
一
、
総
題
を
掲
げ
る
歌
々

万
葉
集
末
四
巻
は
、
日
次
の
順
に
し
た
が
っ
て
歌
を
掲
載
し
、
か
つ
、
各
々

の
歌
に
題
詞
を
付
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
巻
十
九
の

四
一
五
九
し
四
一
六
五
の
歌
は
、
題
詞
を
持
つ
四
つ
の
歌
の
前
に
、
そ
れ
ら
を

（注
1
)

さ
ら
に
大
き
く
包
括
す
る
総
題
を
掲
げ
て
い
る
。

あ
た

季
春
の
三
月
の
九
日
に
、
出
挙
の
政
に
擬
り
て
、
古
江
の
村
に
行
く
道
の

上
に
し
て
、
物
花
を
属
目
す
る
詠
、
井
せ
て
興
の
中
に
作
る
歌

渋
稔
の
崎
を
過
ぎ
て
、
巌
の
上
の
樹
を
見
る
歌
一
首
（
四
一
五
九
）

よ
の
な
か

世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
（
四
一
六

0
l
四
一
六
二
）

予
め
作
る
七
夕
の
歌
一
首
（
四
一
六
三
）

わ
が

勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

（
四
一
六
四
し
四
一
六
五
）

右
の
四
一
五
九
し
四
一
六
五
で
は
、
総
題
に
よ
っ
て
四
つ
の
歌
が
一
括
さ
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
内
容
面
で
の
関
連
は
容
易
に
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
こ
に
総
題
を
掲
げ
て
い
る
の
も
、
「
三
月
九
日
」
（
天
平
勝
宝
二

年
）
に
近
い
日
に
詠
ま
れ
た
歌
を
単
に
一
括
し
た
だ
け
か
も
し
れ
ず
、
形
の
上

総
題
を
掲
げ
る
歌
群

—
大
伴
家
持
論
序
説
—
ー

で
の
ま
と
ま
り
を
、
た
だ
ち
に
歌
の
内
容
の
関
連
に
結
び
つ
け
て
よ
い
の
か
ど

う
か
躊
躇
さ
れ
も
す
る
。

こ
の
一
群
の
歌
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
、
日
付
の
状
況
か
ら
こ
れ
ら
が
内

面
的
関
連
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
（
「
大
伴
家
持
の
手
法
」
萬
葉
第
百

十
七
号
）
、
橋
本
達
雄
氏
は
、
四
つ
の
歌
の
解
読
を
通
し
て
相
互
の
閑
連
を
具

説
し
て
い
る
（
「
天
平
勝
宝
二
年
一
二
月
、
出
挙
の
歌
」
『
大
伴
家
持
作
品
論
孜
』
）
。

本
稿
の
見
る
と
こ
ろ
、
両
氏
の
論
は
当
面
四
つ
の
歌
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め

の
正
し
い
方
向
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
を
保
証
す

る
た
め
に
は
、
こ
の
歌
群
の
前
に
掲
げ
ら
れ
た
総
題
が
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
総
題
が
「
三
月
九

日
」
と
い
う
日
付
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ
の
日
付
と
歌
の
連
作
性
と
の
か
か
わ

り
も
検
討
す
べ
き
課
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
両
氏
の
論
に
よ

っ
て
言
い
つ
く
さ
れ
た
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
四
つ

の
歌
を
検
討
し
、
各
々
の
歌
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の

歌
群
に
総
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
示
す
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

朝

比

奈

英

夫
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二
、
四
つ
の
歌
群

①
「
つ
ま
ま
」
を
見
る
歌

渋
総
の
崎
を
過
ぎ
て
、
巌
の
上
の
樹
を
見
る
歌
一
首
樹
の
名
は
つ
ま
ま

磯
の
上
の
つ
ま
ま
を
見
れ
ば
根
を
延
へ
て
年
深
く
あ
ら
し
神
さ
び
に
け
り

（
四
一
五
九
）

右
の
歌
は
、
題
詞
の
「
巌
の
上
の
樹
を
見
る
」
と
歌
の
「
磯
の
上
の
つ
ま
ま

を
見
れ
ば
」
と
に
よ
っ
て
、
総
題
に
い
う
「
物
花
を
属
目
す
る
詠
」
に
対
応
す

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
首
は
、
年
を
経
て
な
お
繁
茂
す
る
巌
上
の

「
つ
ま
ま
」
を
見
て
ほ
め
る
老
樹
讃
美
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

第
三
句
の
「
根
を
延
へ
て
」
は
、
根
が
盛
り
上
が
る
特
性
を
持
つ
と
い
う

「
つ
ま
ま
」
の
老
樹
（
鴻
巣
盛
広
『
北
陸
萬
葉
集
古
蹟
研
究
』
五
九
頁
し
）
が
、

岩
に
根
を
絡
ま
せ
て
立
つ
厳
め
し
い
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
老
樹
の
年

輪
を
表
現
す
る
「
年
深
し
」
は
、
次
の
騎
賓
王
や
李
嬌
の
詩
に
見
ら
れ
る
漢
語

「
年
深
」
の
翻
読
語
と
思
わ
れ
る
（
『
新
潮
古
典
集
成
』
頭
注
）
。

行
き
て
鴎
夷
の
没
す
る
を
嘆
き
、
逮
き
て
湛
慮
の
飛
ぶ
を
惜
し
む
。
地
古

く
し
て
姻
塵
暗
く
、
年
深
く
し
て
館
宇
稀
な
り
。
山
川
は
四
望
す
る
に
是

あ
り
。
人
事
は
一
朝
に
し
て
非
ず
。
（
「
夕
に
藉
呉
に
次
す
」
騎
臨
海
集

箋
注
巻
五
）

薔
宮
賢
臣
相
築
き
、
新
苑
聖
君
来
た
る
。
運
改
ま
り
城
陸
愛
じ
、
年
深
く

、、
し
て
棟
宇
描
く
。
後
池
水
を
復
す
る
こ
と
な
く
、
前
殿
灰
と
な
る
こ
と
久

し
。
（
「
長
安
故
城
未
央
宮
に
幸
し
て
制
に
應
ず
る
に
奉
和
す
」
全
唐
詩
巻

六
十
二
）

右
に
お
い
て
、
詩
人
は
、
往
古
に
栄
え
た
土
地
や
宮
が
衰
微
し
て
い
っ
た
あ

り
さ
ま
に
深
い
詠
嘆
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
年
深
」
に
は
、

人
間
の
偉
業
を
押
し
流
す
歳
月
を
神
秘
な
存
在
と
と
ら
え
る
感
慨
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
漠
語
を
翻
読
し
た
「
年
深
し
」
は
、
集
中
、
他
に

（注
2
)

二
例
見
ら
れ
る
。

い
お
し
て
る
難
波
の
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
君
が
聞
こ
し
て
年
深
く

長
く
し
言
へ
ば
…
•
•
•
(
4．
六
一
九
）

、
、
、

回
―
つ
松
幾
世
か
経
ぬ
る
吹
く
風
の
音
の
清
き
は
年
深
み
か
も

(
6
・
 

1
0四
二
）

い
は
家
持
の
叔
母
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
、
回
は
家
持
が
参
加
し
た
活
道
の
岡

の
宴
で
の
市
原
王
の
歌
で
あ
る
。
回
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
い

も
、
叔
母
の
詠
で
あ
る
こ
と
と
て
、
お
そ
ら
く
家
持
の
熟
知
す
る
歌
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
し
か
も
回
は
、
当
面
の
四
一
五
九
と
同
じ
く
老
樹
を
讃
え
る
歌
で
あ

る
。
清
ら
か
な
松
籟
を
も
た
ら
し
た
幾
多
の
歳
月
へ
の
感
慨
を
う
た
う
回
の

「
年
深
し
」
は
、
漢
語
「
年
深
」
と
同
様
、
歳
月
の
重
み
を
強
調
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
家
持
は
、
こ
こ
か
ら
、
漠
籍
に
由
来
を
持
つ
「
年
深
し
」
を
学
び
、

「
つ
ま
ま
」
の
讃
美
に
活
用
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有

す
る
四
一
五
九
の
「
年
深
し
」
に
は
、
長
い
歳
月
に
わ
た
る
老
樹
の
生
命
力
の

横
溢
に
対
す
る
家
持
の
畏
敬
の
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
感

銘
か
ら
、
霊
妙
さ
を
帯
び
た
崇
高
な
存
在
と
し
て
老
樹
を
称
揚
す
る
結
句
「
神

さ
び
に
け
り
」
と
い
う
讃
美
が
、
素
直
に
導
か
れ
て
く
る
。

古
代
に
お
い
て
、
栄
え
る
も
の
を
見
て
そ
れ
を
讃
え
る
こ
と
は
、
タ
マ
フ
リ

と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
行
為
と
さ
れ
た
（
土
橋
寛
「
『
見
る
』
こ
と
の
タ

マ
フ
リ
的
意
義
」
萬
葉
第
三
十
九
号
）
。
加
え
て
、
四
一
五
九
の
題
詞
に
見
ら

れ
る
「
ー
を
過
ぎ
て
、
ー
—
ー
を
見
る
歌
」
と
い
う
型
は
、
こ
の
歌
が
古
く
か

ら
の
国
ボ
メ
に
源
を
発
す
る
物
ボ
メ
の
歌
の
伝
統
に
連
な
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
（
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
下
、
第
七
章
第
三
節
）
。
と
す
れ
ば
、
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繁
茂
す
る
「
つ
ま
ま
」
の
老
樹
を
う
た
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
老
樹
を
見
る

者
と
、
そ
れ
が
生
い
立
つ
越
中
の
国
土
と
の
繁
栄
を
願
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

四
一
五
九
は
、
内
容
・
形
式
と
も
に
伝
統
的
な
諧
歌
の
性
格
を
備
え
、
生
産
に

か
か
わ
る
重
要
な
「
出
挙
の
政
」
に
あ
た
る
国
守
家
持
の
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い

歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
総
題
の
冒
頭
部
に
「
出
挙
の
政
」
が
、
家
持
の
意

気
ご
み
を
こ
め
る
か
の
よ
う
に
高
々
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
故
な
し
と
し

な
い
。②

世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌

右
老
樹
讃
美
の
歌
に
続
く
四
一
六

0
l
四
一
六
二
で
は
、
一
転
し
て
世
の
中

の
熊
常
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

世
間
の
餌
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

天
地
の
遠
き
始
め
よ
貴
間
は
常
な
き
も
の
と
語
り
継
ぎ
流
ら

き
た

へ
来
れ
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
照
る
月
も
満
ち
欠
け
し
け
り

こ

ぬ

れ

あ
し
ひ
き
の
由
の
木
末
も
春
さ
れ
ば
花
咲
き
に
ほ
ひ
秋
づ
け

ば
露
霜
負
ひ
て
風
交
り
も
み
ち
散
り
け
り
う
つ
せ
み
も
か
く
の

み
な
ら
し
紅
の
色
も
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
変
り
朝
の

ゅ
ふ
へ

笑
み
夕
変
ら
ひ
吹
く
風
の
見
え
ぬ
が
ご
と
く
行
く
水
の
止
ま

ら
ぬ
ご
と
く
常
も
な
く
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば
に
は
た
づ
み
流
る
る

涙
留
め
か
ね
つ
も
（
四
一
六

0
)

言
と
は
ぬ
木
す
ら
春
咲
き
秋
づ
け
ば
も
み
ち
散
ら
く
は
常
を
な
み
こ
そ
応

は
「
常
な
け
む
（
四
一
六
一
）

と
ぞ
」
と
い
ふ

う
つ
せ
み
の
常
な
き
見
れ
ば
世
間
に
心
つ
け
ず
て
思
ふ
日
ぞ
多
き
ご
汀
恥

謬
い
」
（
四
一
六
二
）

右
の
歌
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
『
富
葉
集
全
釈
』
以
下
に
指
摘
さ
れ
る
と
お

り
、
家
持
は
、
山
上
憧
良
の
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
」

(
5
•
八
0
四
し
八
0
五
）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
先
行

す
る
憶
良
歌
を
よ
り
重
く
み
て
、
家
持
の
歌
に
つ
い
て
は
、
億
良
の
歌
を
「
校

そ
う
と
し
た
」
（
寓
葉
集
私
注
）
作
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
な
位
置
づ
け
を
試

み
る
見
解
も
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、

…
…
行
く
水
の
帰
ら
ぬ
ご
と
く
吹
く
風
の
見
え
ぬ
が
ご
と
く
跡

も
な
き
世
の
人
に
し
て
・
・
・
・
・
・

(15.
―
―
一
六
二
五
）

み
立
た
し
の
島
を
見
る
時
に
は
た
づ
み
流
る
る
涙
止
め
ぞ
か
ね
つ
る

(
2
．
一
七
八
）

と
い
う
先
行
歌
の
表
現
を
当
面
の
家
持
歌
か
利
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
家
持
歌

の
独
自
性
を
疑
う
態
度
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
家
持
歌
に
対
す
る
「
概
念
的
」

（
萬
葉
集
総
釈
）
「
形
式
的
」
（
謳
葉
集
全
註
釈
）
と
い
う
批
判
の
一
因
は
、
こ

こ
に
山
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
見
る
と
こ
ろ
、
家
持
歌
の
構

成
や
表
現
に
は
、
憶
良
歌
と
は
異
な
る
配
慮
が
見
受
け
ら
れ
る
。
当
面
の
歌
が

憶
良
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
単
な
る
模
倣
と
認
め
て
よ
い
の
か

ど
う
か
は
、
そ
の
点
を
検
討
し
た
上
で
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

憶
良
の
長
歌
（
八

0
四
）
は
、
冒
頭
に
逃
れ
よ
う
の
な
い
老
苦
の
定
め
を
述

ベ
（
八
句
）
、
以
下
、
盛
り
に
あ
る
娘
子
の
老
い
ゆ
く
姿
（
一
六
句
）
と
雄
々

し
さ
を
誇
る
男
の
老
い
ゆ
く
姿
（
―
-
八
句
）
と
を
対
比
さ
せ
て
、
最
後
に
「
た

（注
3
)

ま
き
は
る
命
惜
し
け
ど
為
む
す
べ
も
な
し
」
と
い
う
悲
嘆
で
結
ば
れ
て
い
る
。

こ

と

反
歌
一
首
は
、
老
い
と
死
と
を
「
世
の
事
理
」
と
し
て
陀
認
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
憶
良
歌
の
構
成
は
、
人
間
の
宿
命
と
し
て
の
無
常
を
執
拗
に
追
う
視
点
に

よ
っ
て
貝
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

対
す
る
家
持
の
長
歌
（
四
一
六

0
)
は
、
冒
頭
六
句
の
総
綸
以
下
、
自
然
の

上
に
具
現
す
る
無
常
と
人
間
の
老
い
の
中
に
見
え
る
無
常
と
を

天
の
原
：
．．．． 
も
み
ち
散
り
け
り
(
―
二
句
）
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紅
の
…
…
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば
(
―
二
句
）

と
対
比
さ
せ
、
末
尾
三
句
で
嘆
き
を
う
た
う
。
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
「
う
つ
せ

み
も
か
く
の
み
な
ら
し
」
は
、
自
然
と
人
間
と
の
あ
り
さ
ま
を
強
く
結
び
合
わ

せ
、
無
常
と
い
う
定
め
が
万
物
を
覆
う
宿
命
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
家
持

は
、
自
然
と
人
間
と
に
等
し
く
―
二
句
ず
つ
を
配
し
、
双
方
を
平
等
に
重
視
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
世
間
無
常
」
と
い
う
思
考
を
よ
り
普
遍
的
な
視
点
で
う

た
お
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
反
歌
二
首
が
、
そ
れ
ぞ
れ

自
然
の
無
常
と
人
間
の
無
常
と
を
承
け
て
詠
ま
れ
て
い
る
点
に
、
は
っ
き
り
と

示
さ
れ
て
い
る
。

憶
良
歌
と
家
持
歌
と
の
こ
の
よ
う
な
構
成
面
で
の
相
違
は
、
家
持
の
長
歌

が
、
「
紅
の
色
も
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
変
り
」
と
、
女
性
の
容
姿
の
描

写
を
用
い
て
人
間
の
老
い
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
家
持
歌
の
こ
の
部
分
は
、
憶
良
の
長
歌
（
八

0
四
）
に
見
ら
れ
る
、

み

な

わ

た

•
…
•
鱚
の
腸
か
黒
き
髪
に
い
つ
の
間
か
霜
の
降
り
け
む
紅
の

面
の
上
に
い
づ
ゆ
く
か
徽
が
来
り
し
…
…
（
5

．
八

0
四）

に
学
ん
だ
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
憶
良
歌
の
本
旨
は
、
後
半
に
展
開
さ
れ

る
男
の
老
醜
を
う
た
う
二
八
句
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
井
村
哲
夫
『
憶
良
と
虫

麻
呂
』
―
―
八
頁
）
。
序
の
「
一
章
の
歌
を
作
り
、
も
ち
て
二
毛
の
嘆
き
を
撥

ふ
」
と
い
う
言
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
二
八
句
は
憶
良
自
身
の
姿
の
投
影

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
持
は
、
憶
良
歌
の
主
眼
を
な
す
部
分
は
採
ら
ず

に
、
人
間
の
無
常
の
具
象
と
し
て
、
視
覚
的
な
効
果
を
持
つ
「
紅
」
「
黒
髪
」

と
い
う
女
性
の
容
姿
の
う
つ
ろ
い
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
憶
良
や
家
持
自
身
の

「
二
毛
の
嘆
」
に
直
結
す
る
男
の
老
醜
の
姿
を
あ
え
て
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
無
常
と
い
う
宿
命
か
ら
逃
れ
得
な
い
人
間
の
姿
が
、
一
旦
は
客
観
視
さ

れ
、
そ
の
上
で
自
然
の
あ
り
さ
ま
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
表

現
上
の
配
慮
は
、
人
間
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
万
物
の
本
性
を
無
常
で
あ

る
こ
と
と
見
る
家
持
の
思
考
に
基
く
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
憶
良
歌
が
、

憶
良
自
身
の
姿
を
投
影
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
盛
衰
を
視
点
に
据
え
て

「
世
間
無
常
」
を
と
ら
え
る
の
に
対
し
て
、
家
持
は
、
人
間
も
ま
た
そ
の
「
世

間
」
に
包
摂
さ
れ
る
一
個
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
こ
こ
に
、
憶

良
歌
と
家
持
歌
の
際
立
っ
た
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
第
二
反
歌
（
四
一
六
二
）
に
お
い
て
、
家
持
は
、
「
世
間
に
心
つ
け

ず
て
」
と
、
無
常
の
世
の
中
へ
の
執
着
を
絶
ち
切
ろ
う
と
す
る
態
度
を
と
る
。

し
か
し
、
逆
接
的
な
呼
吸
で
「
思
ふ
日
ぞ
多
き
」
と
続
け
て
、
万
物
を
覆
う
無

常
と
い
う
宿
命
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
逆
に
世
の
中
の
無
常
を
凝
視
せ

ざ
る
を
得
な
い
心
の
葛
藤
を
う
た
っ
て
い
る
。
「
世
間
無
常
」
に
対
す
る
こ
う

し
た
内
省
的
な
思
索
は
、
そ
れ
が
家
持
の
心
底
深
く
し
み
透
っ
た
思
考
で
あ
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

家
持
は
、
こ
の
よ
う
な
深
い
思
索
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
世
間
の
無

常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
に
見
ら
れ
る
構
成
や
表
現
に
至
り
着
い
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
家
持
歌
の
整
っ
た
構
成
が
、
「
世
間
無
常
」
と
い
う
思

考
を
熟
慮
の
上
で
整
然
と
説
こ
う
と
す
る
家
持
の
意
図
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

際
に
家
持
の
念
頭
に
あ
っ
た
憶
良
歌
を
十
分
に
読
解
し
、
そ
の
本
質
を
見
抜
い

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
前
述
の
よ
う
な
憶
良
歌
と
家
持
歌
と
の
き
わ
や
か
な
違
い

が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

家
持
歌
は
、
憶
良
歌
の
単
な
る
模
倣
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
家
持
独
自
の
作

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
こ
で
憶
良
歌
を
踏
ま
え

た
こ
と
は
、
憶
良
歌
に
積
極
的
に
学
び
つ
つ
先
行
歌
の
表
現
を
も
吸
収
し
な
が

ら
、
独
自
の
手
法
に
よ
っ
て
「
世
間
無
常
」
と
い
う
思
い
を
創
作
に
託
そ
う
と
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す
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
給
題
に
い
う
「
興
」
と
は
、
家
持

の
こ
う
し
た
態
度
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
「
興
」
は
、

何
に
よ
っ
て
呼
び
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
の
前
に
詠
ま
れ
た
老
樹
讃
歌
「
物
花
を
属

目
す
る
詠
」
（
四
一
五
九
）
の
持
つ
タ
マ
フ
リ
と
し
て
の
意
義
を
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、
四
一
五
九
と
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぷ
る
歌
」
と
は
、
繁
栄
の
願
い
と
無

常
に
対
す
る
悲
嘆
と
い
う
対
立
す
る
樗
図
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
世

間
無
常
」
の
忍
い
を
深
く
抱
く
家
持
が
、
「
つ
ま
ま
」
の
溢
れ
る
生
命
力
を
目

に
し
た
時
、
老
樹
を
諮
美
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
家
持
の
思

考
は
、
お
の
ず
と
、
老
樹
の
繁
栄
と
は
対
極
に
あ
る
世
の
中
の
無
常
の
さ
ま
に

及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
凪
わ
れ
る
。
「
世
間
の
集
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
が
、
家

持
の
思
考
の
必
然
的
な
流
れ
に
従
っ
て
老
樹
讃
歌
に
続
い
て
詠
ま
れ
た
作
で
あ

、
、
、

る
な
ら
ば
、
総
題
の
「
物
花
を
属
日
す
る
詠
、
井
せ
て
興
の
中
に
作
る
歌
」
と

い
う
表
視
は
、
単
に
両
者
を
一
対
と
し
て
取
り
上
げ
た
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
こ
に
い
う
「
井
せ
て
」
と
は
、
両
者
の
間
に
あ
る
内
面
的
な
関
連
に
対
応
す

る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

③
予
作
七
夕
歌

予
め
作
る
七
夕
の
歌

妹
か
袖
我
れ
枕
か
む
川
の
瀬
に
霧
立
ち
わ
た
れ
さ
夜
更
け
ぬ
と
に

（
四
一
六
三
）

右
の
歌
に
お
い
て
ま
ず
抱
か
れ
る
不
審
は
、
「
三
月
」
に
七
夕
歌
が
詠
ま
れ

た
点
で
あ
る
。
七
夕
の
夜
の
た
め
の
「
予
作
」
と
見
る
に
は
、
「
三
月
」
は
あ

ま
り
に
も
早
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
審
は
、
末
四
巻
に
見
ら
れ
る
家
持
の

予
作
歌
や
追
和
歌
が
、
す
べ
て
実
用
的
な
場
の
要
請
か
ら
で
は
な
く
、
家
持
の

文
芸
的
な
営
み
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
伊
藤
博
氏
の
見
解
（
『
菖
葉
集
の
表
現

と
方
法
』
下
、
第
九
章
第
一
節
）
に
よ
っ
て
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
方

に
立
て
ば
、
右
の
「
予
作
七
夕
歌
」
は
、
来
た
る
べ
き
七
夕
の
日
に
披
露
さ
れ

る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
感
興
の
も
と
に
、
七
夕
歌

の
体
を
借
り
つ
つ
詠
ま
れ
た
歌
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
感

典
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
疑
閲
が
生
じ
て
く
る
。

当
面
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
憶
良
の
七
夕
歌
、

彦
星
の
妻
迎
へ
舟
漕
ぎ
出
ら
し
天
の
川
原
に
霧
の
立
て
る
は

(
8
•
一
五
一
＿
七
）

を
心
に
置
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
（
『
新
潮
古
典
集
成
』
頭
注
）
が

あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
「
予
作
七
夕
歌
」
の
前
に
詠
ま
れ
た
「
世
間
の
無
常

を
悲
し
ぶ
る
歌
」
は
、
憶
良
の
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
」

を
踏
ま
え
て
い
る
。
右
の
指
摘
に
従
え
ば
、
家
持
の
思
い
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
憶
良
の
七
夕
歌
一
五
二
七
に
及
び
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
予
作
七
夕
歌
」
が

詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
流
れ
が
、
ひ
と
ま
ず
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、

こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
家
持
が
「
世
間
無
常
」
を
取
り
上
げ
る
こ

と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
何
故
、
憶
良
の
歌
々
の
中
で
も
と
く
に
七
夕
歌
を

想
起
し
た
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
右
の
七
夕
歌
一
五
二
七

を
合
む
憶
良
の
七
夕
歌
群

(
8
．
一
五
一
八
し
一
五
二
九
）
は
、
家
持
も
滞
在

し
た
こ
と
の
あ
る
大
宰
府
で
詠
ま
れ
た
歌
を
核
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
家
持
の
記
憶
の
中
に
あ
っ
た
と
見
て
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
七
夕
歌
群

の
中
の
一
五
―

-
0
し
一
五
ニ
ニ
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
、
二
星
の
「
苛
酷
な

宿
命
」
と
人
の
世
の
「
す
べ
な
さ
」
と
を
結
び
合
わ
せ
た
作
と
論
じ
て
い
る

（
「
憶
良
七
夕
歌
の
意
義
」
美
夫
宕
志
第
三
十
四
号
）
。
世
の
中
を
す
べ
な
ぎ
も

の
と
と
ら
え
る
の
は
、
憶
良
文
学
の
板
底
に
通
う
認
識
と
い
え
る
。
そ
の
態
度

は
た
し
か
に
憶
良
の
七
夕
歌
の
中
に
も
貫
か
れ
て
い
る
。
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家
持
が
「
世
間
無
常
」
と
い
う
思
考
に
向
き
合
い
、
憶
良
の
「
世
間
の
住
み

か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
」
を
回
想
し
た
時
、
こ
の
よ
う
な
憶
良
の
七
夕
歌

一
五
二
〇
し
一
五
ニ
ニ
に
思
い
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
年
に
一
度
の
逢
瀬
の
み

が
許
さ
れ
る
天
界
の
二
星
は
、
無
常
を
嘆
く
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
抗
う
こ
と

の
で
き
な
い
宿
命
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
憶
良
の
七
夕
歌
一
五
二
〇
し
一
五
二

ニ
に
思
い
及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
二
星
へ
の
共
感
に
う
な
が
さ
れ
て
、

家
持
は
、
時
な
ら
ぬ
「
三
月
」
に
七
夕
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
予
作
七
夕
歌
」
が
牽
牛
の
立
場
の
詠
で
あ
る
こ
と

が
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。
一
首
の
主
旨
は
、
結
句
「
さ
夜
更
け
ぬ
と

に
」
に
よ
る
と
、
七
夕
の
夜
、
牽
牛
が
渡
河
に
臨
む
場
面
を
う
た
う
点
に
あ

る
。
そ
の
牽
牛
の
願
い
「
霧
立
ち
わ
た
れ
」
は
、
『
萬
葉
拾
穂
抄
』
以
下
の
多

く
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
夜
霧
に
紛
れ
て
逢
瀬
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
心
情
を
背

景
に
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
夜
が
明
け
る
ま
で
に
「
霧
」

の
立
つ
こ
と
が
、
二
星
の
逢
会
の
成
就
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
と
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
故
、
一
夜
の
う
ち
に
「
霧
」
が
立
た
な
け
れ
ば
、
二
星
の
負
う
宿
命

が
、
長
い
別
離
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
上
二
句
に
「
妹
が
柚
我

れ
枕
か
む
」
と
う
た
わ
れ
る
と
お
り
、
牽
牛
が
織
女
と
の
逢
瀬
を
心
待
ち
に
す

る
所
以
が
あ
る
。
上
二
句
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
牽
牛
の
こ
う
し
た
願
い
は
、
そ

の
ま
ま
家
持
自
身
が
抱
く
思
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
世
間
無
常
」

と
い
う
宿
命
に
悲
嘆
を
深
め
て
ゆ
く
時
、
家
持
の
心
に
は
妻
坂
上
大
嬢
に
対
す

る
押
え
が
た
い
愛
情
が
涌
き
起
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
一
首
に
お
い
て
、

家
持
は
、
そ
の
愛
情
を
牽
牛
の
立
場
を
借
り
て
う
た
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
「
予
作
七
夕
歌
」
は
、
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る

歌
」
に
端
を
発
し
た
感
興
に
よ
っ
て
必
然
的
に
呼
び
込
ま
れ
た
と
い
え
る
。
そ

の
感
興
と
は
、
世
の
中
の
無
常
に
相
対
し
た
時
に
家
持
の
心
中
に
抱
か
れ
た
妻

へ
の
愛
情
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
思
い
を
、
憶
良
歌
へ
の
追
憶
を
拡
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
七
夕
歌
の
体
で
う
た
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
予
作
七
夕
歌
」
の

「
興
」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
憶
良
の
一
五
二
〇
し

一
五
二
二
は
、
二
星
の
宿
命
を
嘆
く
歌
で
あ
る
。
「
予
作
七
夕
歌
」
を
詠
む
に

あ
た
っ
て
、
家
持
は
、
憶
良
の
七
夕
歌
群
の
中
で
も
と
く
に
、
七
夕
当
夜
の
場

面
を
う
た
い
、
「
霧
」
と
い
う
素
材
も
共
通
す
る
先
掲
の
一
五
二
七
を
念
頭
に

置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
と

「
予
作
七
夕
歌
」
と
は
、
内
面
的
関
連
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
同
時
に
、

と
も
に
憶
良
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
家
持
の
心
情
に
即
応
す
る
表
現
を
持
つ
点
で
、

同
じ
「
興
」
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

山
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌

勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

ち
ち
の
実
の
父
の
命
は
は
そ
葉
の
母
の
命
お
ほ
ろ
か
に
心
尽

し
て
思
ふ
ら
む
そ
の
子
な
れ
や
も
ま
す
ら
を
や
空
し
く
あ
る
べ

き

梓

弓

末

振

り

起

し

投

矢

持

ち

千

尋

射

わ

た

し

剣

大

刀

腰

に
取
り
侃
き
あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
踏
み
越
え
さ
し
ま
く
る
心
障

ら
ず
後
の
世
の
語
り
継
ぐ
べ
く
名
を
立
つ
べ
し
も
（
四
一
六
四
）

ま
す
ら
を
は
名
を
し
立
つ
べ
し
後
の
世
に
聞
き
継
ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね

（
四
一
六
五
）

お

こ

た

右
の
二
首
は
、
山
上
憶
良
臣
が
作
る
歌
に
追
ひ
て
和
ふ
。

右
に
あ
げ
た
と
お
り
、
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
は
、
左
注

に
憶
良
の
名
を
は
っ
き
り
と
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
歌
が
憶
良
の
、

士
や
も
空
し
く
あ
る
べ
き
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
は
立
て
ず
し
て
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（6
．
九
七
八
）

に
追
和
す
る
作
で
あ
る
と
い
う
『
萬
葉
代
匠
記
』
以
下
の
見
解
に
は
疑
問
の
余

地
が
な
い
。

右
の
家
持
の
長
歌
（
四
一
六
四
）
は
、
憶
良
歌
（
九
七
八
）
の
上
二
旬
を
前

段
の
末
尾
一
一
句
「
ま
す
ら
を
や
空
し
く
あ
る
べ
き
」
に
承
け
、
下
三
旬
を
後
段

の
末
尾
三
句
「
後
の
世
の
語
り
継
ぐ
べ
く
名
を
立
つ
ぺ
し
も
」
に
配
す
る
構
成

を
持
ち
、
反
歌
（
四
一
六
五
）
は
、
そ
の
二
つ
を
ま
と
め
る
形
を
と
る
（
『
新

潮
古
典
集
成
』
頭
注
）
。
橋
本
達
雄
氏
の
指
摘
（
先
掲
「
天
平
勝
宝
二
年
三
月
、

出
挙
の
歌
」
）
に
あ
る
と
お
り
、
憶
良
歌
を
き
れ
い
に
二
分
し
て
踏
ま
え
る
形

に
、
こ
の
歌
の
左
注
が
樟
良
歌
へ
の
追
和
を
明
示
す
る
所
以
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

を
の
こ
（
注

4
)

し
か
し
、
憶
良
歌
の
「
士
」
と
家
持
歌
の
「
ま
す
ら
を
」
と
の
間
に
は
、
呑

過
で
き
な
い
違
い
が
あ
る
。
小
島
憲
之
氏
は
、
憶
良
歌
の
「
士
」
の
表
記
や
結

句
に
見
ら
れ
る
「
立
名
」
の
志
の
由
来
を
、
次
の
よ
う
な
漠
籍
に
求
め
て
い

る
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
、
第
六
章
H
)
。

侯
之
を
蘭
く
、
身
を
脩
む
る
は
智
の
府
な
り
。
施
し
を
愛
す
る
は
仁
の
端

、
、
、
、
、
、

な
り
。
取
輿
は
義
の
表
な
り
。
恥
辱
は
勇
の
決
な
り
。
名
を
立
つ
る
は
行

ひ
の
極
な
り
と
。
士
に
此
の
五
者
有
り
て
、
然
る
後
以
て
世
に
託
し
て
、

刀
子
の
林
に
列
す
べ
し
。
（
司
馬
子
長
「
任
少
卿
に
報
ず
る
者
一
首
」
文
選

巻
四
十
一
）

、
、
、
、
、
、
、

士
は
賢
不
肖
と
無
く
、
皆
名
を
世
に
立
て
む
こ
と
を
楽
し
ぷ
。
（
朱
叔
元

「
幽
州
の
牧
と
為
り
彰
鼈
に
奥
ふ
る
書
一
首
」
文
選
巻
四
十
一
）

芳
賀
氾
雄
氏
は
、
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、

又
、
五
位
已
上
に
詔
し
て
、
賢
良
方
王
の
士
を
挙
げ
し
む
。
（
続
日
本
紀
、

大
宝
三
年
七
月
五
日
詔
）

詔
し
て
日
く
、
人
の
五
常
を
稟
く
る
に
、
仁
義
斯
く
重
く
、
士
の
百
行
有

、
、
、
、
、
、
、
、

る
に
、
孝
敬
を
先
と
す
。
（
続
日
本
紀
、
養
老
四
年
六
月
二
十
八
日
詔
）

な
ど
を
合
わ
せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
学
識
、
葱
行
の
意
」
が
、
憶
良
歌
の

「
士
」
に
強
く
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
（
「
憶
良
の
辞
世
歌
」
叙
説

第
十
二
号
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
±
」
に
は
、
死
を
意
識
し
た
病
床
で
、

な
お
名
を
立
て
る
こ
と
を
願
う
憶
良
の
強
烈
な
自
負
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る。
こ
う
し
た
「
土
」
に
対
し
て
、
「
ま
す
ら
を
」
は
、

巌
す
ら
行
き
通
る
べ
き
ま
す
ら
を
も
恋
と
い
ふ
こ
と
は
後
海
ひ
に
け
り

(11
・
ニ
三
八
六
）

ま
す
ら
を
の
聡
き
心
も
今
は
な
し
恋
の
奴
に
我
れ
は
死
ぬ
べ
し

(12
・
ニ
九

0
七）

の
よ
う
に
、
強
く
立
派
な
男
子
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
言
葉
に

つ
い
て
は
、
官
人
意
識
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
（
上
田
正
昭
『
日

本
古
代
国
家
成
立
史
の
研
究
』
三
六
五
頁
し
）
も
な
さ
れ
て
い
る
。
家
持
歌
の

「
ま
す
ら
を
」
が
、
題
詞
の
「
勇
士
」
に
対
応
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ

ば
、
家
持
の
抱
く
「
ま
す
ら
を
」
像
と
は
、
勇
武
を
も
っ
て
朝
廷
に
仕
え
る
官

人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
家
持
歌
の
表
現
に
よ
っ
て
も

保
証
さ
れ
る
。

．．．．． 
ま
す
ら
を
の
心
振
り
起
し
剣
大
刀
腰
に
取
り
屈
き
梓
弓

ゆ
き阪

取
り
負
ひ
て
天
地
と
い
や
遠
長
に
万
代
に
か
く
し
も
が
も
と

み
か
ど

頼
め
り
し
皇
子
の
御
門
の
・
・
・
・
・
・
(
3
•
四
七
八
）

み

こ

と

さ

き

ま
す
ら
を
の
心
忌
ほ
ゆ
大
君
の
御
言
の
幸
を
閲
け
ば
貴
み(

1
8
•四0
九
五
）

家
持
が
、
憶
良
歌
の
「
土
」
を
「
ま
す
ら
を
」
に
転
じ
て
承
け
た
の
は
、
両
者
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の
こ
の
よ
う
な
違
い
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

家
持
が
こ
と
さ
ら
に
勇
武
を
鼓
吹
す
る
背
景
に
は
、

…
…
お
ぽ
ろ
か
に
心
思
ひ
て
空
言
も
祖
の
名
絶
つ
な

氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を
の
伴

(
2
0
•四四
六
五
）

と
う
た
わ
れ
る
と
お
り
、
古
来
の
武
門
大
伴
氏
の
伝
統
を
担
う
家
持
の
自
負
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
自
負
に
支
え
ら
れ
て
発
せ
ら
れ
た

「
空
し
く
あ
る
べ
き
」
と
い
う
自
問
は
、
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
に

詠
ま
れ
た
、
無
常
の
世
の
中
に
対
す
る
悲
嘆
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
世
の
中

の
諸
相
を
凝
視
し
、
そ
の
中
で
自
ら
も
ま
た
背
負
っ
て
い
る
無
常
と
い
う
宿
命

に
悲
嘆
を
深
め
て
ゆ
く
時
、
そ
の
宿
命
を
克
服
す
る
方
途
と
し
て
「
勇
士
の
名

を
振
は
む
」
こ
と
を
願
う
の
は
、
家
持
の
「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
自
然
に
赴
く

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
死
を
目
前
に
し
な
が
ら
、
名
を
あ
げ
る
こ
と

か

な

を
「
涙
を
拭
ひ
悲
嘆
し
び
」
（
九
七
八
左
注
）
つ
つ
願
っ
た
憶
良
と
家
持
と
の

接
点
を
、
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
同
時
に
、
家
持
は
、
「
世
間
無
常
」
と
い
う
思
い
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
無
常
を
具
現
す
る
世
間
に
接
し
つ
つ
、
家
族
の
愛
だ
け
は
、
唯
一
の

確
固
と
し
た
礎
と
し
て
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
」
（
芳
賀
紀
雄
「
山
上
憶

良
ー
|
子
等
を
思
ふ
二
つ
の
歌
」
国
語
国
文
第
四
十
四
巻
第
四
号
）
憶
良
の
姿
勢
を

想
起
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
憶
良
に
は
、
「
子
等
を
思
ふ
歌

一
首
井
せ
て
序
」
（
5

．八

0
二
し
八

0
1
―
-
)
「
老
身
に
病
を
重
ね
、
経
年
辛
苦

し
、
さ
ら
に
児
等
を
思
ふ
歌
七
首
」
(
5
•
八
九
七
し
九
0
三
）
な
ど
、
子
へ

の
愛
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
作
が
あ
る
。
家
持
の
長
歌
（
四
一
六
四
）
の
前

段
に
お
い
て
、
「
ま
す
ら
を
」
に
注
が
れ
る
父
母
の
愛
情
が
、
「
お
ほ
ろ
か
に

心
尽
し
て
思
ふ
ら
む
そ
の
子
な
れ
や
も
」
と
主
張
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
憶

良
の
姿
勢
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
な
れ
や
も
」
と
い
う
反
語
に

大
伴
の

よ
る
否
定
は
、
続
く
「
ま
す
ら
を
や
空
し
く
あ
る
べ
き
」
が
、
父
母
の
慈
愛
に

支
え
ら
れ
た
決
意
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
憶
良
の
姿
勢
を
着
実
に
継
承
す
る
前
段
に
対
し
て
、
後
段
で
は

「
勇
士
」
の
理
想
像
が
具
体
的
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
後
段
の
八
句
「
梓
弓
：
・

…
八
つ
峰
踏
み
越
兄
」
に
つ
い
て
は
、
憶
良
の
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を

哀
し
ぶ
る
歌
」
の

…
•
•
•
ま
す
ら
を
の
男
さ
び
す
と
剣
大
刀
腰
に
取
り
侃
き
さ
つ
弓

た

に

ぎ

を
手
握
り
持
ち
て
·
…
•
•
(
5
•八
0
四
）

を
心
に
置
く
と
い
う
『
萬
葉
集
注
釈
』
の
指
摘
が
あ
る
。
家
持
は
、
当
該
の
八

句
の
他
に
も
、

…
…
ま
す
ら
を
の
心
振
り
起
し
剣
大
刀

紋
取
り
負
ひ
て
…
•
•
•
(
3
•四七
八
）

…
…
梓
弓
手
に
取
り
持
ち
て
剣
大
刀

腰
に
取
り
銅
き
…
•
•
•

(
1
8
•四0
九
四
）

な
ど
、
類
同
の
表
現
を
用
い
て
「
ま
す
ら
を
」
の
理
想
像
を
造
型
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
に
至
り
着
く
際
に
、
家
持
は
、
右
の
憶
良
歌
の
表
現
を
想
起
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
常
套
句
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
ま
す
ら
を
」
像
へ

の
憧
憬
は
、
武
門
の
一
族
と
し
て
の
家
持
の
衿
持
の
体
現
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
家
持
に
と
っ
て
、
「
立
名
」
の
志
を
実
現
す
る
理
想
の
途
は
、

剣
大
刀
い
よ
よ
磨
ぐ
べ
し
い
に
し
へ
ゆ
さ
や
け
く
負
ひ
て
来
に
し
そ
の
名

ぞ

(
2
0
•四四
六
七
）

と
う
た
わ
れ
る
と
お
り
、
勇
武
を
誇
る
氏
の
名
を
さ
ら
に
高
か
ら
し
め
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
家
持
は
後
段
に
お
い
て
、
憶
良
と
「
立
名
」

の
願
い
を
共
有
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
像
に
家
持
自
身
の
理
想
を
あ
て
て
う
た
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
家
持
独
自
の
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
こ
と
に
よ

腰
に
取
り
侃
き

梓
弓
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っ
て
、
長
歌
の
前
段
と
後
段
と
の
末
尾
を
合
わ
せ
た
反
歌
（
四
一
六
五
）
は
、

お
の
ず
と
憶
良
へ
の
共
感
と
家
持
自
身
の
理
想
と
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
な

る。
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
に
対
す
る
以
上
の
読
解
に
よ
れ
ば
、

そ
の
左
注
に
い
う
「
追
和
」
と
は
、
憶
良
の
思
考
に
深
い
理
解
を
示
し
つ
つ
、

家
持
の
抱
く
「
立
名
」
の
志
を
も
っ
て
億
良
に
応
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
悦
関
の
縣
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
と
「
予
作

七
夕
歌
」
と
は
、
と
も
に
憶
良
歌
を
念
頭
に
尻
い
て
、
そ
れ
に
導
か
れ
つ
つ
家

持
の
思
考
を
独
自
に
う
た
う
作
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
興

の
中
に
作
る
歌
」
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
憶
良
歌

を
踏
ま
え
る
点
で
は
共
通
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
の
最
後
の
作
「
勇
土
の
名
を

振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
だ
け
が
懐
良
歌
（
九
七
八
）
に
直
接
訴
え
か
け
る
内

容
を
持
つ
。
前
述
の
ご
と
く
、
こ
の
歌
は
、
憶
良
歌
を
き
れ
い
に
二
分
し
て
承

け
る
形
を
と
る
。
こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
「
予

作
七
夕
歌
」
と
こ
の
歌
と
の
右
の
よ
う
な
性
格
の
違
い
を
考
慮
し
た
上
で
、
家

持
は
、
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
癌
ふ
歌
」
の
み
に
、
憶
良
へ
の
「
造
和
」

を
明
示
す
る
左
注
を
担
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
左
注
に
よ
っ
て
、
家
持
は

「
世
閻
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
以
来
、
そ
の
心
底
に
あ
っ
た
憶
良
へ
の
追
慕

を
明
ら
か
に
し
、
見
事
な
「
追
和
」
の
手
法
の
も
と
に
憶
良
歌
に
応
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
一
連
の
「
興
」
を
う
た
い
収
め
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三
、
歌
群
の
構
成

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
総
題
を
掲
げ
る
四
ニ
ユ
九
し
四
一
六
五
の
歌

は
、
老
樹
讃
歌
で
あ
る
「
物
花
を
厩
目
す
る
詠
」
（
四
一
五
九
）
と
、
「
世
間
の

無
常
を
悲
し
ぷ
る
歌
」
に
は
じ
ま
る
一
続
き
の
感
興
の
う
ち
に
詠
み
継
か
れ
た

「
興
の
中
に
作
る
歌
」
（
四
一
六

0
l
四
一
六
五
）
と
か
ら
成
る
。
し
か
も
、

「
興
の
中
に
作
る
歌
」
に
括
ら
れ
る
三
つ
の
歌
は
、
山
上
憶
良
の
述
作
を
踏
ま

え
る
点
で
共
遠
し
、
一
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。
中
で
も
、
「
予
め
作
る
七

タ
の
歌
」
（
四
一
六
三
）
と
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
（
四
一
六

四
し
四
一
六
五
）
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
妻
へ
の
愛
惰
と
立
名
の
志
と
い
う
人
事
に

か
か
わ
る
事
柄
を
詠
む
歌
と
し
て
共
通
す
る
。

こ
う
し
た
四
つ
の
歌
の
位
置
づ
け
に
加
え
て
、
冒
頭
の
老
樹
讃
歌
と
、
続
く

「
世
間
の
熊
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
と
は
、
恒
久
と
無
常
と
い
う
対
比
を
な
す
と

忌
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
に
詠
ま
れ
て
い

る
立
名
の
志
は
、
古
来
の
名
門
大
伴
氏
の
名
を
称
場
し
、
後
世
に
長
く
語
り
伝

え
よ
う
と
す
る
願
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
老
樹
讃
歌
に
お
け
る
梧
常
不
変
の
繁

栄
に
対
す
る
宣
讃
を
、
人
事
の
上
か
ら
う
た
う
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
「
興
の
中
に
作
る
歌
」
の
最
初
の
作
「
批
間
の
無
常
を
悲
し

ぶ
る
歌
」
と
、
最
後
の
作
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
菓
ふ
歌
」
と
は
、
森

味
合
い
が
異
な
る
も
の
の
、
と
も
に
「
物
花
を
属
目
す
る
詠
」
に
対
応
す
る
こ

と
に
な
る
。

右
に
述
べ
た
構
図
を
一
連
の
歌
四
一
五
九
し
四
一
六
五
に
認
め
る
と
、
「
担

間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
の
長
歌
（
四
一
六

0
)
に
見
ら
れ
る
、
「
総
論

（
六
句
）
↓
自
然
の
無
常
(
―
二
句
）
↓
つ
な
ぎ
（
二
旬
）
↓
人
問
の
無
常
（
一

二
句
）
↓
悲
模
（
三
旬
）
」
と
い
う
構
成
の
果
た
す
役
割
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
四
一
六

0
に
お
い
て
は
、
「
つ
ま
ま
」
を
う
た
う
四
一
五

九
の
自
然
の
恒
常
性
を
承
け
る
よ
う
に
し
て
、
ま
ず
自
然
の
無
常
が
う
た
わ
れ

る
。
次
に
配
さ
れ
て
い
る
人
閻
の
無
常
は
、
続
く
「
予
め
作
る
七
夕
の
歌
」
と

「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
と
い
う
人
事
に
か
か
わ
る
二
つ
の
歌

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
四
つ
の
歌
は
、
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
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な
め
ら
か
な
流
れ
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
「
世
間
の
無

常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
は
、
自
然
と
人
事
と
を
つ
な
ぐ
役
割
を
見
事
に
果
た
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
「
世
間
の
無
常
を
悲
し
ぶ
る
歌
」
の
反
歌
二
首
が

持
つ
異
文
も
注
目
さ
れ
る
。
第
一
反
歌
（
四
一
六
一
）
の
「
一
云
」
が
「
常
な

け
む
と
ぞ
」
と
や
や
間
接
的
な
表
現
で
無
常
を
う
た
う
の
に
対
し
て
、
本
文
は

「
常
を
な
み
こ
そ
」
と
断
定
的
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
反
歌
（
四
一
六
二
）
で

は
、
「
一
云
」
に
「
嘆
く
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
文
は
、
「
思
ふ
」
と
よ
り

思
念
的
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
反
歌
二
首
の
本
文
が
、
と
も
に
異
文
よ
り
も
断

定
的
な
重
い
口
調
で
世
の
中
の
無
常
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
予
め
作

る
七
夕
の
歌
」
と
「
勇
士
の
名
を
振
は
む
こ
と
を
慕
ふ
歌
」
と
に
詠
ま
れ
て
い

る
妻
へ
の
愛
情
と
立
名
の
志
と
は
、
一
連
の
流
れ
の
中
で
さ
ら
に
際
立
っ
て
印

象
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
反
歌
二
首
の
異
文
は
と
も
に

家
持
の
初
案
で
あ
り
（
『
新
潮
古
典
集
成
』
頭
注
）
、
本
文
へ
の
改
作
は
、
四
つ

の
歌
全
体
の
流
れ
を
見
通
し
た
上
で
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
得
ら
れ
た
一
連
の
歌
の
構
成
は
、
家
持
に
と
っ
て
得
心
の
ゆ
く
図
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
自
信
が
、
四
つ
の
歌
の
前
に
総
題
を
掲
げ
る
と
い
う

形
を
導
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
見
方
に
立
つ
と
、
四
つ
の
歌
（
四
一
五
九
i
四
一
六
五
）
が
一
連

の
流
れ
を
持
つ
歌
群
で
あ
る
こ
と
を
示
す
指
標
と
し
て
、
総
題
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
四
つ
の
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
詠
ま
れ
た
時
が
、
総
題
に

記
さ
れ
た
「
三
月
九
日
」
か
ら
次
に
現
わ
れ
る
日
付
「
三
月
二
十
日
」
（
四
一

六
六
し
四
一
六
八
左
注
）
の
間
の
い
つ
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
つ
の
歌

全
体
が
「
三
月
九
日
」
の
作
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。

こ
の
こ
と
は
、
末
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
と
日
付
と
の
か
か
わ
り
に
一

つ
の
見
通
し
を
提
示
す
る
。
伊
藤
博
氏
の
論
（
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
』
下
、

第
十
章
第
二
節
）
に
よ
れ
ば
、
末
四
巻
に
は
、
詠
ま
れ
た
日
時
を
明
ら
か
に
す

る
歌
（
以
下
〇
印
で
表
す
）
と
、
そ
の
日
時
を
記
さ
な
い
歌
（
以
下

x
印
で
表

す
）
と
が
、
「

0
+
x
」
の
同
居
構
造
を
な
す
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
、
こ
の

形
は
、
末
四
巻
の
原
形
態
で
あ
る
家
持
の
歌
稿
保
管
の
あ
り
方
に
由
来
す
る
と

い
う
。
当
面
の
四
つ
の
歌
は
、
「
三
月
九
日
」
と
い
う
日
付
に
統
括
さ
れ
る
上

に
、
内
面
的
に
も
緊
密
な
ま
と
ま
り
を
な
し
、
伊
藤
氏
の
論
の
一
証
と
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
歌
群
は
、
他
の
「

0
+
x
」
の
同
居
構
造
に
お
い
て
も
、
日
付
が

そ
の
歌
の
時
間
的
な
位
置
を
示
す
の
と
同
時
に
、

0
と
X

と
の
両
者
の
内
容
上

の
関
連
を
も
示
し
て
い
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
日
付
と
歌
の
連
作
性
と
の
緊
密
な
か
か
わ
り
は
、
家
持
が
、
歌
を

連
と
し
て
詠
も
う
と
す
る
強
い
要
求
と
時
間
に
対
す
る
細
や
か
な
配
慮
と
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
一
端
は
、
初
期
の
代
表
作
と
目
さ
れ

る
、
「
亡
妾
悲
傷
歌
」

(
3
四
六
二
し
四
七
四
）
の
中
に
、
す
で
に
窺
う
こ
と
が

で
き
る
（
先
掲
「
大
伴
家
持
の
手
法
」
）
。
と
す
れ
ば
、
歌
の
連
作
と
時
間
へ
の

関
心
と
は
、
そ
の
後
の
家
持
の
創
作
方
法
の
発
展
を
見
定
め
る
上
で
、
念
頭
に

置
く
べ
き
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
継

起
す
る
感
興
を
自
由
に
詠
み
継
ぐ
こ
と
が
、
家
持
の
う
ち
に
必
要
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
要
請
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
家
持
は
歌
稿
の
保
管
に
も
細
心
の
注
意

を
払
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
連
作
の
試
み
と
時
間
へ
の
配
慮

と
が
、
末
四
巻
の
家
持
歌
に
独
自
な
、
日
付
に
よ
っ
て
歌
の
連
作
を
統
括
す
る

と
い
う
歌
群
の
あ
り
方
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
総

題
を
掲
げ
る
四
つ
の
歌
は
、
日
付
と
歌
の
連
作
と
の
こ
う
し
た
連
繋
が
、
末
四

巻
の
中
で
見
事
に
結
実
し
た
典
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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注
(
1
)
こ
の
他
に
も
総
題
を
持
つ
歌
と
し
て
1
9
•四
一
七
七
し
四
一
八
三
、
2
0
•四
二

九
三

1
四
―
―
九
四
が
あ
る
が
、
削
者
は
時
烏
を
扱
う
歌
と
し
て
一
貫
し
、
後
者
は

贈
答
と
し
て
組
を
な
す
。

、
、
、

(
2
)

「
い
に
し
へ
の
古
き
堤
は
年
深
み
池
の
渚
に
水
草
生
ひ
に
け
り
」
（
山
部
赤
人
、

3
•
三
七
八
）
は
「
池
」
の
縁
語
と
し
て
「
深
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
保
留
に
し
て
お
く
。

(
3
)

稲
岡
翡
一
氏
は
、
八

0
四
の
用
字
か
ら
、
異
文
系
統
が
大
伴
氏
所
伝
の
形
で
、

撰
定
後
の
本
文
系
統
と
照
ら
し
合
わ
さ
れ
て
、
家
持
の
用
字
を
交
え
つ
つ
書
き
加

え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
『
萬
葉
表
記
詮
』
四
四
二
頁
し
）
。
こ
の
異
文
菜

統
が
娘
子
の
部
に
も
ま
す
ら
を
の
部
に
も
二
八
句
ず
つ
を
配
し
、
整
っ
た
形
を
持

っ
と
い
う
伊
藤
博
氏
の
指
摘
（
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
上
、
第
四
章
第
五
節
）

に
よ
れ
ば
、
四
一
六

0
の
整
っ
た
構
成
は
、
八

0
四
の
異
文
系
統
を
意
識
し
た
結

果
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)

こ
の
「
士
」
の
訓
に
は
、
ヲ
ノ
コ
と
ヲ
ト
コ
と
の
両
説
が
あ
る
。
だ
が
両
者
を

見
比
べ
る
と
、
ヲ
ノ
コ
は
勇
猛
さ
を
強
調
す
る
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

語
(
2
0
•四三
三
一
な
ど
）
、
ヲ
ト
コ
は
女
に
対
す
る
男
性
を
示
す
文
脈
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語

(
2
0
•四
三
三
三
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
と
、
憐
良
歌
の
土

に
こ
め
ら
れ
た
目
負
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
ヲ
ノ
コ
の
方
が
よ
り
適
切
と
考

え
る
。稿

を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
伊
藤
博
教
授
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

‘
筑
洩
大
学
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
日
本
文
学
）

ラ
ッ
チ
ャ
ニ
ー
・

く
ヤ
マ
ー
ワ
デ
ィ
ー

小
川
栄
一

吉

村

弓

子

桑

原

隆

馬

渕

和

夫

西

原

千

博

岡

内

弘

子

第
一
号

「
く
に
」
の
語
源

「
聖
家
族
」
試
解

山
上
憶
良
嘉
摩
三
部
作
の
成
立

ー
「
紅
の
面
の
上
に
」
を
中
心
と
し
て
1

記
録
体
に
お
け
る
形
式
名
詞
「
由
」

同
音
語
の
用
法
ー
ー
「
湿
か
い
」
と
「
暖
か
い
」
—
ー

西
尾
実
国
語
教
育
綸
の
探
求

ー
ー
島
木
赤
彦
の
教
育
輪
と
の
関
係
に
つ
い
て
—
ー

日
・
タ
イ
語
の
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
の
対
照
お
よ
び
教
授

法
に
関
す
る
一
考
察

（
昭
和
56年
6
月
発
行
）

）
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