
ヽ

七

夕

独ー
大
伴
家
持
の
漢
詩
文
受
容
ー
ー

―
つ
の
疑
問

十
年
七
凡
七
日
之
夜
独
仰
天
漢
胴
述
懐
一
首

織
女
し
舟
乗
り
す
ら
し
ま
そ
鏡
清
き
月
夜
に
雲
立
ち
わ
た
る
（
三
九

0
0
)

右
は
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
七
月
七
日
に
大
伴
家
持
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た

七
夕
歌
で
あ
る
。
一
首
は
、
上
二
句
に
織
女
が
彦
星
に
逢
い
に
行
く
た
め
に
舟

出
を
す
る
景
、
下
三
句
に
月
夜
に
雲
が
一
面
に
た
つ
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
第

二
句
の
「
舟
乗
り
す
ら
し
」
の
「
ら
し
」
に
よ
れ
ば
、
下
三
句
の
眼
前
の
景
を

根
拠
と
し
て
、
上
二
句
の
景
を
推
定
し
て
い
る
形
の
歌
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
諸
注
は
、
下
三
旬
の
中
心
で
あ
る
結
句
の
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
に

根
拠
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
匂
が
な
に
ゆ
え
織
女

の
舟
出
を
推
定
す
る
根
拠
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ

(
1
)
 

の
中
で
、
考
え
う
る
有
力
な
説
は
次
の
二
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

①
雲
を
織
女
が
舟
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
っ
た
雲
の
波
と
考
え
る
説
（
萬

葉
考
等
）

岡
雲
を
、
織
女
の
舟
が
漕
ぎ
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
っ
た
天
の
川
の
Jll
霧

と
考
え
る
説
（
萬
葉
集
全
註
釈
等
） 詠

歌

論

有
一
説
に
お
い
て
、
山
は
、
雲
を
波
に
喩
え
る
例
が
萬
葉
集
中
、
人
麻
呂
歌

集
の

天
の
海
に
雲
の
設
立
ち
月
の
舟
星
の
林
に
漕
ぎ
隠
る
見
ゆ

(
1
0六
八
）

に
し
か
見
ら
れ
ず
、
七
夕
の
舟
出
に
直
接
関
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
存
す

る
。
対
し
て
、
岡
に
関
し
て
は
、

0

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

君
が
舟
今
液
ぎ
来
ら
し
天
の
川
霧
立
ち
わ
た
る
こ
の
川
の
瀬
に

（二

0
四
五
）

0

0

 

0
 

0

0

0

 

天
の
川
八
十
瀬
霧
ら
へ
り
彦
星
の
時
待
っ
舟
は
今
し
漕
ぐ
ら
し

（
二
〇
吾
一
）

0

0

 

天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
天
の
川
霧
立
ち
わ
た
る
店
は
来
ぬ
ら
し

（二

0
六
八
）

な
ど
、
集
中
の
七
夕
歌
に
類
似
し
た
発
想
の
歌
が
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
寓
葉
歌
に
お
い
て
、
天
の
川
に
立
つ
霧
は
、
彦
星
の
漕
ぐ
櫂
の

雫
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
、
彦
星
の
到
来
を
告
げ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
天
空
の
霧
（
雲
）
に
よ
っ
て
二
星
の
出
逢
い
が
推
測
さ
れ
る
と

い
う
発
想
、
「
ら
し
」
を
用
い
た
歌
型
の
類
似
な
ど
の
点
か
ら
兄
て
、
図
が
従

来
の
説
の
中
で
は
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

田

中

大

士
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し
か
し
、
こ
の
解
釈
を
採
用
し
て
も
、
な
お
―
つ
の
疑
問
が
残
る
。
そ
れ

は
、
天
の
川
の
霧
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
の
が
他
の
歌
の
場
合
す
べ
て
彦
星
の

舟
を
漕
ぐ
さ
ま
で
あ
る
の
に
、
当
面
の
歌
だ
け
が
織
女
の
姿
を
推
測
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
萬
葉
の
七
夕
歌
に
あ
っ
て
、
天
の
川
を
渡
る
の
は
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
彦
星
で
あ
り
、
緑
女
の
渡
河
を
詠
む
例
は
稀
で
あ
る
（
小
島

憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
第
五
篤
第
九
章
「
七
夕
を
め
ぐ
る
詩
と

歌
」
）
。
す
る
と
、
表
現
の
上
で
、
男
で
あ
る
彦
星
が
舟
を
漕
ぐ
姿
と
、
女
で
あ

る
織
女
の
渡
河
の
姿
と
で
は
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
他
の
七

夕
歌
が
「
漕
ぎ
来
ら
し
」
（
二

0
四
五
）
「
漕
ぐ
ら
し
」
(
―

1
0五
三
）
と
、
舟

を
漕
ぐ
行
為
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
歌
で
は
、
「
舟

乗
り
す
ら
し
」
と
「
舟
乗
り
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
語
は
、

熟
田
津
に
舟
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な

（八）

あ

み

嗚
呼
見
の
浦
に
舟
乗
り
す
ら
む
を
と
め
ら
が
歪
裳
の
裾
に
潮
満
つ
ら
む
か

（四

0
)

な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
舟
出
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
舟
出
す
る
以

上
、
舟
に
は
当
人
で
な
い
に
し
ろ
消
ぎ
手
が
い
る
の
だ
か
ら
、
「
舟
乗
り
」
と

い
う
語
に
も
、
結
果
と
し
て
二

0
四
五
等
と
同
じ
く
舟
を
漕
ぐ
と
い
う
内
容
が

合
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
四

0
で
「
舟
乗
り
」
す
る
主
体
と
し
て
「
を
と
め

ら
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
舟
乗
り
」
は
、
舟
を

漕
ぐ
立
場
よ
り
も
、
舟
に
乗
る
立
楊
に
重
き
が
置
か
れ
た
語
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
実
際
の
表
現
が
、
舟
を
漕
ぐ
さ
ま
で
は
な
く
、
「
舟
乗
り
」
す
る
さ
ま
で

あ
る
意
味
は
大
き
い
。
彦
星
が
し
き
り
に
舟
を
漕
ぐ
姿
か
ら
霧
が
立
つ
こ
と
は

容
易
に
連
想
さ
れ
て
も
、
織
女
が
「
舟
乗
り
」
す
る
姿
か
ら
そ
れ
を
想
起
す
る

こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
織
女
し
舟
乗
り
す
ら

し
」
と
い
う
推
定
の
理
由
と
し
て
は
織
女
の
渡
河
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
他
に

求
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
面
の
歌
が
他
の
七
夕
歌
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
根
拠
と
な
る

下
三
句
中
の
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
も
同
様
で
あ
る
。
他
で
は
す
べ
て
「
霧
」
が

立
つ
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
窪
田
評
釈
が
「
天
の
河
の
あ
た

り
に
立
っ
て
い
る
白
雲
を
舟
を
漕
ぐ
た
め
に
立
つ
天
の
河
の
白
霧
と
見
た
の
で

あ
る
。
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
当
面
の
歌
に
七
夕
歌
で
多

用
さ
れ
る
「
霧
立
ち
わ
た
る
」
で
は
な
く
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
を
用
い
た
理
由

が
家
持
の
エ
夫
に
求
め
ら
れ
、
一
応
の
解
釈
が
つ
く
。
し
か
し
、
問
題
は
「
雲

立
ち
わ
た
る
」
の
旬
に
だ
け
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彦
星
な
ら
ぬ
織
女
の
渡

河
を
推
定
す
る
根
拠
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
解
釈
を
も
要
求
さ
れ
る
状
況
に
お
い

て
は
、
窪
田
評
釈
の
見
解
を
も
っ
て
し
て
も
、
い
ま
だ
理
解
が
届
か
な
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
や
は
り
、
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
が
「
織
女
」
の
渡
河
の
推

定
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

二
、
七
夕
詩
的
発
想

そ
れ
で
は
、
「
雲
」
か
ら
「
織
女
」
を
連
想
す
る
と
い
う
例
は
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
集
中
の
七
夕
歌
で
雲
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
当
面
の
歌
以
外
に
五
首

あ
る
。

だ

汝
が
恋
ふ
る
妹
の
命
は
飽
き
足
ら
に
袖
振
る
見
え
つ
雲
隠
る
ま
で

（二

0
0九）

万
代
に
照
る
べ
き
月
も
雲
隠
り
苦
し
き
も
の
ぞ
逢
は
む
と
思
へ
ど

（二

0
二
五
）

0

0

い

ほ

へ

白
雲
の
五
百
霊
に
隠
り
遠
く
と
も
宵
さ
ら
ず
見
む
妹
が
あ
た
り
は
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（二

0
二
六
）

G

o

た

な

ば

た

つ

め

ひ

れ

秋
風
の
吹
き
た
だ
よ
は
す
白
雲
は
叢
女
の
天
つ
領
巾
か
も
（
二

0
四
一
）

天
の
JI
霧
立
ち
上
る
織
女
の
雲
の
衣
の
か
へ
る
袖
か
も
（
二

0
六
三
）

こ
の
う
ち
、
前
の
三
首
が
直
接
織
女
と
は
関
係
が
な
い
の
に
対
し
て
、
後
の

二
首
は
、
雲
を
き
っ
か
け
と
し
て
緞
女
を
連
想
す
る
と
い
う
内
容
を
も
つ
。
ニ

0
四
一
は
、
秋
風
に
標
う
雲
を
織
女
の
「
天
つ
領
巾
」
と
見
立
て
て
お
り
、
ニ

0
六
＝
二
は
、
霧
を
点
描
し
、
そ
れ
を
「
雲
の
衣
」
と
見
て
い
る
。
共
に
雲
や
霧

の
動
き
を
と
ら
え
て
、
織
女
の
着
衣
の
は
た
め
き
と
見
て
い
る
点
で
相
通
ず

る
。
す
る
と
、
こ
の
二
首
の
あ
り
方
は
、
雲
や
霧
を
動
的
に
描
き
、
そ
こ
か
ら

織
女
を
連
想
さ
せ
て
い
る
点
で
、
当
面
の
歌
に
お
い
て
本
稿
が
求
め
て
い
る
条

件
を
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
る
。
集
中
、
右
二
首
以
外
に
織
女
を
連
想
さ
せ
る
と
い

う
形
の
歌
は
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
か
ら
も
、
当
面
の
三
九

0
0は
、
こ

れ
ら
と
同
じ
発
想
で
な
り
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
清
き
月

夜
に
雲
立
ち
わ
た
る
」
と
い
う
急
速
に
雲
が
生
じ
て
く
る
さ
ま
に
、
舟
で
川
を

渡
る
織
女
の
衣
の
は
た
め
吉
を
想
像
す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

右
の
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
に
お
い
て
、
推
定
さ
れ
る
景
が
彦
星
な
ら
ぬ
織

女
の
渡
河
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
推
定
の
根
拠
が
「
霧
立
ち
わ
た
る
」
で
は

な
く
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
双
方
の
理
由
が
同
時
に
明
ら
か

に
な
る
と
忌
わ
れ
る
。
と
く
に
、
こ
の
解
を
と
る
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

先
の
二

0
四
一
・
ニ

0
六
三
が
、
漠
語
の
「
雲
衣
」
、
た
と
え
ば
、

0

0

 

歴
々
珠
星
疑
＞
抱
＞
狐
自
々
震
衣
似
乙
界
羅
（
初
唐
何
仲
宣
「
七
夕
賦

詠
成
荒
」
）

0

0

 

敏
＞
涙
開
1

一
星
競
一
微
歩
動
二
雲
衣
ー
（
初
唐
杜
饗
言
「
奉
和
七
夕
侍
宴

両
儀
殿
応
制
」
）

な
ど
に
学
ん
だ
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
小
島
憲
之
先
掲
害
）
。

す
る
と
、
結
旬
の
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
も
、
漠
詩
文
を
背
景
に
し
た
表
現
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
上
二
句
の
よ
う
に
、
線
女
の
渡
河
を
詠
む
こ
と
は
、
こ
れ
も
小
島
氏

（
先
掲
書
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
七
夕
詩
に
よ
る
表
現
で
、
萬
葉
歌

に
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
歌
に
お
い
て
、
推
定
の
景

と
そ
の
根
拠
と
が
い
ず
れ
も
漠
詩
文
的
発
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
論
理
の
上
で
首
尾
一
貫
す
る
。

よ
っ
て
、
問
題
の
一
二
九

0
0は
、
中
国
七
夕
詩
的
発
想
に
員
か
れ
た
、
萬
葉

の
七
夕
歌
の
中
で
は
特
異
な
歌
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
下
三
句
の
織
女
の
渡
河
を
推
定
す
る
表
現
「
ま
そ
鏡
清
き
月
夜
に
雲

立
ち
わ
た
る
」
は
、
「
清
き
月
夜
」
、
つ
ま
り
月
の
輝
く
晴
れ
た
夜
空
に
、
一
面

に
雲
が
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
情
景
で
あ
る
。
こ
の
雲
が
撤
女
の
衣
を
連
想
さ

せ
る
と
い
う
先
の
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
旬
は
美
し
い
景
を
表
現
す
べ
く
意
図
さ

れ
た
と
考
え
う
る
。
か
り
に
、
「
雲
立
ち
わ
た
る
」
に
織
女
の
衣
を
想
定
し
な
い

従
来
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
織
女
の
渡
河
、
つ
ま
り
二
星
の
途
会
を
推
定
す
る

句
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
最
が
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
他
の
萬
葉
歌
に
お
い
て
は
、
月
と
雲
と
を
詠
み
込
む
場
合
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
雲
は
月
を
隠
す
厭
わ
し
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、

ま
そ
鏡
照
る
べ
き
月
を
白
拷
の
雲
か
隠
せ
る
天
つ
霧
か
も

(
1
0七
九
）

雨
晴
れ
て
消
＜
照
り
た
る
こ
の
月
夜
ま
た
さ
ら
に
し
て
雲
な
た
な
び
き

（
一
五
六
九
）

と
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。
単
に
自
然
の
景
だ
け
で
な
く
、
詈
喩
の
上
で
も

雲
間
よ
り
さ
渡
る
月
の
お
ほ
ほ
し
く
相
見
し
子
ら
を
見
む
よ
し
も
が
も
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（
二
四
五

0
)

-
＝
一
日
月
の
さ
や
に
も
見
え
ず
璧
隠
り
見
ま
く
ぞ
欲
し
き
う
た
て
こ
の
こ
ろ

（
二
四
六
四
[
)

と
、
雲
は
月
を
隠
す
も
の
と
い
う
翠
識
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

集
中
、
月
と
雲
と
が
詠
み
込
ま
れ
、
右
の
ご
と
き
で
な
い
の
は
、
三
九

0
0

以
外
に
は
、
次
の
二
首
に
す
ぎ
な
い
。

北
山
に
た
な
び
く
雲
の
吉
雲
の
星
離
れ
行
含
月
を
離
れ
て
（
一
六
一
）

天
の
海
に
嗅
の
設
立
ち
月
の
舟
星
の
林
に
消
ぎ
隠
る
見
ゆ

(
-
0六
八
）

二
首
は
共
に
、
日
本
人
が
本
来
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
星
を
歌
材

と
し
て
詠
み
込
ん
だ
珍
ら
し
い
歌
（
大
久
保
王
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
位
相
」

蔦
葉
集
研
究
第
四
集
）
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
者
は
「
天
文
識
緯
的
な
中
国
思

想
」
を
背
景
と
す
る
歌
（
小
島
憲
之
先
掲
書
第
五
笥
第
五
章
「
萬
菓
集
と
中
国

文
学
と
の
交
流
」
）
で
あ
り
、
後
者
も
、
淡
文
学
の
影
響
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
萬
葉
集
全
釈
等
）
。

三
九

0
0
に
お
い
て
も
、
月
夜
に
雲
が
か
か
る
景
を
二
星
の
逢
会
す
る
翠
ど

し
て
よ
い
意
味
で
表
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
背
後
に
は
、
一
六
一
等
と

同
じ
く
、
何
ら
か
の
中
国
文
学
の
発
想
が
存
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
は
た

し
て
、
こ
れ
は
、
下
三
句
が
中
国
七
夕
詩
の
発
想
に
立
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う

先
の
考
察
と
よ
く
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
三
九

0
0
の
雲
と
月
と
の
特
異
な
関

係
を
形
作
っ
て
い
た
の
は
、
一
首
を
貫
く
中
国
の
七
夕
詩
の
発
想
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

実
際
、
中
国
七
夕
詩
に
お
い
て
は
、

落
月
移
粧
鏡
浮
雲
動
別
衣
（
隋
三
慎
「
七
夕
」
）

裏
々
羅
槙
光
＞
天
歩
灼
々
新
放
裟
＞
月
輝、、

惜
催
巧
笑
開
己
告
四
不
＞
惜
呈
蕗
解
i

一
雲
衣
ー
（
初
唐
許
敬
宗
「
七
夕
賦

詠
成
篇
）

な
ど
の
よ
う
に
、
七
夕
の
夜
の
景
に
「
雲
（
雲
衣
）
」
と
と
も
に
月
を
詠
み
込

む
も
の
が
数
多
く
兒
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
雲
は
、
月
を
隠
す
も
の
と

(
2
)
 

し
て
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
三
九

0
0
の
月
に
雲
を
配
す
る
下
三
句

の
景
も
、
中
国
七
夕
詩
の
手
法
を
学
ん
だ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
、
三
九

0
0は
、
中
国
七
夕
詩
の
影
詈
を
色
濃
く
受
け
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
萬
葉
の
七
夕
歌
一
般
に
は
、
中
国
七
夕
詩
と
様
相
を
異
に
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
先
述
の
ご
と
く
、
こ
と
に
彦
星
が
天
の
川
を
渡
る
と
い
う

点
で
、
織
女
が
川
を
渡
る
七
夕
詩
と
は
明
ら
か
な
追
い
が
あ
る
。

た
だ
し
、
集
中
、
織
女
が
天
の
川
を
渡
る
と
詠
む
歌
が
他
に
ま
っ
た
く
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
諸
注
に
次
の
歌
々
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

づ

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

一
五
―
―
七
）

回
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
原
に
上
つ
瀬
に
玉
橋
渡
し
下
つ
瀬
に
舟

浮
け
裾
ゑ
雨
降
り
て
風
吹
か
ず
と
も
風
吹
き
て
雨
降
ら
ず
と
も

裳
濡
ら
さ
ず
や
ま
ず
来
ま
せ
と
玉
橋
渡
す
（
一
七
六
四
）

バ
天
の
川
棚
橋
渡
せ
撤
女
の
い
渡
ら
さ
む
に
棚
橋
渡
せ

(110八
一
）

田
は
、
「
妻
迎
へ
舟
」
、
つ
ま
り
織
女
が
迎
え
ら
れ
て
天
の
川
を
渡
る
ぺ
き
舟

が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
歌
の
根
抵
に
は
、
織
女
が
天
の
川
を
渡
る
と
い

う
認
識
が
存
す
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
表
現
の
上
で
は
彦
星
が
舟

を
消
ぎ
出
す
景
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
は
他
の
七
夕
歌
と
変
わ
る
と

こ
ろ
が
な
い
。

ま
た
、
け
は
、
天
の
川
に
絨
女
が
渡
れ
る
よ
う
に
棚
橋
（
板
を
打
ち
つ
け
た

だ
け
の
梢
）
を
渡
せ
と
い
う
内
容
を
詠
む
。
織
女
が
天
の
川
を
渡
る
際
、
橋
を

使
う
と
い
う
発
想
は
、
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グ
ル
マ

彩
鳳
斉
』
駕
初
成
＞
輩

詠
成
箔
」
）

鵠
橋
波
裏
出
龍
車
香
外
飛
（
初
囲
任
希
古
「
和
長
孫
秘
監
七
夕
」
）

な
ど
七
夕
詩
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
そ
の
点
で
七
夕
詩
的
で
あ
る
と
い

え
る
。
た
だ
、
こ
の
歌
の
、
板
を
打
ち
つ
け
た
だ
け
の
橋
を
か
け
て
織
女
が
川
を

渡
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
望
む
表
現
は
、
右
の
よ
う
に
美
麗
な
車
で
栢
を
渡

る
と
詠
ま
れ
る
中
国
七
夕
詩
の
そ
れ
と
同
質
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
天

の
川
は
彦
星
が
渡
る
も
の
と
い
う
萬
葉
歌
の
通
念
を
前
提
に
、
紙
女
が
天
の
川

を
渡
る
と
い
う
中
国
七
夕
伝
説
の
発
想
を
借
り
た
歌
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

の
際
、
古
典
集
成
萬
葉
集
が
、
一
連
の
七
夕
歌
の
配
列
を
重
視
す
る
立
場
か

ら
、
い
を
一
群
（
二

0
七
五
ー
ニ

0
八
一
）
の
末
尾
と
見
定
め
た
上
で
、
「
せ

め
て
、
中
固
の
七
夕
伝
説
に
あ
る
よ
う
に
、
天
の
川
に
絨
女
が
渡
れ
る
橋
で
も

あ
れ
ぱ
」
と
歌
う
こ
と
で
「
緻
女
に
同
情
を
寄
せ
た
」
歌
と
解
し
て
い
る
の
が

(
3
)
 

参
考
に
な
る
。

最
後
に
、
回
は
、
彦
星
の
立
場
で
、
織
女
が
裳
を
ぬ
ら
さ
ず
通
う
た
め
に
、

天
の
川
に
橋
を
渡
す
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
は
明
確
に
織
女
が
天
の
川
を
渡

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
「
や
ま
ず
来
ま
せ
」
と
い
う
句
に
や
や

(

4

)

 

問
題
が
残
る
け
れ
ど
も
、
回
は
七
夕
詩
的
発
想
に
立
っ
て
作
ら
れ
た
歌
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
集
中
の
七
夕
歌
の
中
で
、
織
女
の
天
の
川
渡
河
を
詠
む
歌
は
、
当
面

の
三
九

0
0
の
他
に
も
、
わ
ず
か
二
首
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
回
い
の
ご
と
き
歌
の
存
在
は
、
萬
葉
七
夕
歌
の
詠
者
た
ち
が
中
国
七
夕
詩

的
な
織
女
の
渡
河
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
と
は
い
え
、
百
三
十
首
を
越
え
る
集
中
の
七
夕
歌
全
体
と
し
て
は
、
織

女
が
渡
河
す
る
と
い
う
発
想
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら

限
鶴
填
＞
河
已
作
＞
梁
（
初
湛
沈
叔
安
「
七
夕
賦

れ
、
三
九

0
0を
含
む
三
首
が
特
異
で
あ
る
点
に
変
り
は
な
い
。
し
か
も
、
回

り
と
一
二
九

0
0と
の
間
に
は
や
や
ず
れ
が
あ
る
。
同
り
の
歌
は
、
あ
く
ま
で
織

女
が
天
の
川
を
渡
る
と
い
う
点
に
の
み
興
味
が
注
が
れ
、
渡
る
織
女
の
姿
に
つ

い
て
は
ま
っ
た
＜
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
対
し
て
、
三
九

0
0
で
は
、
七
夕
詩
の

手
法
を
用
い
て
、
下
界
か
ら
見
え
る
雲
か
ら
天
の
川
を
渡
る
織
女
を
想
い
見
る

と
い
う
内
容
を
持
つ
。
よ
っ
て
、
三
九

0
0は
、
織
女
の
渡
河
の
姿
を
主
眼
に

据
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
回
バ
よ
り
も
七
夕
詩
的
発
想
を
色
濃
く
有
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

け
れ
ど
も
、
三
九

0
0が
七
夕
詩
的
発
想
に
貰
か
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
い

う
に
は
、
一
っ
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
織
女
の
渡
河
の
手
段
で
あ
る
。

中
国
七
夕
詩
に
お
い
て
は
、
普
通
橋
の
上
を
、
あ
る
い
は
直
接
川
の
中
を
車

で
渡
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。0

0

 

天
河
横
欲
＞
暁
鳳
駕
懺
応
＞
飛
（
隋
主
慎
「
七
夕
」
）

0

0

 

更
深
移

,
1

月
鏡
ー
河
浅
度
1
1

雲
餅
一
（
初
唐
劉
憲
「
奉
和
七
夕
宴
両
儀
殿

応
制
」
）

中
国
七
夕
詩
で
、
織
女
が
舟
に
乗
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
初
唐
以
前
の

例
で
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
次
の
一
首
だ
け
で
あ
る
。

天
河
来
映
＞
水
織
女
欲
＞
攀
＞
舟
（
梨
庚
肩
吾
「
奉
使
江
州
舟
中
七
夕
」
）

し
か
し
、
右
の
例
は
、
「
江
州
二
奉
使
ス
ル
舟
中
ノ
七
夕
」
と
い
う
顔
か
ら

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
船
中
で
詠
ま
れ
た
と
い
う
特
殊
事
情
に
由
来
す
る
と
こ
る

が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
萬
葉
歌
に
お
い
て
は
、
天
の
川
の
往
復
に
は
、
徒
歩
を
除
け
ば
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
に
舟
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
点
か
ら
す
れ
ば
、
三
九

0
0

の
歌
に
倭
歌
的
発
想
が
存
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

だ
が
、
菖
葉
歌
と
異
な
り
。
中
固
七
夕
詩
と
ほ
ほ
内
容
を
同
じ
く
す
る
と
い
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わ
れ
て
い
る
懐
風
藻
の
七
夕
詩
（
小
島
憲
之
先
掲
書
第
五
篇
第
九
章
）
に
お
い

(

5

)

 

て
も
、
織
女
が
舟
に
乗
っ
て
渡
る
と
い
う
例
が
あ
る
。

霊
姿
理
1

一
雲
槃
ー
仙
駕
度
二
演
流
―

0

0

 

窃
宛
嗚
1

一
衣
一
杢
玲
地
映
二
彩
舟
一
（
山
田
三
方
「
七
夕
」
）

ま
た
、
七
夕
詩
の
教
養
を
基
底
に
し
た
萬
葉
集
の
一
五
二
七
（
既
出
）
に
お

い
て
も
、
渡
る
手
段
は
「
妻
迎
へ
舟
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
萬
葉
時
代
の

人
々
に
と
っ
て
、
渡
河
の
手
段
に
舟
を
用
い
る
と
い
う
認
識
は
、
彦
星
が
川
を

渡
る
こ
と
以
上
に
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ゆ
え
に
、
渡
河
の
手
段
が
舟
で
あ
る
と
い
う
点
に
倭
歌
的
性
格
を
認
め
る
と

し
て
も
、
三
九

0
0が
、
他
の
七
夕
歌
に
比
し
て
と
び
ぬ
け
て
強
く
七
夕
詩
的

発
想
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三
、
家
持
の
歌
と
漢
詩
文

以
上
、
大
伴
家
持
の
一
二
九

0
0
の
七
夕
詩
は
、
漠
詩
文
と
の
関
連
に
お
い
て

特
異
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
と
こ
ろ

が
、
家
持
は
、
七
夕
以
外
の
歌
材
に
お
い
て
も
、
右
と
事
情
を
同
じ
く
す
る
特

異
な
歌
を
い
く
つ
か
詠
ん
で
い
る
。

集
中
、
七
夕
以
外
で
、
倭
歌
が
漠
詩
文
に
対
し
て
独
自
な
発
想
を
保
っ
て
い

る
題
材
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
6
)
 

H
雁

は
花
の
香

国
桃

日
の
「
雁
」
は
、
漠
詩
文
に
お
い
て
、
雁
は
秋
の
来
雁
と
共
に
春
の
帰
雁
も

詠
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、
萬
葉
歌
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
例
外
を
除
き
、
春
の

雁
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
（
小
島
憲
之
「
春
の
雁
」
『
古
典
全
集
萬
葉
集
』
③
補

論）。口
の
「
花
の
香
」
は
、
漠
詩
文
で
花
を
詠
む
場
合
香
の
よ
さ
に
言
及
す
る
の

が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
應
葉
歌
に
お
い
て
は
、
花
の
香
は
ほ
と
ん
ど
詠
ま

れ
な
い
（
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
第
五
篇
第
五
章
）
。

国
の
「
桃
」
は
、
漠
詩
文
に
お
い
て
、
春
の
花
と
し
て
挑
の
花
が
よ
く
詠
ま

れ
る
の
に
対
し
て
、
萬
葉
歌
に
お
い
て
は
、
一
―
つ
の
例
外
を
除
い
て
、
そ
の
果

実
を
臀
喩
的
に
詠
む
も
の
に
限
ら
れ
る
（
横
井
博
「
家
持
の
芸
境
」
萬
葉
第
三

十
九
号
）
。

萬
葉
槃
中
、
漢
詩
文
の
詠
風
に
対
し
て
、
倭
歌
独
自
の
詠
鼠
が
よ
く
守
ら
れ

て
い
る
右
の
三
つ
の
題
材
に
つ
い
て
、
家
持
は
一
二
つ
な
が
ら
例
外
的
な
歌
を
詠

ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

日
a
燕
来
る
時
に
な
り
ぬ
と
雁
が
ね
は
国
偲
ひ
つ
つ
雲
隠
り
嗚
＜（

四
一
四
四
）

b
春
ま
け
て
か
く
帰
る
と
も
秋
風
に
も
み
た
む
山
を
越
え
来
ざ
ら
め
や

（
四
一
四
五
）

口
c
楢
の
に
ほ
へ
る
香
か
も
ほ
と
と
ぎ
す
嗚
く
夜
の
雨
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
む

（
三
九
一
六
）

d
春
の
花
今
は
盛
り
に
に
ほ
ふ
ら
む
折
り
て
か
ざ
さ
む
手
力
も
が
も

（
三
九
六
五
）

国
e
春
の
苑
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め

（
四
一
三
九
）

而
輪
の
う
ち
に
・
・
・
（
四
一
九
一
一
）

f
桃
の
花
紅
色
に

と
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。

右
の
三
つ
の
類
材
の
例
外
的
な
歌
の
う
ち
、
日
に
お
い
て
は
三
首
の
う
ち
ニ

首
（
も
う
一
首
は
九
四
八
）
、
⇔
と
日
に
お
い
て
は
、
例
外
は
い
ず
れ
も
家
持

に
ほ
ひ
た
る
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の
作
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
ー
国
に
お
け
る
例
外
の
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
家

持
作
に
集
中
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

右
の
よ
う
な
例
外
の
歌
が
い
か
な
る
事
柄
を
き
っ
か
け
に
詠
ま
れ
た
か
に
つ

い
て
は
、
お
お
か
た
先
出
の
論
考
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
に
つ
い
て
は
、
小
島
氏
は
、
こ
の
二
首
が
詩
的
素
材
「
帰
雁
」
を
学
ん
だ

結
果
で
あ
る
と
し
、
そ
の
傍
証
と
し
て
家
持
自
作
の
漢
詩
の
「
帰
鴻
引
品
隅
追

赴
＞
菰
」
（
巻
十
七
、
「
三
月
五
日
付
書
筋
」
）
と
い
う
句
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

漢
詩
に
は
、
帰
雁
と
共
に
来
燕
も
詠
ま
れ
て
お
り
、
同
じ
く
帰
雁
・
来
燕
を
詠

み
込
む

a
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
芳
賀
紀
雄
氏

（
「
家
持
の
桃
季
の
歌
」
『
詞
麟
疇
盆
四
言
古
典
学
藻
』
）
が
述
べ
る
ご
と
く
、
自
作

の
漠
詩
を
「
み
ず
か
ら
歌
で
襲
用
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

口
の
d
に
つ
い
て
は
、
「
に
ほ
ふ
ら
む
」
が
問
題
で
あ
る
。
集
中
「
に
ほ
ふ
」

は
、
ほ
と
ん
ど
視
覚
に
つ
い
て
い
う
語
と
考
え
ら
れ
る
。
小
島
氏
は
、
こ
の
事

実
を
認
め
た
上
で
、

d
の
前
に
付
さ
れ
て
い
る
漠
文
の
序
に
、
「
春
花
流
二
痕
於

春
苑
1

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
限
り
、
「
に
ほ
ふ
」
に
香
の
意
が
包

合
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

国
に
つ
い
て
、
横
井
氏
は
、
家
持
が

e
.
f
に
お
い
て
桃
の
花
を
倭
歌
に
取

り
込
み
え
た
の
は
、
「
異
国
趣
味
的
観
照
」
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
桃
の
花
を
文
学
の
素
材
と
し
て
認
識
し
た
先
躍
と
し
て
、
天
平
十
九
年

三
月
の
、
家
持
に
贈
ら
れ
た
大
伴
池
主
の
漠
詩
を
指
摘
し
て
い
る
。

桃
花
照
＞
瞼
以
分
＞
紅
柳
色
含
＞
苔
而
競
＞
緑
（
巻
十
七
、
「
七
言
晩
春

三
日
遊
覧
一
首
」
序
）

以
上
、
諸
論
考
は
詠
作
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
家
持
周
辺
の
漢
詩
文
を
挙
げ

て
い
る
。
漢
文
の
序
と
同
時
に
詠
ま
れ
た
口
の
d
が
漢
詩
文
制
作
の
体
験
と
深

く
関
わ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

H
o
a
.
b
や
同
e
の
に
つ
い

て
も
、
き
っ
か
け
と
指
摘
さ
れ
る
漢
詩
文
が
双
方
い
ず
れ
も
天
平
十
九
年
二
月

二
十
九
日
し
三
月
五
日
に
交
さ
れ
た
大
伴
池
主
と
の
贈
答
歌
群
（
三
九
六
五
ー
｀

三
九
七
七
）
中
に
存
し
、
倭
歌
の
詠
出
も

a
b
.
e
が
共
に
天
平
勝
宝
二
年
一

1

-

月
一
日
し
二
日
の
一
遮
の
歌
群
に
あ
る
と
い
う
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

関
係
は
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
く
、

a
b
.
e
の
歌
は
天
平
十
九
年
の
贈
答

歌
群
と
「
多
分
に
呼
応
す
る
面
を
持
つ
」
（
芳
賀
紀
雄
先
掲
論
文
）
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、

a
b
e
f
な
ど
の
歌
の
形
成
に
は
、
単
に
漠
詩
文
の
知
識
だ
け

で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
漠
詩
文
作
成
の
体
験
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

当
時
の
官
人
貴
族
の
教
養
な
ど
か
ら
推
し
て
（
桃
裕
行
『
上
代
学
制
の
研
究
』

第
一
章
「
大
学
寮
の
草
創
と
近
江
奈
良
時
代
に
於
け
る
そ
の
隆
替
」
等
）
、
家

持
が
漠
詩
文
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
事
実
、
若
年
の
頃

の
作
品
に
も
漢
詩
文
の
知
識
を
背
景
と
し
た
詠
が
存
す
る
（
橋
本
達
雄
「
若
き

家
持
の
志
向
」
『
彗
蒙
鰭
翌
集
萬
葉
の
発
想
』
等
）
。
し
か
し
、
漠
詩
文
の
知

識
が
あ
る
こ
と
と
、
み
ず
か
ら
漠
詩
文
を
作
る
と
い
う
行
為
と
は
微
妙
に
異
な

る
。
そ
も
そ
も
文
学
作
品
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
持
っ
て
い
る
文
学
の
知
識

を
一
度
み
ず
か
ら
の
中
で
十
分
消
化
す
る
と
い
う
過
程
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
元
来
日
本
人
根
生
い
の
文
芸
で
な
い
漢
詩
文
に
お
い
て
は
、
な

お
さ
ら
、
そ
の
過
程
で
、
詠
む
題
材
に
つ
い
て
の
認
識
が
見
違
え
る
程
深
ま
る

と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
家
持
の
場
合
、
こ
の
漠
詩
文
作
成
に

よ
る
認
識
の
深
ま
り
が
、
従
来
倭
歌
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
漢
詩
文
的
な
発
想

を
呼
び
込
む
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、

e
.
f
の
桃
の
花
の
歌
を
詠
作
す
る
き
っ
か
け
が
家
持
作
で
な
く
、

池
主
の
手
に
な
る
漢
詩
文
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

池
主
の
「
七
言
晩
春
三
日
遊
覧
一
首
」
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
他
人
の
作
と
は

- 15 -



い
え
、
家
持
み
ず
か
ら
と
の
間
に
交
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
。
そ
の
上
、
家
持
は
、

池
主
の
詩
へ
の
返
事
と
し
て
、
池
主
の
詩
の
内
容
を
受
け
つ
つ
「
七
言
一
首
」

(
8
)
 

を
詩
ん
で
い
る
（
古
典
集
成
）
。
だ
か
ら
、
家
持
は
、
池
主
の
詩
を
深
く
味
わ
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

e
.
f
を
詠
む
家
持
に
と
っ
て
、
池
主
の
詩
は

み
ず
か
ら
の
作
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、

a
b
.
d
l
f
の
歌
は
、
漠
詩
文
の
詠
作
に
よ
っ
て
、
漢
詩
文
独
自

の
発
想
に
対
し
て
認
識
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
右
の

a
l
f
の
中
で
詠
作
の
き
っ
か
け
と
し
て
漢
詩
文
の
作
成

の
事
実
が
指
摘
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
口
の
C

で
あ
る
。

C

は
d

と
同
じ
く
花
の
香
を
詠
ん
で
い
る
、
が
、
詠
出
時
期
が
d
に
先
行
す
る
た
め
、

d
に
付
せ
ら
れ
た
漠
文
は
C

に
直
接
関
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
、

C

の
詠
出
以
前

に
、
詠
出
の
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
家
持
の
自
作
の
漢
詩
文
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
し
て
、
問
題
の
三
九

0
0
に
つ
い
て
も
、
状
況
は
ほ
ぼ
C

に
等

し
い
。こ

の
二
首
に
つ
い
て
は
、
先
の

a
b
.
d
し
f
の
ご
と
き
事
例
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
詠
歌
以
前
に
漢
詩
文
詠
作
の
事
実
が
あ
っ
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
漠
詩
文
に
対
し
て
認
識
を
深
め
る
き
っ
か
け
は
、
か
な

ら
ず
し
も
漢
詩
文
の
詠
作
だ
け
に
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詳

し
い
事
情
が
知
ら
れ
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
詠
作
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
C

に
つ

い
て
橋
本
達
雄
氏
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
（
「
家
持
の
連
作
二
歴
」
専
修
国
文

第
三
十
号
）
、
家
持
の
漢
詩
文
に
対
す
る
強
い
興
味
に
理
由
を
求
め
、
「
新
し
い

外
来
の
美
意
識
を
和
歌
の
上
に
定
着
せ
し
め
よ
う
と
し
た
」
作
品
で
あ
る
と
、

ひ
と
ま
ず
は
大
き
く
括
っ
て
お
く
以
外
に
手
は
あ
る
ま
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
詠
歌
の
由
来
を
考
え
る
際
、

C

と
三
九

0
0と
で
は
、
や

本
来
集
団
の
場
で
詠
ま
れ
る
べ
き
七
夕
歌
が
、
独
り
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
に

や
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。

0

0

 

十
年
の
七
片
七
日
の
夜
に
、
独
り
天
漠
を
仰
ぎ
て
い
さ
さ
か
に
懐
ひ
を
述

ぶ
る
一
首
（
三
九

0
0
)

0

0

 

十
六
年
の
四
月
五
日
に
、
独
り
平
城
の
故
宅
に
居
り
て
作
る
歌
六
首
(
c
、

三
九
一
六
）

右
の
ご
と
く
、
二
首
は
共
に
題
詞
に
「
独
り
」
と
い
う
語
を
持
ち
、
同
じ
く

独
詠
歌
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
が
、
両
者
の
「
独
り
」
が
持
っ
て
い

る
意
味
の
重
さ
に
は
ず
い
ぶ
ん
差
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
も
っ
ぱ
ら
七
夕
歌

の
詠
ま
れ
方
の
偏
り
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

一
般
に
、
萬
葉
の
七
夕
歌
で
詠
作
事
情
の
わ
か
る
も
の
に
は
、

山
上
憶
良
が
七
夕
の
歌
（
右
は
、
神
亀
元
年
の
七
月
七
日
の
夜
に
左
大
臣

の
宅
に
し
て
。
）
（
一
五
一
九
）

七
夕
の
歌
（
右
の
件
の
歌
は
、
或
い
は
「
中
衛
大
将
籐
原
北
卿
の
宅
に
し

て
作
る
」
と
い
ふ
。
）
（
一
七
六
四
し
五
）

な
ど
、
宴
席
、
つ
ま
り
集
団
の
場
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
（
井
手
至
「
萬
葉
七

夕
歌
の
配
列
と
構
造
」
萬
葉
第
百
十
一
号
等
）
。
ま
た
、
七
夕
歌
の
大
部
分
を

占
め
る
、
巻
＋
の
人
麻
呂
集
歌
(
-
九
九
六
ー
ニ

01
―
一
三
）
や
出
典
未
詳
歌

（二

0
三
四
ー
ニ

0
九
三
）
に
お
い
て
も
、
集
団
の
場
に
お
け
る
詠
作
で
あ
る

こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
（
村
山
出
「
七
夕
歌
と
憶
良
」
国
語
国
文
研
究
第
五
十

号
・
伊
蔭
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
第
一
二
章
第
四
節
「
七
夕
歌
の
世
界
」
）
。

す
る
と
、
天
武
朝
頃
に
詠
ま
れ
始
め
た
（
大
久
保
正
先
掲
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕

歌
の
位
相
」
等
）
七
夕
歌
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
集
団
の
場
で
詠
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
、
三
九

0
0は
数
少
い
例
外
の
―
つ
に
数
え
ら
れ

（

9
〕

る。
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四
、
七
夕
詩
的
倭
歌
の
成
立

因
指
1

一
殿
前
梅
樹

は
、
何
ら
か
の
事
情
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
そ
の
事
情
を
追
求
で

き
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
九

0
0
の
七
夕
詩
的
性
格
の
由
来
を
知
る
有
力
な
手
が

か
り
に
な
る
よ
う
に
忌
わ
れ
る
。

三
九

0
0
の
詠
出
の
事
情
は
、
題
詞
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
題
詞

は
、
天
平
十
年
七
月
七
日
の
夜
に
、
独
り
で
天
の
川
を
仰
ぎ
見
て
、
懐
い
を
述

べ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
す
る
と
、
詠
歌
の
状
況
を
知
る
有
力
な
手
が

か
り
は
、
問
題
の
「
独
り
」
を
除
け
ば
、
日
付
け
と
「
懐
ひ
を
述
ぶ
」
と
い
う

部
分
に
絞
ら
れ
る
。
「
述
懐
」
と
い
う
語
は
、
漠
詩
文
に
由
来
を
持
ち
、
自
分
の

心
の
う
ち
を
述
べ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
以

上
、
普
通
そ
の
「
懐
ひ
」
は
格
別
な
思
い
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
歌
の
内
容
は
、
夜
空
の
景
か
ら
織
女
の
渡
河
を
推
定
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
思
い
は
読
み
と
り
に
く
い
。
た
だ
、
三
九

0

0
が
、
集
中
で
例
外
的
に
七
夕
詩
的
発
想
が
濃
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
懐
ひ
」

の
内
実
に
こ
の
七
夕
詩
的
表
現
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
は
ど
う
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
独
り
」
詠

む
こ
と
と
、
詠
ま
れ
た
時
が
天
平
十
年
七
月
七
日
の
夜
で
あ
る
こ
と
と
の
関
連

に
意
義
を
見
出
し
た
の
は
、
萬
葉
集
私
注
で
あ
る
。
私
注
は
、
三
九

0
0が
詠

ま
れ
た
当
日
、
西
池
の
宮
で
津
宴
が
行
わ
れ
て
お
り
、
題
詞
に
「
独
り
」
と
あ

る
の
は
、
「
家
持
は
未
だ
さ
う
し
た
席
に
招
か
れ
る
こ
と
も
な
く
」
独
り
い
た

こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
西
池
の
宮
の
津
宴
に
つ
い

て
は
、
続
日
本
紀
に
次
の
ご
と
く
見
え
る
。

天
皇
御
二
大
蔵
省
函
翌
相
撲
1

晩
頭
転
御
二
西
池
宮
―

勅
1

一
右
衛
士
督
下
道
朝
臣
真
備
及
諸
才
子
一
日
人
皆
有
＞
志
所
＞
好
不
＞

同
朕
去
春
欲
＞
翫
↓
ー
此
樹
一
而
未
＞
及
ー
ー
賞
翫
一
花
葉
運
落
意
甚
惜
焉
宜
下

各
賦
一
一
春
意
五
招
此
梅
樹
q

文
人
舟
人
奉
＞
詔
賦
＞
之
因
賜
二
五
位
已
上

詔
廿
疋
六
位
已
下
各
六
疋
―
（
天
平
十
年
七
月
七
日
の
条
）

さ
ら
に
、
伊
藤
博
氏
（
「
『
醤
喩
歌
』
の
構
造
」
国
語
国
文
第
三
十
三
巻
第
十

二
号
）
は
、
右
の
事
情
か
ら
、
三
九

0
0
に
、
五
位
以
上
（
勅
授
）
の
世
界
に

対
す
る
、
家
持
の
羨
望
と
憧
憬
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
三
九

0
0
に
こ
め
ら
れ
た
「
恢
ひ
」
は
、
同
日

の
宴
に
関
わ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
と
深
く
結
び
つ
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
「
懐
ひ
」
が
な
に
ゆ
え
七
夕
詩
的
表
現
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ

ろ
う
か
。天

皇
観
1

一
相
撲
戯
l

是
夕
徒
1

一
御
南
苑
一
命
1

一
文
人
芦
竺
七
夕
之
詩
―

賜
＞
禄
有
＞
差
（
続
日
本
紀
天
平
六
年
七
月
七
日
の
条
）

当
時
宮
廷
で
は
七
夕
の
日
に
、
右
の
記
事
の
ご
と
く
、
漠
詩
が
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
正
史
の
記
事
は
右
の
も
の
に
限
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
懐

風
藻
に
七
夕
詩
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
年
に
も
か
よ
う
な
詩
宴
が
行

わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
漠
詩
に
対
し
て
倭
歌
は
、
大
久
保
正
氏
（
先
掲

「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
位
相
」
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
持
統
朝
か
ら
宮
廷
の

公
式
行
事
と
し
て
の
七
夕
の
宴
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
と
い
う
明
確
な
証
拠
に
恵

ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
事
情
は
天
平
期
に
な
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
当
時
公
的
な
七
夕
の
宴
と
い
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
漢
詩
だ
け
が
詠
ま
れ
る
習

い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
当
日
宮
廷
の
宴
に
関
わ
り
え
な
か
っ
た
家
持
は
、

そ
の
宴
を
意
識
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
七
夕
の
詩
宴
を
思
い
浮
べ
て

(10) 

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
う
し
て
、
一
二
九

0
0
の
七
夕
詩
的
発
想
は
、
家
持
が
当
日
の
宮
廷
に
お
け

る
七
夕
の
詩
宴
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
織
女
が
天
の
川
を
渡
る
と
い
う
発
想

に
加
え
、
「
雲
衣
」
と
い
う
七
夕
詩
の
常
套
句
を
ふ
ま
え
た
表
現
を
あ
わ
せ
持

っ
て
い
る
三
九
0
0
の
特
徴
を
考
え
る
と
、
た
だ
七
夕
の
詩
宴
を
意
識
し
て
い

た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
詠
ま
れ
る
は
ず
の
七
夕
詩
を
想
起
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
二
九
0
0
の
「
懐
ひ
」
は
、
関
わ
り
え
な
か
っ
た
当
日
の
葬
宴
に

対
す
る
憧
憬
、
羨
望
の
念
で
あ
り
、
七
夕
詩
的
表
現
は
、
そ
の
結
果
、
そ
の
宴

で
詠
ま
れ
る
は
ず
の
七
夕
詩
を
念
頭
に
お
い
た
た
め
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

し
か
し
、
七
夕
と
い
う
題
材
は
、
ほ
ぽ
時
代
を
同
じ
く
す
る
蔦
葉
集
と
懐
風

藻
と
の
所
収
作
品
の
内
容
の
差
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
漠
詩
と
倭
歌
と
で

は
詠
み
方
が
違
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
簡
単
に
は
倭
歌
に
七
夕
詩
的

発
想
は
盛
り
込
め
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
家
持
自
身
に
お
い
て
も
、

歌
の
伝
統
を
破
り
漢
詩
文
的
発
想
を
取
り
込
む
時
、
漠
詩
文
の
自
作
や
そ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
事
例
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
三
九

0
0

の
場
合
も
、
七
夕
詩
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
い
う
漠
然
と
し
た
言
い
方
で

は
、
七
夕
詩
的
発
想
を
倭
歌
に
取
り
込
ん
だ
理
由
と
し
て
は
ま
だ
十
分
と
は
い

え
な
い
。
家
持
の
倭
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
受
容
に
漠
詩
文
の
自
作
が
深
く
閑
わ

る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
一
度
は
七
夕
詩
詠

出
の
立
場
に
立
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
三
九

0
0

を
詠
む
際
、
七
夕
と
い
う
題
材
は
漠
詩
文
な
ら
ば
こ
う
作
る
と
い
う
思
考
を
め

ぐ
ら
し
、
そ
の
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
歌
の
詠
出
に
及
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

右
の
ご
と
き
七
夕
詩
詠
出
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
経
験
が
、
漢
詩
文
の
自
作

に
類
似
し
た
役
割
を
果
た
し
て
、
家
持
に
三
九

0
0
の
よ
う
な
七
夕
詩
的
な
倭

歌
を
詠
ま
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
三
九

0
0が
独
詠
歌
で
あ
る
こ
と
は
別
の
意
味
を
も
持
つ
。
高
葉
の

七
夕
歌
は
、
我
が
国
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
変
容
し
て
い
る
と
は
い
え
、
本
来
中
国

の
題
材
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
し
か
も
常
に
漢
詩
文
（
七
夕
詩
）
の
影
響
下
に

あ
っ
た
（
小
島
憲
之
先
掲
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
第
五
篇
第
九
章
・

福
岡
耕
二
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
の
性
格
」
寓
葉
集
研
究
第
八
知
i

。
あ
ま
つ

さ
え
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
七
夕
歌
の
詠
者
た
ち
が
、
織
女
の
渡
河
に

興
味
を
持
っ
て
い
る
徴
証
も
存
す
る
。
右
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
萬
葉
の

七
夕
歌
が
天
武
朝
以
来
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
彦
星
が
天
の
川
を
渡
る
と
い
う
日
本

的
発
想
を
守
り
、
結
果
と
し
て
織
女
の
渡
河
の
姿
を
主
眼
に
据
え
る
歌
が
一
二
九

0
0以
外
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
原
因
の
―
つ
に
、
寓
葉
の
七
夕
歌
が
、
個
の
歌
で
は
な
く
、
元
来
集
団

の
場
に
お
け
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
集
団
の
楊
に
は
か
な
ら
ず

何
ら
か
の
共
通
理
解
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
一
座
の
人
々
が
彦
星
が
川
を
渡
る

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
歌
を
楽
し
ん
で
い
る
時
、
あ
る
一
人
が
突
然
織
女
の
渡

河
を
具
向
か
ら
と
り
あ
げ
て
詠
む
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
山
上
憶
良
が
一
五
二
七
（
既
出
）
に
お
い
て
、
七
夕
詩
の
知

識
を
示
し
つ
つ
も
、
歌
の
表
現
と
し
て
は
彦
星
の
舟
出
を
詠
ん
だ
の
も
右
の
事

情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
三
九

0
0
に
お
い
て
は
、
独
り
詠
む
と
い
う

状
況
が
、
集
団
の
場
で
培
わ
れ
て
き
た
詠
み
方
と
は
異
な
っ
た
七
夕
歌
の
出
現

(12) 

を
許
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
大
伴
家
持
の
三
九

0
0
に
つ
い
て
、
そ
の
詠
出
の
由
来
を
探
る
こ
と

に
よ
り
、
家
持
の
歌
に
お
け
る
漠
詩
文
受
容
の
特
性
を
考
察
し
た
。
こ
の
よ
う

な
考
察
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
七
夕
歌
の
あ
り
よ
う
が
萬
葉
か
ら
古
今
に
か
け
て
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変
質
し
て
ゆ
く
（
小
島
憲
之
『
古
今
集
以
前
』
序
章
）
こ
と
の
秘
密
の
一
端
が

明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い

と
思
っ
゜

(
1
)
山
は
萬
葉
集
略
解
・
萬
葉
集
新
考
・
萬
葉
集
全
釈
・
萬
葉
集
注
釈
等
。
切
は
、

窪
田
評
釈
・
古
典
全
集
・
講
談
社
文
庫
・
古
典
集
成
等
。

(
2
)

中
国
七
夕
詩
に
お
い
て
、
雲
が
よ
く
詠
ま
れ
、
し
か
も
、
月
を
隠
す
も
の
と
し

て
は
認
識
さ
れ
な
い
の
は
r

雲
が
天
の
川
の
水
気
か
ら
発
し
た
も
の
、
つ
ま
り
、

天
体
の
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
ら
し
い
（
佐
藤
美
知
子
「
『
月
の
船
』

・
『
桂
梶
』
考
」
萬
葉
第
九
十
八
号
）
。

(
3
)

は
や
く
大
久
間
喜
一
郎
氏
（
「
七
夕
説
話
伝
承
考
」
明
治
大
学
教
荏
論
集
第
七

十
五
号
）
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
中
国
七
夕
詩
と
は
無
関
係
と
い
う
見
解
な
が

ら
、
「
織
女
の
境
遇
に
同
情
」
し
て
の
詠
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

(
4
)

直
葉
の
七
夕
歌
で
、
橋
を
渡
す
と
詠
む
歌
に
は
、
「
や
ま
ず
洒
は
む
時
待
た
ず
と

も
」
（
二

0
五
六
）
「
い
渡
ら
さ
む
を
秋
に
あ
ら
ず
と
も
」
（
四
―
二
六
）
等
、
七

月
七
日
以
外
の
時
に
も
相
手
の
も
と
に
洒
え
る
よ
う
に
と
願
望
す
る
歌
が
多
い
。

こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、
回
も
「
や
ま
ず
来
ま
せ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
横
女

の
常
な
る
逢
瀬
を
い
う
た
め
に
、
中
国
の
七
夕
伝
説
を
利
用
し
た
歌
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

(
5
)

懐
風
藻
註
釈
（
沢
田
総
清
）
や
尾
崎
暢
狭
氏
（
『
大
伴
家
持
論
孜
』
「
屋
の
船
」
）

等
は
、
「
彩
舟
」
を
彦
星
の
舟
と
す
る
。
と
く
に
尾
崎
氏
は
、
こ
の
語
の
前
に

「
仙
駕
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
織
女
が
車
に
乗
り
、
舟
に
乗
る
の
は
お
か

し
い
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
七
夕
詩
に
お
い
て
、
織
女
の
乗
り
物
が
「
仙
車
駐
七

、

、

、

、

、

襄
鳳
駕
出
天
液
」
（
案
何
孫
「
七
夕
」
）
と
修
辞
的
に
言
い
変
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
は
、
古
典
大
系
慎
風
藻
（
小
島
憲
之
）
の
説
に
従
っ
て

緞
女
の
舟
と
見
て
よ
い
。

(
6
)

七
夕
と
日
⇔
と
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏
が
、
『
古
今
集
以
前
』
（
序
章
）
に

お
い
て
、
寓
葉
集
の
歌
に
お
い
て
、
漠
詩
文
の
影
警
を
受
け
に
く
か
っ
た
素
材
と

し
て
、
ま
と
め
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。

(
7
)
花
の
香
以
外
で
は
、
「
秋
の
香
」
（
二
ニ
三
三
）
が
あ
る
。
な
お
、
一
見
嗅
覚
に

つ
い
て
の
語
と
見
ら
れ
る
集
中
の
「
か
ぐ
は
し
」
は
、
主
と
し
て
霊
妙
さ
を
い
う

語
で
あ
る
こ
と
、
松
本
刷
「
カ
グ
ハ
シ
考
」
（
萬
葉
第
九
十
九
号
）
に
詳
し
い
。

(
8
)

古
典
集
成
は
、
家
持
の
詩
の
首
聯
．
頷
聯
．
頸
聯
は
そ
れ
ぞ
れ
池
主
の
詩
に
対

応
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

(
9
)
他
に
、
家
持
作
の
四
―
二
五
し
七
•
四
一
六
二
•
四
二0
六
ー
一
三
が
あ
る
。

(10)

続
日
本
紀
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
当
日
実
際
は
「
梅
樹
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

が
、
家
持
は
そ
の
宴
に
参
加
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
七
夕
の
詩
宴
を
思
い
浮
ベ

て
い
た
と
い
う
推
測
に
支
障
は
な
い
。

(11)

稲
岡
氏
は
、
人
麻
呂
歌
集
と
出
典
未
詳
歌
の
七
夕
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
時
流

行
し
て
い
た
漠
詩
文
の
傾
向
を
敏
感
に
反
映
し
て
い
る
と
途
ぺ
て
い
る
。

(
1
2
)
家
持
の
七
夕
独
詠
歌
は
他
に
も
存
す
る
（
注
9
)
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
か
ら
は

七
夕
詩
的
性
格
は
読
み
と
り
に
く
い
。
こ
れ
は
、
独
詠
と
い
う
こ
と
が
、
必
然
的

に
七
夕
詩
的
性
格
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
七
夕
詩
的
性
格
を
許

容
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
。

付
記脱

稿
後
、
寓
葉
集
全
注
巻
十
七
（
橋
本
達
雄
）
の
刊
行
を
見
た
。
三
九

0
0
の
歌

そ
の
も
の
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
詠

作
に
際
し
、
当
日
の
漠
詩
の
会
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
本
稿
と
重
な
っ

て
い
る
。

再
校
中
に
、
吉
村
誠
「
家
持
天
平
十
年
作
七
夕
歌
一
首
」
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国

文
学
研
究
第
二
号
）
の
存
在
を
知
っ
た
。
本
稜
と
は
、
三
九

0
0
の
下
三
句
に
漢
詩

文
の
影
警
が
あ
る
と
い
う
指
摘
な
ど
に
相
似
る
点
が
存
す
る
。
原
稿
執
筆
時
に
お
い

て
、
参
照
を
怠
っ
た
の
で
一
言
お
断
り
し
て
お
く
。

な
お
、
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
伊
藤
博
先
生
か
ら
御
指
導
を
頂
い
た
。

（
大
学
院
博
士
課
程
日
本
文
学
）
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