
ー
ー
上
巻
に
お
け
る
和
歌
と
漠
詩
の
或
る
場
合
|
|

新
撰
万
葉
集
と
菅
原
道
真

一
、
問
題
の
所
在

新
撰
万
葉
集
（
以
下
、
本
集
と
呼
称
）
上
巻
の
序
文
に
、
「
買
平
五
戟
（
八
九

三
）
秋
九
月
廿
五
日
」
と
い
う
記
戟
が
あ
る
。
こ
れ
が
本
集
の
成
立
時
期
を
示

す
も
の
と
見
な
し
、
拇
者
に
は
菅
原
道
真
を
推
す
の
が
古
来
の
通
説
で
あ
る
。

こ
の
年
は
、
宇
多
明
に
お
け
る
道
真
の
全
盛
時
代
に
属
し
、
彼
の
建
議
に
よ
っ

て
遺
屈
使
が
廃
止
さ
れ
た
前
年
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
加
え
て
、
本

集
（
現
行
本
で
は
和
歌
一
首
ご
と
に
漠
詩
を
附
す
）
の
形
態
が
和
漢
兼
作
の
文

人
の
営
み
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
か
ら
、
撰
者
と
し
て
氾
真
が
擬
せ
ら
れ
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
『
拾
遺
集
』
の
時
代
に
は
、
「
菅
家
万
葉
集
」

の
呼
称
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
詞
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
外
部
の
状
況
か
ら
見
る
の
と
は
迩
っ
て
、
内
部
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。
本
集
の
和
歌
を
撰
集
資
料
別
に
区
分
す
る
と
、
「
寛

平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
歌
・
「
是
貞
親
王
家
歌
合
」
の
歌
・
出
典
未
詳
の
歌
・

上
の
二
つ
の
歌
合
の
現
行
本
文
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
他
の
文
献
に
見
ら
れ
る

非
歌
合
歌
の
四
つ
に
な
る
。
通
説
で
は
、
和
歌
一
首
ご
と
に
附
さ
れ
て
い
る
漠

詩
の
様
相
か
ら
見
て
、
上
巻
は
す
べ
て
同
時
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
和
歌
の
配
列
に
注
意
し
な
が
ら
上
巻
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
「
寛
平

徊
時
后
宮
歌
合
」
の
歌
の
詭
囲
で
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
途
絶
え
て
は
い
る
も
の

の
、
隣
接
す
る
歌
同
志
が
対
を
成
す
よ
う
に
次
々
と
繋
げ
ら
れ
て
い
く
連
鎖
式

配
列
法
で
統
一
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
一
方
、
一
定
の
方
針
が
あ

っ
て
入
集
さ
れ
な
か
っ
た
歌
合
歌
の
存
在
も
知
ら
れ
る
。
対
し
て
、
現
行
の
本

集
に
入
集
さ
れ
た
、
出
典
未
洋
歌
を
含
む
非
歌
合
歌
は
、
こ
の
方
針
に
矛
盾

し
、
し
ば
し
ば
歌
合
歌
の
連
飢
を
壊
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
寛
平
五
年

成
立
と
さ
れ
る
上
巻
で
さ
え
、
そ
の
後
さ
ら
に
数
次
に
わ
た
っ
て
、
別
侃
の
編

集
態
度
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ー
—
ー
お
よ
そ
以
上

の
手
続
き
を
経
て
、
筆
者
は
さ
き
に
「
霞
平
徊
時
后
宮
歌
合
」
の
歌
の
み
か
ら

成
る
、
上
巻
”
第
一
次
編
集
本
“
の
復
原
を
試
み
た
（
「
新
撰
万
葉
集
の
形
成
」

万
葉
117
号
、
昭
59)
。
こ
れ
に
よ
れ
は
、
上
送
の
成
立
を
単
一
の
次
元
で
捉
え

る
こ
と
に
は
無
迎
が
あ
る
。

漠
詩
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
形
成
の
初
期
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ

る
上
巻
の
序
文
に
は
、
「
先
生
非
孟
毘
呈
倭
歌
之
佳
麗
一
、
兼
亦
綴
二
-
絶
之
詩
―

0

0

0

 

0
 

挿
薮
首
之
左
―
」
と
い
う
記
賊
が
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
上
巻
の
漠
詩
作
者
を
道
真
と
す
る
説
で
あ
る
。

山

崎

健

司
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こ
の
通
説
は
、
近
世
の
林
疑
山
（
林
鵞
峯
『
本
朝
一
人
一
首
』
）
が
否
定
、
の

ち
金
子
彦
二
郎
（
「
新
撰
万
葉
集
の
詩
に
関
す
る
新
考
察
」
国
語
2
巻
3
号、

昭
12
お
よ
び
『
増
補
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
ー
道
真
の
文
学
研
究
篇
第
二

冊
ー
』

昭
53)
・
木
越
隆
（
「新
撰
万
葉
集
上
巻
の
漠
詩
の
作
者
に

つ
い
て
」
国

語
4
巻
4
号
、
昭
31)
に
よ
っ
て
実
証
的
な
否
定
説
が
行
わ
れ
た
。
印
象
批
評

的
な
麹
山
の
説
は
別
と
し
て
、
金
子
説
・
木
越
説
は
、
上
巻
の
同
時
の
成
立
を

前
提
と
し
、
道
真
詩
に
お
け
る
用
語
の
出
現
頻
度
を
尺
度
と
し
て
い
る
。
一

方
、
序
文
の
内
容
に
従
っ
て
、
一
部
に
道
真
の
作
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
説

も
あ
る
（
西
下
経
一
執
筆
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
昭
8
•

川
口
久
雄
『
平
安
朝

日
本
漠
文
学
史
の
研
究
』
昭
3
4
•高
野
平
『
新
撰
万
葉
集
に
関
す
る
抵
礎
的
研

究
』
昭
45
．
小
島
憲
之

「
万
葉
集
の
編
簗
に
関
す
る

一
解
釈
」
万
葉
集
研
究
第

一
集
、
昭
47
．
泉
紀
子
「
『
新
撰
万
葉
集
』
成
立
に
つ
い
て
の
試
論
」
女
子
大

文
学
34
号
、
昭
58
な
ど
）
。

本
稿
の
見
る
と
こ
ろ
、
金
子
説
・
木
越
説
は
、
全
面
的
否
定
に
傾
く
点
に
疑

問
が
残
る
。

た
し
か
に
、
二
つ
の
論
文
が
論
証
し
た
例
は
、
道
真
詩
と
な
し
得
な
い
も
の

と
言
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
本
集
上
巻
の
詩
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
金
子
自

身
が
「
柳
か
道
真
の
作
ら
し
く
思
は
れ
な
い
で
も
な
い
」
と
述
べ
、
道
真
詩
と

見
な
し
て
も
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
点
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
遥
真
の
用
語
の
出
裏
頻
度
に
つ
い
て
は
、
数
次
の
形
成

過
程
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
応
す
れ
ば
、
初
期
か
ら
あ
っ
た
道
真
作
の
一
首
の
詩

に
対
し
て
、
後
人
が
校
倣
し
て
何
首
も
作
っ
た
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る

の
で
、
上
巻
漢
詩
作
者
の
語
槃
力
の
不
足
に
は
た
だ
ち
に
結
び
つ
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
道
真
否
定
説
と
一
部
道
真
説
と
は
、
論
証
の
過
程
で
は
相
補

う
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
い
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
く
形
成
の
初
期
か
ら
あ
っ
た
詩
の
中
に
道
真
の
も
の
が
あ
ろ
う
こ
と
は
、

右
か
ら
知
ら
れ
る
も
の
の
、
ど
の
詩
が
そ
れ
で
あ
る
か
を
検
出
す
る
こ
と
は
、

な
か
な
か
難
し
い
。

こ
の
場
合
、
本
集
に
お
け
る
二
つ
の
伝
本
系
統
、
原
撰
本
系
と
流
布
本
系
の

(
1
)
 

本
文
の
問
題
と
絡
ん
で
、

次
の
例
が
上
巻
恋
I
O
l
（
番
号
は
和
歌
に
附
し
た
通
し

番
号
＾
以
下
同
様
＞
）
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
。

切
思
筒
昼
者
如
此
店
名
草
呼
都
夜
許
曽
涙
不
絶
流
礼
（
原
撰
本
系
本
文
。
流

布
本
系
八
板
本
を
除
く
＞
異
本
表
記
）

回
思
筒
昼
者
如
此
店
名
草
眸
都
夜
曽
佗
杵
独
寝
身
者
（
流
布
本
系
八
板
本
を

含
む
＞
本
文
）

い
寡
婦
独
居
欲
二
数
年
一
寡
婦
独
居
し
て
数
年
な
ら
む
と
す

や
ぷ

容
頻
枯
稿
敗
ミ
心
い
容
顔
枯
稿
し
て
心
田
を
敗
る

日
中
怨
恨
猶
応
＞
忍
日
中
の
怨
恨
は
猶
し
忍
ぶ
べ
し

(
2
)
 

夜
半
清
然
涙
作
＞
泉
夜
半
に
滑
然
と
し
て
涙
泉
と
印
る
〈
疇
麟
虹
鬱
）

図
お
も
ひ
つ
A

ひ
る
は
か
く
て
も
な
く
さ
め
つ
よ
る
こ
そ
な
み
た
つ
き
す
な

(
3
)
 

か
る
れ
(
+
巻
本
歌
合
本
文
）

印
回
は
101
の
和
歌
、
回
は
そ
れ
に
対
す
る
漢
詩
で
あ
る
。
原
撰
本
系
で
は
り

と
い
、
板
本
で
は
回
と
い
、
そ
し
て
板
本
を
除
く
流
布
本
系
写
本
で
は
回
と
い

の
本
文
に
い
の
異
本
表
記
が
加
わ
る
形
態
を
と
る
。
口
は
撰
集
資
料
「
寛
平
御

時
后
宮
歌
合
」
の
現
存
最
古
の
本
文
。
日
は
印
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

―
つ
の
漢
詩
に
対
し
、
二
つ
の

和
歌
が
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら

よ
い
の
か
。
こ
れ
は
形
成
の
経
過
と
関
係
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
の
和
歌
が
古
態

を
遺
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
右
の
二
つ
の

和
歌
と
漠
詩
と
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
巻
の
形
成
に
お
い
て
道
真
が
ど
の

程
度
関
与
し
た
か
、
そ
の
可
能
性
の
糸
口
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
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本
集
上
巻
に
お
い
て
、

101
の
印
と
回
の
よ
う
に
原
撰
本
系
と
流
布
本
系
の
本

文
が
対
立
す
る
例
は
、
他
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
原

の

み

撰
本
系
に
独
自
の
異
文
を
持
つ
場
合
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、
「
而
已
」

と
「
耳
」
な
ど
表
記
上
の
差
迩
や
明
ら
か
な
誤
写
誤
脱
と
見
ら
れ
る
例
は
、
こ

こ
で
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
網
に
か
か
っ
た
例
を
観
察
す
る
と
、
異
文
発
生
の
理
由
が

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
真
名
で
表
記
さ
れ
た
後
の
転
写
過
程
で
の
、
字
形
の
類
似
に
よ
る
誤

写
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。
2
7
に
お
け
る
「
老
手
」
（
原
撰
本
系
）
と
「
老
牟
」

（
流
布
本
系
）
の
ほ
か
、

3
4
.
9
5
.
1
0
8
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
そ
こ
で

想
起
す
べ
き
は
、
同
時
代
の
日
本
紀
覚
宴
和
歌
の
よ
う
な
一
字
一
音
式
の
真
名

表
記
と
較
べ
る
と、

現
行
の
本
集
和
歌
の
真
名
表
記
は
淡
字
仮
名
交
り
の
傾
向

に
あ
り
、
当
時
、
両
者
に
明
確
な
区
別
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
山
田
俊
雄
「
和
歌
の
真
名
表
記
に
つ
い
て
の
試
論
」
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研

究
報
告
5
、
昭
29)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

歌
合
等
の
撰
集
資
料
の
表
記
が
、
最
低
限
、
異
文
を
生
じ

た
部
分
で
は
|
—
む
ろ
ん
全
面
的
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
が
ー
ー

、
一
字
一

音
式
の
表
記
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ら
ど
う
か
。
す
る
と
、
本
築
和
歌
の
表
記
も

ま
た
、
形
成
の
初
期
に
お
い
て
は
資
料
の
表
記
形
態
を
氾
存
す
る
な
り
、
と
こ

(
4
)
 

ろ
ど
こ
ろ
に
正
訓
字
を
宛
て
る
な
り
し
た
形
で
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
「
而
已
」
と
「
耳
」
な
ど
、
両
系
統
の
本
文
間
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
表

記
上
の
差
違
は
、
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
く
。

26
は
、
資
料
に

二
、
二
つ
の
和
歌
本
文

望

□
ひ
と
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
表
記
者
の
態
度
の
祖
迩
か
ら
正
訓
字
「
一
」
と

借
訓
仮
名
「
人
」
と
に
分
岐
し
た
と
思
わ
れ
、
「
摘
鶴
」
と
「
摘
久
留
」
と
な

っ
て
い
る
7
や
7
6
.
9
6
な
ど
、
一
方
の
表
記
者
が
資
料
を
誤
読
し
た
場
合
も
あ

ろ
う
。
ま
た
、
正
訓
字
を
用
い
た
場
合
と
比
較
す
る
と
、
表
記
に
よ
っ
て
意
味

が
固
定
さ
れ
な
い
の
て
、
組
者
な
い
し
表
記
者
の
見
解
に
よ
っ
て
若
干
の
修
正

を
加
え
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

2021345662638597103
な
ど
は
こ
れ
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
、
7
も
同
様
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
194445707279

の

8586112
な
ど
、
「
者
」
と
「
之
」
と
い
っ
た
附
属
語
の
範
旧
で
の
異
同
に
つ
い

て
も
、
こ
の
考
え
方
で
処
理
が
で
き
る
。
以
上
が
101
以
外
の
、
原
撰
本
系
に
独

自
異
文
を
持
つ
例
の
す
べ
て
で
あ
る
。

ふ
た
た
び
101
に
戻
ろ
う
。
今
述
べ
た
「
芯
干
の
修
正
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の

は
、
誤
用
を
正
す
か
、
同
じ
内
容
で
改
良
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
101
は
、
た
だ
一
っ
、
二
つ
の
句
に
わ
た
っ
て
異
文
を
生
じ
、
い

は
夜
に
な
る
と
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
回
は
独
り
寝
の
身
に

と
っ
て
夜
が
佗
び
し
い
こ
と
を
言
い
、
ど
ち
ら
も
試
用
の
部
分
を
持
た
な
い
ば

か
り
か
、
同
じ
内
容
で
改
良
し
た
も
の
で
も
な
い
。
原
揺
本
系
に
独
自
異
文
を

持
つ
例
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
特
殊
だ
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
揺
集
資
料
ま
で
遡
っ
て
歌
合
の
本
文
口
を
見
る
と
、
口
に
対
し
て

は
い
も
回
も
と
も
に
異
伝
を
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
原
拭
本
系
い
の
本
文
の
方

が
よ
り
歌
合
口
の
本
文
に
近
い
。

本
集
と
十
巻
本
所
収
の
歌
合
の
木
文
と
を
比
校
し
た
場
合
、
異
伝
を
持
つ
小

異
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
異
同
の
程
度
に
よ
っ
て
、
附
属
語
ま
た
は
性
か
な
内

容
の
相
迩
に
と
ど
ま
る
A
類
と
、
歌
の
一
部
が
ま

っ
た
く
内
容
を
異
に
す
る
別

の
語
に
な
っ
て
い
る
B
類
と
に
分
類
す
べ
き
こ
と
、
う
ち
A
知
は
本
集
の
歌
形

が
古
態
を
遺
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
一
方
、

B
類
は
本
集
に
入
集
の
後
に
何
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ら
か
の
理
由
で
変
改
さ
れ
た
結
果
だ
と
見
ら
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
前
掲

拙
稿
の
中
で
述
べ
た
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
撰
集
資
料
と
か
け
離
れ
た
用

語
が
出
て
き
た
場
合
、
歌
自
体
の
推
敲
と
い
っ
た
次
元
で
な
く
、
外
部
の
要
因

に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
稿
で
挙
げ
た
例
を
ふ
た

た
び
用
い
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

|

0
い
く
ち
な
つ
な
き
か
へ
る
ら
む
あ
し
ひ
き
の
や
ま
ほ
と
さ
き
す
こ
ゑ
は
A

れ
す
て
(
+
巻
本
）

1
2
7
五
十
人
沓
夏
嗚
這
濫
足
弾
之
山
郭
公
老
牟
不
死
手
（
原
撰
本
系
1
1
老
手
不

死
手
）

l
0か
み
な
つ
き
し
く
れ
ふ
る
ら
し
さ
を
や
ま
の
ま
さ
き
の
か
つ
ら
い
ろ
ま
さ

り
ゆ
く

ー

93
十
月
棠
降
良
芝
山
里
之
並
樹
之
黄
菜
色
増
往

本
集
の
本
文
「
老
い
も
死
な
ず
て
」
も
「
山
呈
の
並
樹
の
黄
葉
」
も
和
歌
の

表
現
と
し
て
は
珍
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
お
の
お
の
を
十
巻
本
の
本
文
に
差
し
替

え
て
み
る
と
、
配
列
の
上
で
脈
絡
の
な
か
っ
た
部
分
が
、
他
の
部
分
と
同
様
、

連
鎖
式
で
繋
が
る
こ
と
が
謁
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
連
鎖
式
配
列
て
首
尾
一
貫

し
た
”
第
一
次
編
集
本
“
で
は
、
こ
の
二
首
は
、
か
な
ら
ず
や
、
十
店
本
に
よ

り
近
い
本
文
が
採
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、

27
の
場
合
、
「
菖
苅
輩
」
の
素
材
を
た
だ
一
っ

持
つ

31
の
補
強
を
目
的
と
し
て
、

11

第
二
次
編
集
“
時
に
出
典
未
詳
歌
28
が
補

入
さ
れ
た
際
、
編
者
の
意
識
に
よ
っ
て
不
老
不
死
の
主
姐
が
与
え
ら
れ
、
下
図

の
よ
う
な
手
順
で
本
文
が
変
改
さ
れ
た

(
0印
が
変
改
の
部
分
）
と
い
う
線
が

浮
び
上
が
る
。
ま
た
、

27
の
漠
詩
に
は
、
不
老
不
死
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
変
改
さ
れ
る
前
の
和
歌
本
文
に
即
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
こ
の
推
定
を
保
証
し
て
い
る
。

0

0

(

て
)

0

0
 

0
 
0
 

ー

27
い
く
つ
夏
鳴
き
退
る
ら
む
あ
し
ひ
き
の
山
郭
公
老
い
も
死
な
ず
て

(31

↓
と
同
じ
趣
向
に
す
る
）

↓
 

ー

28
薙
賓
佼
つ
野
辺
の
側
の
菖
浦
草
香
を
飽
か
ず
と
や
鶴
が
音
す
る
（
菖

甜
草
の
素
材
を
捕
う
）

ー

ー

31
菖
庸
草
い
く
つ
の
五
月
逢
ひ
ぬ
ら
む
来
る
年
ご
と
に
稚
く
見
ゆ
れ
ば

寒
気
初
来
染
嘉
琴
時

93
に
つ
い
て
は
、
「
山
呈
の
並
樹
の
黄
葉
」
が
古
風
を
存
し
て
い
る
と
す
る

見
方
（
澤
況
久
孝
「
菅
家
万
葉
集
の
和
歌
の
用
字
に
就
い
て
」
菅
公
頌
徳
録
、

昭
19)
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

孟
冬
細
雨
足
如
＞
絲

―
一
流
看
山
野
裏

と
あ
る
漢
詩
に
よ
る
と
、

和
歌
を
訳
し
た
の
は
起
句
．
承
旬
と
見
ら
れ
、
「
並

樹
」
に
関
す
る
表
視
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
漠
詩
作
者
が
空

想
に
よ
っ
て
作
っ
た
転
句
「
一
―
流
看
山
野
裏
」
（
山
野
を
ず
っ
と
見
わ
た
す

意
か
）
の
文
字
面
に
ひ
か
れ
て
「
山
里
の
並
樹
」
の
表
視
が
生
れ
た
と
見
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
見
た
二
つ
の
例
か
ら
は
、
形
成
の
初
期
に
お
け
る
和
歌
本
文
が
現
行
の
そ

れ
と
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
淡
詩
を
参
照
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
た
。
小
島
憲

之
（
『
古
今
集
以
前
』
ほ
か
）
の
言
う
よ
う
に
、
三
十
二
子
の
歌
は
、
一
般
に

詩
の
二
句
で
ほ
ぼ
そ
の
意
味
を
表
視
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
和
歌
の
内

容
が
漠
時
の
ど
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
追
求
す
れ
ば
、

B
類
の
小
異
歌
の

中
に
、
淡
詞
が
て
き
た
後
に
変
改
さ
れ
た
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

101
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
二
系
統
の
和
歌
本
文
が
共
通
す
る
部
分
、
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も
と
も
と
本
集
に
収
め
ら
れ
て
い
た
和
歌
が
印
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、

漠
詩
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

い
の
和
歌
を
も
と
に
漠
訳
し
た
部
分
が
絶
句
の
転
句
と
結
句
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
起
句
と
承
旬
が
創
作
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

だ
が
、
創
作
で
は
あ
っ
て
も
、
起
句
の
「
寡
婦
独
居
欲
二
数
年
―
」
は
、
空
閏

の
女
性
を
主
人
公
に
据
え
る
中
固
の
関
情
詩
の
手
法
に
抵
づ
い
て
い
よ
う
。
こ

の
手
法
に
よ
る
表
現
は
『
王
台
新
詠
』
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
。
が
、
わ
が
国

、
道
真
と
闇
情
詩

「
思
ひ
つ
つ
昼
は
か
く
て
も
な
ぐ
さ
め
つ
」
を
、
漠
詩
作
者
は
「
日
中
怨
恨
猶

応
＞
忍
」
（
日
中
は
怨
み
つ
ら
み
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
で

き
る
）
と
解
釈
し
て
転
句
に
据
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
系
統
の
相
迩
す
る
部

分
で
は
、
原
揺
本
系
印
「
夜
こ
そ
涙
絶
え
ず
流
る
れ
」
を
「
夜
半
潜
然
涙
作

＞
泉
」
（
夜
半
に
な
る
と
あ
の
人
の
こ
と
が
思
わ
れ
、
さ
め
ざ
め
と
涙
が
流
れ
落

ち
て
は
泉
の
よ
う
に
な
る
）
と
解
釈
し
て
結
句
に
据
え
て
い
る
。
上
の
句
と
と

も
に
、
和
歌
の
内
容
に
び
っ
た
り
と
附
い
た
訳
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に

比
し
て
、
流
布
本
系
回
「
夜
ぞ
佗
び
し
き
独
り
寝
る
身
は
」
は
、
「
独
り
寝
る

身
」
が
起
句
の
「
踪
婦
独
居
」
に
、
「
佗
び
し
き
」
が
承
句
の
「
敗
二
心
田
―
」

に
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
附
き
方
と
し
て
は
全
般
に
弱

い
。
流
布
本
系
回
の
本
文
を
も
と
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
え
の
七
言
絶
句
を

作
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

漢
詩
り
が
拠
っ
た
の
は
、
揺
集
資
料
の
歌
合
歌

け
に
対
し
て
小
異
歌
A
類
の
関
係
に
あ
る
原
拇
本
系
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

回
は
漠
詩
が
作
ら
れ
た
後
に
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
変
改
さ
れ
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。

で
も
す
で
に
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
『
凌
雲
集
』
（
弘
仁
五
年
＾
八
一
四
＞
頃
成
立
）

所
収
の
小
野
苓
守
の
詩
に
お
け
る
、

幽
閏
独
寝
危
魂
魔
単
枕
夢
暗
粉
顛
穿

な
ど
を
始
め
と
し
て
、
『
文
華
秀
麗
集
』
（
弘
仁
九
年
八
八
一
八
＞
頃
成
立
）
に

は
「
艶
情
」
の
部
立
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
十
一
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
小

島
憲
之
（
「
恋
歌
と
恋
詩
」
文
学
44
巻
3
号
、
昭
51)
は
、
本
集
の
恋
歌
や
恋

詩
に
お
い
て
も
、
艶
情
詩
群
と
同
じ
発
想
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る。
な
お
、

101
の
よ
う
に
、
創
作
の
部
分
に
積
極
的
に
閏
情
詩
の
手
法
を
と
り
こ

ん
だ
本
集
の
詩
は、

お
き

107
人
を
念
ふ
心
の
熾
は
身
を
ぞ
焼
く
姻
立
つ
と
は
見
え
ぬ
も
の
か
ら

胸
中
刀
火
例
焼
＞
身
寸
府
心
灰
不
＞
挙
＞
姻

応
亙
女
郎
為
＞
念
＞
匹
閏
房
独
坐
面
猶
瀕

lll
朝
景
に
吾
が
身
は
な
り
ぬ
白
雲
の
絶
え
て
聞
こ
え
ぬ
人
を
恋
ふ
と
て

恨
来
相
別
拠
底
盆
墾
朝
暮
助
労
林
貌
零

寂
寂
空
房
孤
飲
レ
涙
時
時
引
品
領
望
二
荒
庭
―

な
ど
、
例
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

101
に
お
い
て
は
、
和
歌
自
体
、
女
性
の

夜
の
姿
態
を
詠
ん
で
い
る
点
で
、
闊
情
詩
の
発
想
に
よ
り
近
似
し
て
い
る
。
し

て
み
る
と
、
漠
詩
の
起
句
に
閾
情
詩
の
設
定
を
施
し
た
の
は
、
ご
く
自
然
な
行

き
方
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
方
、
承
句
「
容
頻
枯
稿
敗
＿
一
心
田
―
」
は
、
起
句
の
よ
う
に
閏
情
詩
の
設
定

を
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
転
句
・
結
句
の
よ
う
に
和
歌
を
訳
し
て
あ
る
わ
け
で

も
な
い
点
で
、
他
の
詩
句
と
は
際
立
っ
た
何
か
が
あ
る
に
相
違
な
い
。

「
容
顔
枯
稿
」
は
「
容
貌
は
や
つ
れ
は
て
」
の
意
。
「
枯
稿
」
の
本
義
は
草
木

の
枯
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
痩
せ
衰
え
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
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0

0

 

顔
色
憔
悴
形
容
枯
稿
（
『
楚
辞
』
漁
父
）

な
ど
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
敗
応
田
―
」
は

「心
も
朽
ち
は
て

て
し
ま
っ
た
」

の
意
で
、
「
心
田
」
の

「
田
」
が
「
枯
稿
」
の
本
義
と
関
係
す
る
。

「
心
田
」

は
仏
教
語
で
あ
る
。
白
詩

に
も
、性

海
澄
淳
平
少
＞
浪

0

0

 

心
田
漏
掃
浄
無
＞
塵

（
『
白
香
山
後
集
』
巻
十
七
、
狂
吟
七
言
十
四
韻
）

の
ご
と
く
、
仏
教
語
と
し
て
の
措
辞
が
見
ら
れ
る
。
小
島
憲
之
（
前
掲
諭
文
）

は
こ
の
用
例
を
示
し
、
『
経
国
集
』
な
ど
に
も
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

た
し
か
に
、
『
経
国
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
「
心
田
」
の
用
例
が
あ
る。

0

0

 

植
二
貞
松
於
情
岳
一
挺
二
幽
蘭
於
心
田

l

（
『
経
国
集
』
巻
一
、
和
石
上
卿
小
山
賦
、
賀
陽
幾
年
）

う
ん
て
•
い

こ
れ
は
石
上
宅
嗣
の
「
小
山
賦
」
に
和
し
た
も
の
。
引
用
部
分
は
、
芸
亭
の

あ
し
ゅ
＜

あ
る
阿
悶
寺
の
景
観
を
叙
述
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
た
仏
教
語
と
し
て
の
措

辞
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
容
頻
枯
稿
敗
二
心
田

I

」
に
、
右
に
見
た
仏
教
色
は
な
い
。
む
し

ろ、

次
に
挙
げ
た
道
真
詩
に
見
ら
れ
る

「
惜
田
」
の
用
法
に
近
い
。

0

0

 

A
家
業
年
租
本
課
＞詩
梢
田
欲
＞
倦
秀
言
滋

（
『
菅
家
文
草
』
巻
二
、
元
脱
七
年
八
八
八
三
＞
）

こ
れ
は
、
「
わ
が
家
は
父
祖
の
代
よ
り
、
年
々
の
租
税
の
よ
う
に
詩
を
賦
す

す
さ

こ
と
を
課
せ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
世
の
人
の
心
は
今
ま
さ
に
倦
み
荒
も
う
と

し
て
、
秀
が
水
田
に
は
び
こ
る
よ
う
に
誹
謗
や
中
傷
が
ほ
し
い
ま
ま
に
行
わ
れ

て
い
る
」
の
意
。
以
下
、
「
す
で
に
才
能
あ
り
と
世
間
に
認
め
ら
れ
て
い
る
者

は
、
新
進
の
者
を
誹
謗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
伸
ぴ
よ
う
と
す
る
芽
を

キ
6

、

，＇ー
＇

摘
み
と
っ
て
し
ま
い
、
能
力
を
発
揮
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
（
誹
謗
さ

れ
た
自
分
は
そ
の
た
め
に
）
客
と
逢
っ
て
話
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
し
き

り
に
客
か
ら
白
眼
で
け
む
た
が
ら
れ
、
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
出
家
す
る
ま
で
に

追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
内
容
が
続
く
。
元
脳
六
年
の
夏
、
大
納
言
藤

原
冬
緒
を
誹
る
匿
名
の
詩
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
詩
の
巧
み
さ
に
よ
っ

て
道
真
が

嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
事
件
を
背
景
に
置
く
詩
で
あ
る
。

「
情
田
」
の
語
に
仏
教
色
は
な
い
。
ま
た
、
「
秀
」
は
稲
に
似
た
水
田
に
生
え

る
雑
草
で
、
こ
の
語
が
「
梢
田
」
の
「
田
」
と
関
係
す
る
。
こ
れ
と
ま
っ
た
＜

同
様
の
縁
語
的
な
関
係
が
、
「
枯
稿
」
と
「
心
田
」
と
の
間
に
も
見
ら
れ
る
点

は
、
特
に
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
の
詩
が
、
発
想
用
語
の
面
で
、

道
真
詩
と
並
々
な
ら
ぬ
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

そ
こ
で
道
裏
詩
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
「
心
田
」
の
み
な
ら
ず
、
い
の
詩

全
体
が
道
真
詩
に
密
着
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

「
滑
然
」
に
つ
い
て
、
小
島
（
前
掲
論
文
）
は
、
白
詩
に
、

0

0
 

甘
棠
無

二
樹
＿
那
得
l

涙
滑
然
-
(
『
白
香
山
後
集
』
巻
五
、
別
州
民
）

と
見
え
る
一
方
、
六
朝
・
屈
の
詩
に
も
例
が
少
く
な
く
、
白
詩
語
と
は
断
定
で

き
な
い
と
恨
重
に
述
べ
る
。
こ
の
語
は
、
次
の
よ
う
に
道
真
詩
に
も
見
え
る
。

0

0

 

B
詩
本
取
乙
祖
翌
管
絃
一
中
豆
図
今
日
別
滑
然

（
『
菅
家
文
草
』
巻
二
、
元
炭
六
年
八
八
八
二

＞）

次
に

「
夜
半
」
に
つ
い
て
、
小
島
は
「
日
中
：
・
…
夜
半
」
の
呼
応
が
、
白
詩

こ、
‘l"

｀
 0

0

 

日
中
為
――楽飲―

0

0

 

夜
半
不
＞
能
＞
休

（
『
白
香
山
詩
集
』
巻
二
、
秦
中
吟
十
首
、
歌
舞
）

と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
心
田
」
「
滑
然
」
と
合
せ
て
白
詩
語
を
採
用
し
た
も

の
と
見
な
し
て
い
る
。
諾
わ
れ
る
べ
き
結
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
伺
じ
「
夜
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半
」
の
語
が
、
道
真
詩
に
、

0

0

 

0

0

0

 

c夜
半
誰
欺
頻
上
玉
旬
餘
自
断
契
中
金

（
『
菅
家
文
草
』
巻
二
、
請
装
大
使
留
別
之
什
、
元
脱
七
年
八
八
八
三
＞
）

と
い
う
形
で
出
て
く
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
託
は
、
渤
海
大
使
と
の
別
離

の
宴
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
恋
を
詠
ん
だ
い
の
詩
と
は
内
容
を
異
に
す
る
も
の

の
、
夜
更
け
に
な
っ
て
涙
（
顧
上
の
玉
）
を
流
す
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い

る。
道
真
詩
に
は
、
夜
涙
を
流
す
表
現
が
ほ
か
に
も
あ
る
。

0

0

0

 

0
 

D
惜
別
何
為
遥
入
＞
夜
縁
砧
竺
落
涙
被
I
l

人
聴
―

（
同
巻
二
、
夏
夜
於
鴻
腿
館
、
餞
北
客
帰
郷
。
元
貶
七
年
）

0

0

0

 

0

0

 

E
人
散
閑
居
悲
易
レ
触
夜
深
独
臥
涙
揺
＞
勝

（
同
巻
三
、
行
春
詞
、
仁
和
三
年
八
八
八
七
＞
）

D
は
別
離
の
詩
の
一
部
で
、

C
に
近
い
。

E
は
、
た
ん
に
夜
の
涙
と
い
う
こ

と
だ
け
で
な
く
、
「
夜
深
独
臥
．．．． 
：
」
の
状
況
設
定
に
お
い
て
、
閾
情
詩
な
い

し
い
の
詩
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

E
は
道
真
の
讃
岐
国
司
時
代
（
仁
和
二
年
八
八
八
六
＞
し
寛
平
二
年
八
八
九

O
V
)
の
作
で
あ
る
。
道
真
は
、
仁
和
二
年
正
月
、
そ
れ
ま
で
の
式
部
少
輔
兼

文
章
博
士
加
賀
権
守
の
眺
を
解
か
れ
、
讃
岐
守
に
転
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
妻
子

を
残
し
て
ひ
と
り
讃
岐
に
下
っ
た
遁
冥
は
、
望
郷
の
念
と
孤
独
感
に
さ
い
な
ま

す
さ

れ
、
「
心
情
冷
」
ま
じ
き
詩
を
多
数
残
し
た
（
『
菅
家
文
草
』
慇
三
し
四
）
。

E

は
、
そ
う
い
う
作
品
鮮
の
中
に
存
在
す
る
。

閏
情
詩
で
は
、
辺
境
の
戦
地
へ
赴
い
た
ま
ま
帰
っ
て
こ
な
い
夫
に
対
す
る
、

独
り
寝
の
女
性
の
佗
び
し
さ
を
表
現
す
る
。
閾
情
詩
に
揺
か
れ
る
夫
の
立
場
に

立
た
さ
れ
た
道
真
は
、
任
地
で
の
生
活
か
ら
独
り
寝
を
続
け
る
妻
の
立
場
を
も

同
時
に
実
感
し
て
、

E
の
表
現
を
な
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

諧
岐
に
下
っ
た
年
の
冬
、
道
真
は
「
客
舎
冬
夜
」
と
題
し
た
、

0

0

(

5

)

 

F
客
舎
秋
祖
到
―
―
此
冬
―
空
床
夜
夜
損
二
顔
容
―

の
句
で
始
ま
る
律
詩
を
作
っ
て
い
る
。
こ
の
第
二
句
に
は
、
す
で
に
E
と
同
様

の
閏
情
詩
的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
道
真
は
、
自
分
の
境
涯
を
、
閏
情
詩

に
描
か
れ
る
女
性
の
そ
れ
に
ひ
き
つ
け
て
嵯
嘆
し
、
幾
度
と
な
く
自
作
の
詩
に

と

り

こ

み

な

が

ら

形

象

化

し

て

い

っ

た

ら

し

い

。

．

そ
こ
で
、
パ
の
詩
と
道
真
詩
A
1
F
と
を
対
比
し
て
み
る
と
、

A
B
C
の
よ

う
に
用
語
や
用
法
が
一
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

E
は
い
の
結
句
と
、

F
は
起

句
．
承
句
と
そ
れ
ぞ
れ
発
想
を
等
し
く
し
て
い
る
。
し
か
も
、
発
想
が
等
し
い

E
F
に
お
い
て
は
、
夜
と
涙
を
除
い
て
ま
っ
た
く
同
じ
用
語
は
見
ら
れ
な
い
。

本
集
上
巻
の
多
く
の
漠
詩
に
お
い
て
、
用
語
が
一
致
し
て
も
、
発
想
の
面
で
道

真
の
詩
に
及
ば
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
金
子
彦
二
郎
や
木
越
隆
が
説
い
て
き
た

と
お
り
だ
が
、
こ
の
詩
は
違
う
。
表
現
を
生
み
出
す
発
想
そ
の
も
の
が
数
首
の

道
真
詩
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
少
く
と
も
い
の
詩
に
つ
い

て
は
、
道
真
の
作
と
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
上
巻
の
詩
と
は
、
趣
き
を
異
に

(
6
)
 

し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
押
韻
の
而
で
の
破
綻
が
な
い
こ
と
を
加
え

れ
ば
、
バ
の
作
者
は
通
莫
と
見
て
、
ま
ず
誤
り
は
な
い
と
息
わ
れ
る
。

な
お
、
讃
岐
在
住
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
頃
、
同
じ
境
涯
に
置
か
れ
て
い
る

藤
六
司
馬
（
懇
岐
橡
藤
原
某
）
と
や
り
と
り
し
た
詩
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
な

閏
情
詩
的
な
表
現
が
看
取
さ
れ
る
。

G
知
君
独
臥
夜
衣
寒
（
巻
四
、
冬
夜
有
慇
、
箇
藤
司
馬
）

H
闇
中
夜
夜
見
無
＞
人
（
巻
四
、
請
藤
六
司
馬
幽
閑
之
作
、
次
本
韻
）

道
真
が
閏
惜
詩
的
批
界
を
椛
い
た
E
し
H
が
、
い
ず
れ
も
讃
岐
国
司
時
代
に

作
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
道
真
に
閏
情
詩
的
な
表
現
が
実
感
を
伴
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
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っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。

道
真
の
帰
京
は
寛
平
二
年
（
八
九

0
)
春
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
翌
寛
平
三

年
に
、
宇
多
天
畠
の
も
と

で、

道
真
は
式
部
少
輔

・
蔵
人
頭
・
左
中
弁
の
職
を

次
々
と
任
ぜ
ら
れ
る
。
以
後
の
躍
進
ぶ
り
は
め
ざ
ま
し
く
、
兼
左
京
大
夫
を
経

て
、
露
平
五
年
二
月
十
六
日
参
議
に
列
し
、
式
部
大
夫
を
兼
ね
、
同
二
十
二
日

左
大
弁
に
転
じ
、
三
月
十
五
日
勘
解
由
長
官
、
四
月
一
日
に
は
春
宮
亮
を
兼
ね

て
い
る
。

帰
京
以
来
お
よ
そ
三
年
を
経
過
し
た
、
寛
平
五
年
九
月
二
十
五
日
の
日
付
を

本
集
上
巻
の
序
文
は
附
し
て
い
る
。
こ
の
時
ま
で
に
い
の
詩
が
作
ら
れ
た
と
し

て
、
帰
京
後
そ
れ
ほ
ど
時
間
は
経
っ
て
い
な
い
。

い
の
詩
が
抵
づ
い
た
い
の
歌
は
、
閏
梢
待
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
和
歌
に
移
し

た
と
い
っ
て
よ
く
、
常
識
的
で
平
凡
で
あ
る
。
道
真
が
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」

に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
た
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い。

だ
が
、

道
真
が
い
の
歌
を
目
に
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
こ
の
時
、
諧
岐
に
お

け
る
苦
い
体
験
と
と
も
に
、

彼
の
地
で
作
っ
た
数
々
の
詩
句
を
想
起
し
た
に
違

い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
当
時
順
境
に
あ
っ
た
道
真
は
、
往
時
の
苦
境

を
懐
古
し

つ
つ
、
い
の
高
を
作
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
、
変
改
の
意
味
す
る
も
の

道
真
が
目
に
し
た
の
は
、
原
撰
本
系
い
の
ご
と
き
和
歌
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
現
行
の
流
布
本
系
回
で
は
、
別
の
本
文
に
変
改
さ
れ
て
い
る
。

回
の
和
歌
を
単
独
に
読
む
と
、
あ
ら
ゆ
る
閏
桁
詩
に
お
け
る
悲
本
的
設
定
と

何
ら
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ま
た
、

「
独
り
寝
る
」
と
い
う
表
現
は
、
本
集
中
、

「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
を
資
料
と
す
る
歌
の
中
に
も
、

さ

さ

80
小
竹
の
葉
に
置
く
釈
よ
り
も
独
り
寝
る
吾
が
衣
こ
そ
冷
え
ま
さ
り
け
れ

お

175
秋
の
野
に
駐
け
る
露
と
は
独
り
寝
る
我
が
涙
と
ぞ
思
ほ
え
ぬ
べ
き

加
吹
く
風
は
往
く
も
知
ら
ね
ど
冬
来
れ
ば
独
り
寝
る
夜
の
身
に
ぞ
し
み
け
る

の
ご
と
く
見
ら
れ
、
当
時
よ
く
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

の
み
な
ら
ず
、
本
集
恋
の
部
の
多
く
の
漢
詩
は
、
閾
惜
詩
の
手
法
を
と
り
こ

ん
で
い

る
。
漠
詩
の
中
に
は
後
補
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、

閏
情
詩
的
表
現
が
至
る
所
に
見
ら
れ
る
の
は
、
当
時
の
恋
歌
に
対
す
る
常
識
的

な
迎
解
が
そ

こ
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
よ
う
。
し
て
み
る
と
、
こ

の
変
改
は

い
さ
さ
か
陳
腐
な
も
の
に
思
わ
れ
て
く
る。

い
っ
た
い
、
何
故
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ

で
考
え
ら
れ
る

の
は
、
前
稿
で
論
じ
た
II

第

一
次
編
集
本
“
の
製
作
過

程
に
お
け
る
、
涙
の
歌
を
除
外
す
る
際
に
変
改
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
い
の

歌
で
は
涙
を
詠
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
詞
の
よ
う
に
変
改
す
れ
ば
、
涙
を
詠
ん

だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い
が
遺
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
不
審
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は、

歌
合
を
資
料
と
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
い
の
ほ
か

に
二
首
、
涙
の
語
を
持
つ
歌
が
入
集
さ
れ
て
い
る
。

113
つ
れ
な
き
を
今
は
恋
ひ
じ
と
念
へ
ど
も
心
弱
く
も
落
つ
る
涙
か

0

0

と
ど

114
人
識
れ
ず
下
に
流
る
る
涙
河
堰
き
駐
め
て
む
景
や
見
ゆ
る
と

右
の
二
首
に
は
、
「
今
は
恋
ひ
じ
と
念
」
う
と
か
、
「
人
識
れ
ず
下
に
」
の
み

涙
を
流
す
と
か
、
恋
愛
進
行
過
程
の
ど
の
あ
た
り
か
を
示
す
表
現
が
含
ま
れ
て

い
る
の
に
対
し
、

除
外
さ
れ
た
涙
の
歌
に
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
漢
学
ば
か
り
に
励
ん
で
き

た
男
性
享
受
者
を
意
識
し

て
、
歌
合
歌
か
ら
涙
の
歌
を
除
外
す
る
方
針
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
上
巻
の
資
料
と
な
っ
た
左
歌
約
二

0
首
の
う
ち
、
涙
の
歌
は
七
首
を
占
め

て
い
た
。
七
首
も
除
外
し
て
は
、
他
の
部
立
と
著
し
く
均
衡
を
欠
い
て
し
ま
う
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の
で
、
物
語
的
進
行
の
編
集
方
針
に
合
致
す
る
右
の
二
首
が
、
と
り
あ
え
ず
収

め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
い
の
歌
は
、
恋
愛
進
行
過
程
の
い
ず
こ
を
述
べ
た
も
の
か

が
明
確
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
現
に
こ
れ
と
同
想
の
歌
合
歌
、

ひ
と
り
ぬ
る
わ
か
た
ま
く
ら
を
ひ
る
は
ほ
し
よ
る
は
ぬ
ら
し
て
い
く
よ
へ

ぬ
ら
む

は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
何
故
に
い
の
歌
だ
け
が
、
し
か
も
原
撰
本
系

だ
け
に
遺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
除
外
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
少
く
と
も
い
の
歌
に

お
い
て
は
、
そ
の
時
す
で
に
漠
詩
い
が
附
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
情
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
”
第
一
次
編
集
II

の
段
階
で
す
で
に
道
真
の
詩
が
附
さ
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
編
集
の
方
針
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
た
だ

ち
に
除
外
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
の
編
者
が
男
性

享
受
者
を
意
識
し
て
涙
の
歌
を
除
外
し
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
漠
詩
を
も
重

視
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
こ
で
、
い
の
詩
の
閏
情
詩
的
表
現
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
編
者
は
方
針
に

合
致
し
な
い
「
夜
こ
そ
涙
絶
え
ず
流
る
れ
」
の
部
分
を
見
せ
消
ち
に
し
て
、

「夜
ぞ
佗
び
し
き
独
り
寝
る
身
は
」
と
書
き
加
え
た
の
で
は
な
い
か
。

回
の
和

歌
本
文
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

書
入
れ
と
同
時
に

II

第
一
次
編
集
Ii

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
回
の
本

文
に
基
づ
い
て
連
鎖
式
配
列
が
行
わ
れ
た
。
前
杭
で
復
原
し
た
こ
の
部
分
の
配

列
は
、
次
の
ご
と
く
て
あ
っ
た
。

ち

恋
ひ
佗
び

て
う
ち
寝
る
中
に
往
き
遥
ふ
夢
の
た
だ
径
は
う
つ
つ
な
ら
な
む

0

0

 

思
ひ

つ
つ
昼
は
か
く
て
も
な
ぐ
さ
め
つ
夜
ぞ
佗
び
し
糾
独
り
劉
が
身
は

0

0

 

0
 

0
 

0
 

鹿
島
な
る
筑
波
の
山
の
つ
く
づ
く
と
吾
が
身

―
つ
に
恋
を
積
み

つ
る

現
行
形
態
の
矛
盾
か
ら
、

本
集
に
数
段
階
の
形
成
過
程
を
想
定
し
た
結
果
、

帰
納
さ
れ
る
II

第
一
次
編
集
本
II

の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
場
合
、
い
の
本
文
で

は
、
涙
の
歌
を
除
外
す
る
方
針
に
適
合
せ
ず
、
ま
た
、
種
々
検
討
を
加
え
て
み

て
も
連
鎖
式
配
列
に
復
原
て
き
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
成
り
立
ち
難
い
と
言
え

る
。
い
の
本
文
が
遺
さ
れ
た
の
は
、”
第

一
次
編
集
本
II

が
形
成
さ
れ
た
後
に
、

原
撰
本
系
祖
本
の
筆
者
が
書
写
す
る
際
、
見
せ
消
ち
と
書
き
入
れ
と
を
見
落
し

た
か
、
編
集
の
意
図
を
掬
み
き
れ
ず
に
歌
合
の
本
文
に
即
す
べ
し
と
考
え
て
書

き
入
れ
を
無
視
し
た
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
と
見
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

こ
こ
で
目
を
ひ
く
の
は
、
道
真
の
り
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
点
よ
り
も
後
に
、

11

第
一
次
編
集
II

に
伴
う
い
か
ら
回
へ
の
変
改
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ

る。
道
真
は
印
の
歌
に
基
づ
い
て
い
の
詩
を
作
っ

た
。
作
詩
の
場
に
お
い

て
、
多

く
の
歌
の
中
か
ら
い
の
歌
を
選
び
出
し
た
背
景
に
、
道
真
個
人
の
体
験
を
踏
ま

え
た
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し

か
る
に
、
創
作
の
場
を
離
れ
た
編
集
段
階
の
方
針
に
よ
る
と
は
い
え
、
か
つ
て

み
ず
か
ら
選
ん
だ
歌
の

一
部
を
変
改
す
る
営
み
を
、
道
真
自
身
が
行
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
。
道
真
と
異
な
る
後
人
の
手
で
変
改
が
行
わ
れ
た
と
見
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
、
回
の
本
文
が
「
佗
杵
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
想
い
起
さ
れ

る
。
こ
れ
は
ワ
ビ
シ
キ
と
訓
む
べ
き
も
の
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ク
活
用
形

容
詞
の
連
体
形
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
流
布
本
系
の
上
在
に
お
い

て、

他
の
シ

ク
活
用
連
体
形
の
活
用
語
尾
に
は
、
す
べ
て
「
敷
」
を
宛
て
て
い
る
。
こ
れ

は
、
ク
活
用
の
活
用
語
尾
に
宛
て
る
「
杵
」
を
誤
っ
て
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ

(
7
)
 

る
。
後
人
に
よ
る
変
改
は
ま
す
ま
す
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
道
真
が
バ
の
詩
を
作
っ
た
の
は
”
第
一
次
綱
集
本
II

以
前
と

な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

道
真
は
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
左
歌
を
連
鎖
式

て
配
列
す
る
前
の
、
原
初
的
な
本
文
の

「
数
首
之
左
」
に
告
を
附
し
た
と
考
え

ら
れ
、
こ
れ
は
、
上
巻
の
序
文
の
内
容
と
符
合
し
て
い
る

C

そ
し
て
、
前
稿
て

想
定
し
た

11

第
一
次
編
集
本
II

が
、
序
文
の
書
か
れ
た
寛
平
五
年
以
降
の
所
産

で
あ
る
こ
と
を
も
物
語
っ
て
い
る
。

以
上
、
本
集
上
巻
恋
の
部
に
あ
る
、
一
組
の
和
歌
と
漢
詩
を
読
ん
だ
結
果
に

お
い
て
、
本
集
に
道
真
が
関
わ
り
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
見
通
す
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
在
見
る
本
集
の
形
態
と
は
ほ
ど
遠
い
、
最
も
初
期

の
段
階
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

本
集
に
関
わ
っ
た
人
間
と
し
て

は
、
複
数
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
く
と
、
撰
者
（
編
者
）
・
表
記
者

・
漠
詩
作
者

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
ど
の
程
度
ま
で
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
か
、
と
い

っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
後
代
の
編
者
、
上
下
巻
お
よ
び

二
系
統
間
の
表
記
者
の
問
題
、
集
中
に
お
け
る
道
真
作
の
詩
と
他
の
校
倣
作
の

識
別
と
い

っ
た
諸
問
題
を
、

一
っ
―
つ
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
い
ず
れ
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
)

諸
本
の
異
同
は
、
浅
見
徹

・
木
下
正
俊
『
新
撰
万
葉
集
校
本
篇
』
を
参
考
に
す

る
。
以
下
同
様
。
な
お
、
和
歌
の
引
用
は、

歌
合
歌
と
対
比
す
る
場
合
は
真
名
表

記
の
ま
ま
、
そ
れ
以
外
で
は
敬
字
仮
名
交
り
と
す
る
。

(

2

)

「
滑
然
」
は
小
島
憲
之
の
意
改
に
従
っ
た
。
諸
本
「
潜
然
」
に
作
る
。

(
3
)

十
巻
本
歌
合
の
引
用
は
、
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
に
拠
り
つ
つ
、
原
文

の
ひ
ら
か
な
表
記
に
復
す
。
以
下
同
様
。
な
お
、
十
巻
本
は
十
一
世
紀
頃
の
書
写

と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
小
松
茂
美
『
か
な
』
）
。

あ
へ
な
く
に

(
4
)
山
田
綸
文
で
は
、
古
今
集
の
平
安
時
代
の
写
本
の
中
に
、「
敢
無
国
」
（筋
切
2
0
9
)

（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
日
本
文
学
）

こ
の
ャ
tよ
り

も

り

く

る

つ

き

か

げ

い

ま

よ

り

ほ
う
ゑ

だ

・
「
従
木
間
洩
来
月
の
景
」
（
同
186)
・
「
従
今
者
殖
て
谷
に
み
し
」
（
同
2
4
2
)
等
々
、

一
部
に
正
訓
字
や
借
訓
仮
名
を
お
り
ま
ぜ
た
例
を
指
摘
し
、
「
新
撰
万
葉
奥
な
ど

と
も
共
通
す
る
点
が
あ
る
」
と
言
う
。

0

0

 

(
5
)

「損

-l顔容―
」

は
「
容
頻
枯
稿
敗
ミ
心
田
こ

と
同
じ
発
想
で
あ
る
。
「
頻
容
」

と

語
順
が
転
倒
し
て
い
る
の
は

、

容
・

灰
叫•
松

・

逢
と
踏
む
韻
律
（
上
平
声
二
冬
韻
）

0

0

 

の
関
係
に
よ
る
。
な
お
白
詩
に
も
、
「
惨
淡
老
容
顔
、
零
落
秋
懐
抱
」
（
『
白
香
山

詩
集
』
巻
十
、
南
湖
晩
秋
）
と
あ
る
。

(
6
)

押
頷
の
誤
り
に
つ
い
て
、
木
越
論
文
に
よ
れ
ば
「
新
撰
万
葉
集
の
詩
―
―
九
首

の
中
四

一
首
に
わ
た
り
三
六
。
ハ
ー
セ
ン
ト
お
か
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
な
お
、
平

仄
に
つ
い
て
見
る
と
、
り
の
詩
で
は
起
句
と
転
句
で
合
計
二
か
所
に
わ
た
っ
て
孤

平
を
お
か
し
て
い
る。

だ
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
道
真
詩
の
う
ち
で
も
、
A
B

E
に
合
計
四
か
所
に
わ
た
っ
て
孤
平
な
い
し
孤
仄
を
お
か
し
て
い
る
の
で
、
平
仄

に
つ
い
て
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

フ

シ

キ

ラ

ッ

(7
)

な
お
、

上
巻
秋
53
に
お
い
て
、
流
布
本
系
で
は
「
惜
敷」
、
原
撰
本
系
で
は
「惜

キ杵
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
撰
本
系
表
記
者
の
誤
解
で
あ
ろ
う
。
流

布
本
系
に
お
い

て
は
、
101
以
外
で
は
厳
密
に
表
記
規
則
が
守
ら
れ
て
い
る
。

付
記
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
伊
藤
博
先
生
か
ら
御
指
都
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
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