…
臥
―
―
於
几
一
。
故
曰
レ
伏
。
」

と
し
て
い
る
。
し
か
し
徐
瀕
『
説
文
解
字
注
箋
』
は
「
不
レ
知
二
段
所
レ
拠
何
本
一
」

と
疑
問
視
し
、
大
小
徐
本
、
及
び
『
説
文
解
字
五
音
韻
譜
』
を
重
ん
じ
る
。
以
後
、

桂
腹
『
説
文
解
字
義
証
』
、
朱
駿
声
『
説
文
解
字
通
訓
定
声
』
等
も
「
休
」
を
採
る
。

そ
れ
に
従
う
。

16

同
じ
身
を
横
た
え
る
状
態
で
も
、
本
文
に
挙
げ
た
二
三

0
二
歌
や
、

ふ
せ
れ
ど
も

む
し
今
を
な
ご
や
が
下
に
雖
レ
臥
妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
し
も

博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科

（
巻
四
・
五
二
四
藤
原
麻
呂
）

の
よ
う
に
、
休
息
す
る
、
ま
た
寝
る
こ
と
に
は
「
臥
」
が
使
わ
れ
る
。

1
7
た
だ
し
「
讃
岐
狭
苓
嶋
視
二
石
中
死
人
一
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
」
（
巻
ニ
・

ニ
ニ

0
)
で
は
、
死
人
の
横
た
わ
る
様
が
「
荒
床
に
自
伏
君
之
」
と
表
さ
れ
て
い

る
。
「
自
伏
」
に
つ
い
て
『
万
葉
集
注
釈
』
以
後
、
諸
注
一
様
に
「
一
人
で
伏
し
て
い

る
」
と
捉
え
る
が
、
「
自
」
に
は
、
一
般
に
「
独
り
」
の
義
は
認
め
ら
れ
な
い
。
他
か

ら
の
拘
束
に
依
ら
ず
自
分
か
ら
、
と
い
う
意
で
「
み
ず
か
ら
伏
す
」
と
解
す
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

1
8
下
っ
て
平
安
時
代
に
な
る
と
、
「
こ
ゆ
」
の
用
例
は
見
出
し
難
い
（
書
紀
古
訓
も
「
臥
」

を
「
フ
ス
」
と
訓
む
が
、
「
反
側
」
を
「
コ
イ
マ
ロ
ヒ
」
と
す
る
例
が
残
る
）
。
類
衆

名
義
抄
（
観
智
院
本
）
に
お
い
て
、
「
フ
ス
」
と
訓
む
字
は
多
い
が
、
「
コ
ヤ
ス
」
と

訓
ま
れ
る
例
は
な
い
。
「
臥
」
の
項
に
は
「
フ
ス
禾
具
ヮ
」
と
あ
る
。
「
コ
ユ
」
か
ら
、

次
第
に
「
フ
ス
」
と
訓
ま
れ
、
一
方
で
「
グ
ヮ
」
と
い
う
音
訓
み
が
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
看
取
さ
れ
る
。
「
こ
ゆ
」
の
義
は
、
も
と
は
別
の
語
で
あ
っ
た
「
ふ
す
」
に

包
含
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

19

堀
一
郎
『
宗
教
・
習
俗
の
生
活
規
制
』
（
三
万
葉
集
に
あ
ら
わ
れ
た
葬
制
と
、
他

界
観
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
）
。

2
0
青
木
生
子
『
万
葉
挽
歌
論
』
（
第
五
章
第
二
節

2
1
注
3
前
掲
論
文
。

付
記稿

を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
終
始
、
芳
賀
紀
雄
先
生
の
ご
指
導
を
賜
り
ま

し
た
。（

筑
波
大
学
大
学
院

日
本
文
学
）

熊
凝
歌
の
場
合
）
。
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