
＝
 
 

山
上
憶
良
の
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
題
及
び
表
現
の
両
面
に
お
け
る
 
 

個
惟
的
な
あ
り
よ
う
に
対
し
、
従
来
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
な
か
 
 

ん
ず
く
、
語
彙
の
独
自
性
に
関
し
て
は
、
漢
詩
文
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
も
 
 

の
が
見
え
る
一
方
、
記
紀
歌
謡
、
琴
歌
譜
等
を
採
り
入
れ
た
表
現
も
随
所
 
 

に
見
受
け
ら
れ
る
。
か
か
る
異
質
の
表
現
の
混
在
す
る
あ
り
よ
う
は
、
憶
 
 

良
の
歌
の
特
色
と
い
え
よ
う
。
同
様
の
傾
向
は
対
句
表
現
に
も
指
摘
し
う
 
 

る
が
、
歌
に
お
け
る
機
能
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
出
自
の
問
題
 
 

を
も
含
ん
で
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
次
の
 
「
日
本
挽
歌
」
 
の
対
句
は
、
叙
述
に
お
け
る
位
置
づ
 
 

け
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
は
把
握
し
が
た
い
例
と
い
え
る
。
 
 

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
 
 

［
〓
も
 
 

曲
止
憶
魔
の
叙
述
の
方
法
 
 

－
 
 
対
句
表
現
と
指
示
語
の
関
連
 
 

い
ま
だ
休
め
ず
 
 

い
ま
だ
あ
ら
ね
ば
 
 

心
ゆ
も
 
思
は
ぬ
間
に
 
う
ち
な
 
 

び
き
 
臥
や
し
ぬ
れ
 
 

苫
は
む
す
べ
 
せ
む
す
べ
知
ら
に
 
石
木
を
も
 
間
ひ
放
け
知
ら
ず
 
 
 

…
 に
ほ
鳥
の
 
二
人
並
び
居
 
語
ら
ひ
し
 
心
そ
む
き
て
 
家
離
り
 
 

い
ま
す
 
 

（
巻
五
・
七
九
四
）
 
 

こ
の
歌
は
、
神
亀
五
年
七
月
二
十
W
一
日
に
、
憶
良
が
お
そ
ら
く
大
伴
旅
人
 
 

に
奉
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
「
臥
や
し
ぬ
れ
」
ま
で
の
前
半
部
は
、
 
 

旅
人
の
妻
が
筑
紫
に
随
行
し
、
そ
の
ま
ま
彼
の
地
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
 
 

示
す
。
彼
女
の
死
が
突
然
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
心
ゆ
も
 
思
は
ぬ
間
に
」
 
 

に
端
的
に
表
れ
て
お
り
、
「
息
だ
に
も
…
年
月
も
…
」
の
対
句
は
等
価
の
 
 

表
現
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
い
わ
ば
挿
入
句
的
で
あ
 
 

り
、
仮
に
こ
の
対
句
が
見
え
な
い
場
合
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
歌
意
に
 
 

さ
し
た
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
憶
良
が
こ
 
 

の
対
句
を
敢
え
て
詠
み
込
ん
だ
意
識
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
 
 

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

先
ず
、
詠
み
込
ま
れ
た
語
句
に
目
を
向
け
れ
ば
、
七
音
旬
の
「
い
ま
だ
」
 
 

の
繰
り
返
し
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
の
類
句
が
、
『
古
事
記
』
 
の
神
代
の
 
 

条
、
八
千
矛
神
が
沼
河
比
売
の
家
に
通
う
く
だ
り
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
 
 

る
。
 
 

田
 
中
 
真
 
理
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は
速
け
ず
、
下
の
阿
逮
夜
麻
爾
宕
の
魔
に
係
て
心
得
べ
し
」
と
指
摘
す
る
 
 

よ
う
に
、
八
千
矛
神
の
焦
燥
を
示
し
っ
つ
後
の
三
並
対
に
係
る
と
捉
え
ら
 
 

れ
る
。
三
並
対
は
、
「
青
山
」
 
の
 
「
鶴
」
、
「
野
」
 
の
 
「
雉
」
、
「
庭
」
 
の
 
 

「
鶏
」
と
い
う
、
遠
近
の
順
に
よ
る
空
間
的
な
語
の
並
び
に
よ
っ
て
、
夜
 
 

明
け
が
近
づ
く
こ
と
に
対
す
る
切
迫
感
を
表
し
て
い
よ
う
。
「
嬢
子
の
 
寝
 
 

す
や
板
戸
を
」
に
続
く
第
四
対
句
は
、
板
戸
を
押
し
揺
さ
ぶ
る
八
千
矛
神
 
 

の
焦
燥
を
示
す
点
で
夢
二
対
句
と
は
並
列
的
に
あ
り
、
同
様
に
三
並
対
に
 
 

係
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
対
句
は
、
歌
謡
の
進
行
に
沿
っ
 
 

だ
解
か
ず
て
 
襲
を
も
 
い
ま
だ
解
か
ね
ば
」
 
に
つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
 
 

コ
コ
 

キ
リ
 
 

『
古
事
記
伝
』
 
（
十
一
之
登
が
、
「
さ
て
此
虞
に
て
語
を
絶
て
、
次
ノ
旬
に
 
 

こ
こ
に
見
え
る
対
句
の
連
続
の
う
ち
、
 
 

［
冊
 
m
 
 志

の
国
に
 
 

∴
∵
‥
二
 
 

よ
ば
 
 

［
鍼
…
に
 
 

［
錮
…
…
緒
も
 
 

ヅ  

ア
 
ラ
 
ヤ
 
マ
 
こ
 
 

嬢
子
の
 
寝
す
や
板
戸
を
 
 

八
千
矛
の
 
神
の
命
は
 
八
島
国
 
妻
枕
き
か
ね
て
 
速
々
し
 
高
 
 

そ
ぶ
ら
ひ
 
我
が
立
た
せ
れ
ば
 
 

こ
づ
ら
ひ
 
我
が
立
た
せ
れ
ば
 
 

山
に
 
 
鶉
は
鳴
き
ぬ
 
 

野
つ
鳥
 
雉
は
響
む
 
 

つ
鳥
 
 
鶏
は
鳴
く
 
 

有
り
と
聞
か
し
て
 
 

有
り
と
聞
こ
し
て
 
 

在
り
立
た
し
 
 

在
り
通
は
せ
 
 

0
0
0
 
 
 

い
ま
だ
解
か
ず
て
 
 

0
0
d
 
 
 

い
ま
だ
解
か
ね
ば
 
 

（
『
古
事
記
』
歌
謡
・
二
）
 
 

第
三
対
句
「
大
刀
が
緒
も
 
い
ま
 
 

た
事
の
経
過
を
う
た
う
上
で
機
能
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
 
 
 

か
よ
う
な
対
句
と
後
続
旬
と
を
、
叙
述
に
お
い
て
意
識
的
に
関
わ
ら
せ
 
 

た
の
が
、
柿
本
人
麻
呂
で
あ
る
。
「
高
市
息
子
尊
城
上
預
宮
之
時
」
の
歌
 
 

後
半
部
が
参
照
さ
れ
よ
う
。
 
 

［
㍍
摘
㍍
銅
…
択
机
㌔
摘
机
…
の
紬
㍍
…
机
”
”
 
 

鶉
な
す
 
い
這
ひ
も
と
ほ
り
 
 

さ
も
ら
 
 

さ
も
ら
 
 

侍
ひ
得
ね
ば
 
高
糾
㌍
さ
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
」
嘆
き
も
い
か
窟
ぎ
ぬ
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
閃
…
 
 

言
さ
へ
く
 
百
済
の
原
ゆ
 
神
葬
り
 
葬
り
い
ま
せ
て
…
神
な
が
ら
 
 
 

鎮
ま
り
ま
し
ぬ
 
然
れ
ど
も
…
万
代
に
 
過
ぎ
む
と
思
へ
や
 
 
 

天
の
ご
と
 
振
り
放
け
見
つ
つ
 
玉
だ
す
き
 
か
け
て
偲
は
む
 
恐
 
 

く
あ
り
と
も
 
 

（
巻
二
・
一
九
九
）
 
 

引
用
部
の
第
二
対
句
、
「
侍
へ
ど
 
偉
ひ
得
ね
ば
 
春
鳥
の
 
さ
ま
よ
ひ
ぬ
 
 

れ
ば
」
は
、
前
二
旬
と
後
二
旬
と
が
条
件
旬
で
連
接
し
て
お
り
、
対
句
に
 
 

お
け
る
一
般
的
な
句
の
対
応
と
は
異
な
る
。
た
だ
し
、
七
音
句
に
お
い
て
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 
「
佐
母
良
比
得
ね
ば
」
「
佐
麻
欲
比
ぬ
れ
ば
」
の
よ
う
に
音
を
対
応
さ
せ
 
 

つ
つ
、
人
麻
呂
が
対
句
形
式
の
中
に
お
い
て
叙
述
の
転
換
を
企
図
し
た
と
 
 

0
0
0
 
 

見
倣
し
う
る
表
現
で
あ
る
。
次
の
、
「
嘆
き
も
 
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
 
思
 
 

0
0
0
 
ひ
も
 
い
ま
だ
尺
、
き
ね
ば
」
は
、
舎
人
達
の
悲
し
み
を
表
す
が
、
後
続
の
、
 
 

皇
子
が
城
上
の
宮
に
葬
ら
れ
る
叙
述
と
は
直
接
せ
ず
、
む
し
ろ
、
末
尾
に
 
 

丁
⊥
 
 

お
け
る
「
偲
ひ
」
の
由
来
す
る
心
情
を
示
す
。
か
か
る
条
件
旬
に
よ
る
緊
 
 

密
な
構
成
は
先
立
つ
例
に
見
え
な
い
。
こ
こ
に
、
人
麻
呂
の
、
条
件
旬
を
 
 

歌
の
構
成
の
軸
と
し
て
詠
み
込
む
態
度
が
窺
え
る
。
 
 い

ま
だ
尽
き
ね
ば
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「
日
本
挽
歌
」
 
の
対
句
に
つ
い
て
は
、
先
立
つ
二
例
の
、
語
句
の
面
に
 
 

お
け
る
影
響
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
独
自
の
あ
り
よ
う
を
望
す
る
 
 

の
が
反
歌
と
の
関
連
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
日
本
挽
歌
」
 
は
、
 
 

長
歌
に
反
歌
五
首
を
付
す
構
成
を
持
つ
。
 
 

家
に
行
き
て
い
か
に
か
我
が
せ
む
枕
づ
く
つ
ま
屋
さ
ぶ
し
く
思
ほ
ゆ
 
 

べ
し
も
 
 

（
巻
瓦
・
七
九
五
）
 
 

0
0
 
 

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

さ
 
 

（
七
九
六
）
 
 

0
0
 
 

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
）
 
 

妹
が
見
し
棟
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
千
な
く
に
 
 

（
七
九
八
）
 
 

大
野
山
粟
立
ち
渡
る
我
が
噴
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
渡
る
 
 

（
ヒ
九
九
）
 
 
 

こ
れ
ら
の
反
歌
に
は
、
伊
藤
博
氏
『
常
葉
集
の
表
現
と
方
法
 
下
』
 
泰
 
 

八
尊
第
二
壁
が
指
摘
し
た
 
「
家
」
と
 
「
旅
」
 
の
対
比
の
構
造
を
見
る
こ
と
 
 

が
出
来
る
。
ま
た
、
芳
賀
紀
雄
氏
「
山
上
憶
良
－
老
身
重
病
経
年
辛
苦
及
 
 

思
児
等
歌
－
」
 
（
『
騎
乗
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』
所
収
）
 
が
指
摘
す
る
よ
 
 

う
に
、
反
歌
は
長
歌
の
叙
述
を
遡
る
形
で
の
対
応
が
見
え
る
。
頗
曜
に
付
 
 

す
な
ら
ば
、
長
歌
に
お
け
る
「
妹
」
 
に
つ
い
て
の
 
「
家
雛
り
い
ま
す
」
と
 
 

対
応
さ
せ
、
反
歌
第
一
首
の
 
「
家
に
行
き
て
」
を
、
憶
良
は
残
さ
れ
た
 
 

「
我
」
 
の
行
動
と
し
て
詠
む
。
そ
れ
を
受
け
る
第
二
首
、
第
三
首
に
お
い
 
 

て
、
二
度
詠
み
込
ん
だ
「
か
く
」
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

反
歌
第
二
首
の
初
句
「
は
し
き
よ
し
」
は
、
窪
田
空
穂
氏
『
商
葉
集
評
 
 

釈
』
以
下
が
指
摘
す
る
よ
う
に
独
立
旬
と
認
め
ら
れ
、
そ
こ
で
切
れ
る
と
 
 

判
断
さ
れ
る
。
第
二
句
「
か
く
の
み
か
ら
に
」
 
は
、
 
 

三
輪
山
の
山
辺
美
麻
木
綿
短
木
綿
か
く
の
み
か
ら
に
長
く
と
思
ひ
き
 
 

（
巻
二
・
血
五
七
、
高
市
皇
子
）
 
 

を
踏
ま
え
、
長
歌
の
 
「
息
だ
に
も
…
臥
や
し
ぬ
れ
」
 
と
応
じ
た
、
「
妹
」
 
 

の
早
過
ぎ
る
死
に
つ
い
て
の
表
現
と
捉
え
ら
れ
よ
う
む
第
三
旬
以
降
の
「
慕
 
 

ひ
来
し
妹
が
心
の
す
べ
も
す
べ
な
さ
」
 
に
つ
い
て
も
、
長
歌
の
 
「
大
君
の
 
 

…
恭
ひ
来
ま
し
て
」
と
の
対
応
を
認
め
う
る
。
 
 
 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
結
句
「
す
べ
も
す
べ
な
さ
」
の
解
釈
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
と
対
応
す
る
、
長
歌
の
 
「
言
は
む
す
べ
 
せ
む
す
べ
知
ら
に
」
 
 

は
、
人
麻
呂
「
垂
死
之
後
、
泣
血
哀
愉
作
歌
」
 
の
第
一
長
歌
、
 
 

…
言
は
む
す
べ
 
せ
む
す
べ
知
ら
に
 
音
の
み
を
 
聞
き
て
あ
り
得
 
 

ね
ば
 
我
が
恋
ふ
る
 
千
垂
の
一
重
も
 
慰
も
る
 
心
あ
り
や
と
…
 
 

（
巻
二
ニ
ー
〇
七
、
人
麻
呂
）
 
 

を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
残
さ
れ
た
者
の
や
る
せ
な
い
情
を
示
 
 

す
。
「
す
べ
な
し
」
 
に
つ
い
て
は
、
長
歌
の
よ
う
に
、
挽
歌
に
お
け
る
残
 
 

さ
れ
た
者
の
悲
し
み
を
表
す
か
、
或
い
は
、
自
ら
の
恋
心
の
切
な
さ
に
用
 
 

い
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
反
歌
の
よ
う
に
、
「
妹
が
心
」
に
対
し
て
「
す
 
 

べ
も
す
べ
な
さ
」
と
用
い
る
例
は
他
に
見
え
な
い
。
た
だ
し
、
注
目
す
べ
 
 

き
は
、
「
妹
」
が
長
歌
に
お
い
て
 
「
泣
く
子
」
 
に
轡
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
 
 

る
。
か
か
る
督
喩
の
先
立
つ
例
に
、
舎
人
吉
年
「
田
部
忌
寸
礫
子
任
二
太
 
 

宰
↓
時
歌
四
首
」
泰
山
首
）
 
の
、
 
 0

0
0
 
 

衣
手
に
取
り
と
ど
こ
ほ
り
泣
く
子
に
も
ま
さ
れ
る
我
を
置
き
て
い
か
 
 

に
せ
む
 
 

（
巻
四
・
四
九
二
）
 
 

が
あ
る
。
憶
良
は
こ
れ
を
意
識
し
、
舎
人
寅
年
の
例
と
は
逆
に
、
「
我
」
 
 

を
慕
い
、
「
筑
紫
」
に
随
行
し
て
き
た
「
妹
」
に
対
し
て
、
「
泣
く
子
」
の
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馨
喩
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
反
歌
の
 
「
す
べ
 
 

も
す
べ
な
さ
」
は
、
長
歌
に
お
い
て
「
泣
く
子
」
に
替
え
ら
れ
た
「
妹
が
 
 

心
」
 
の
 
「
す
べ
な
き
」
さ
ま
を
表
し
、
い
わ
ば
「
味
」
 
へ
の
愛
惜
を
逆
説
 
 

的
に
表
明
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
愛
情
の
表
明
は
、
「
思
↓
 
 

子
等
歌
」
の
 
「
ま
な
か
ひ
に
 
も
と
な
か
か
り
て
 
安
寝
し
な
さ
ぬ
」
 
 

（
巻
五
・
八
〇
二
）
 
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
窪
田
氏
『
評
釈
』
 
が
、
こ
の
 
 

反
歌
第
二
首
の
 
「
評
」
 
に
お
い
て
、
「
結
句
の
 
「
術
も
術
な
さ
」
は
「
愛
 
 

し
き
よ
し
」
の
繰
り
返
し
で
相
応
じ
る
言
い
あ
ら
わ
し
」
と
し
た
の
は
、
 
 

宵
常
に
当
た
っ
て
い
よ
う
。
 
 
 

ま
た
、
反
歌
第
三
首
に
つ
い
て
の
語
注
釈
書
の
見
解
は
、
初
句
で
切
れ
 
 

る
と
し
て
、
か
つ
が
つ
叫
致
す
る
。
「
か
く
知
ら
ま
せ
ば
」
 
は
、
お
そ
ら
 
 

く
 
 
 射

射
引
暑
大
御
船
泊
て
し
泊
ま
り
に
標
結
は
ま
 
 

し
を
 
 

（
巻
二
二
五
一
、
額
田
王
）
 
 

を
踏
ま
え
た
表
現
で
、
反
歌
第
二
首
と
同
じ
く
、
「
妹
」
 
の
早
過
ぎ
る
死
 
 

を
指
す
。
と
す
る
な
ら
ば
、
反
歌
第
二
首
、
第
三
首
は
構
成
の
上
で
一
対
 
 

と
見
倣
し
う
る
の
に
加
え
、
各
々
第
三
旬
以
下
に
お
い
て
、
「
妹
」
 
の
心
 
 

と
 
「
我
」
 
の
心
の
対
比
が
見
て
取
れ
よ
う
。
 
 
 

同
様
の
構
成
は
、
反
歌
第
四
首
に
も
認
め
ら
れ
る
。
憶
良
は
、
初
旬
か
 
 

ら
第
三
旬
に
お
い
て
、
「
妹
」
 
の
ゆ
か
り
の
 
「
棟
の
花
」
を
、
第
四
旬
以
 
 

下
の
 
「
我
」
 
の
叙
述
と
対
比
さ
せ
る
。
加
え
て
、
長
歌
、
反
歌
で
同
様
の
 
 

表
現
を
詠
み
込
み
つ
つ
、
立
場
を
異
に
す
る
手
法
を
用
い
て
い
よ
う
。
長
 
 

0
0
0
 
 

0
0
0
 
 

歌
で
は
、
「
妹
」
の
死
に
つ
い
て
「
い
ま
だ
休
め
ず
」
「
い
ま
だ
あ
ら
ね
ば
」
 
 

0
0
0
 
 

と
詠
む
の
に
対
し
、
反
歌
で
は
、
自
ら
の
悲
嘆
に
つ
い
て
「
い
ま
だ
干
な
 
 

く
に
」
と
詠
む
。
こ
れ
は
、
先
述
の
、
反
歌
第
二
首
に
お
け
る
「
す
べ
な
 
 

し
」
 
の
詠
み
方
と
通
底
す
る
手
法
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
先
掲
、
芳
賀
氏
 
 

諭
の
指
摘
し
た
、
反
歌
第
五
首
の
、
「
妹
」
 
の
火
葬
の
煙
と
、
「
我
」
 
の
い
 
 

わ
ゆ
る
「
嘆
き
の
霧
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
趣
向
は
、
こ
の
対
比
の
構
成
 
 

を
反
歌
第
五
首
に
お
い
て
受
け
止
め
、
歌
群
全
体
を
結
ぷ
役
割
を
果
た
す
 
 

も
の
と
把
握
さ
れ
る
。
 
 
 

か
よ
う
な
対
比
の
構
成
は
、
そ
も
そ
も
長
歌
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
 
 

も
の
で
あ
る
。
長
歌
冒
頭
か
ら
「
臥
や
し
ぬ
れ
」
ま
で
の
、
「
妹
」
の
叙
 
 

述
に
対
し
、
「
言
は
む
す
べ
」
か
ら
「
い
か
に
せ
よ
と
か
」
ま
で
の
「
我
」
 
 

の
叙
述
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
末
尾
の
「
に
ほ
鳥
の
」
以
下
へ
と
移
行
す
る
。
 
 

反
歌
五
首
を
詠
む
際
、
憶
良
は
、
長
歌
と
の
対
応
を
意
識
し
っ
つ
、
「
妹
」
 
 

と
「
我
」
、
及
び
「
家
」
と
「
旅
」
の
対
比
を
縦
横
に
織
り
込
ん
だ
と
い
 
 

え
よ
う
。
反
歌
第
二
首
、
第
三
首
の
 
「
か
く
」
は
、
各
々
対
比
を
含
ん
だ
 
 

第
三
句
以
下
の
展
開
の
起
点
と
な
り
、
心
中
の
拭
い
去
り
よ
う
も
な
い
自
 
 

責
の
念
を
表
す
。
こ
の
 
「
か
く
」
 
の
繰
り
返
し
に
つ
い
て
は
、
長
歌
の
対
 
 

句
に
お
い
て
「
妹
」
 
の
死
に
対
す
る
嘆
き
を
繰
り
返
し
う
た
う
さ
ま
と
即
 
 

応
し
た
あ
り
よ
う
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
憶
良
は
「
日
本
挽
歌
」
に
お
い
て
、
指
示
語
を
反
歌
に
 
 

詠
み
込
み
、
長
歌
と
対
応
さ
せ
つ
つ
、
展
開
の
契
機
の
一
つ
と
し
た
と
い
 
 

え
よ
う
。
同
時
に
、
長
歌
と
反
歌
に
お
い
て
、
同
様
の
表
現
を
立
場
を
異
 
 

に
し
て
詠
み
込
む
手
法
を
用
い
た
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
。
憶
良
の
歌
に
 
 

お
い
て
は
、
尻
取
式
繰
り
返
し
を
用
い
ず
、
対
句
を
指
示
語
と
関
連
さ
せ
 
 

て
叙
述
を
行
う
点
を
特
徴
的
に
見
出
し
う
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
の
方
法
を
 
 

探
る
に
あ
た
り
、
か
か
る
叙
述
に
つ
い
て
向
け
た
意
識
を
充
分
に
把
握
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
そ
の
点
に
執
し
て
検
討
を
試
み
る
。
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二
 
 

先
ず
、
長
歌
に
お
け
る
指
示
語
の
例
で
看
過
し
え
な
い
の
は
、
七
夕
歌
 
 

の
対
句
で
あ
る
。
憶
良
は
、
連
続
す
る
五
つ
の
対
句
の
う
ち
、
第
三
対
句
 
 

の
五
音
句
に
、
指
示
語
を
詠
み
込
む
。
 
 
 

彦
星
は
 
織
女
と
 
天
地
の
 
分
か
れ
し
時
ゆ
 
い
な
む
し
ろ
 
川
 
 

に
向
き
立
ち
 
 

［
摘
 
 

［
柚
H
㌶
門
 
 

青
 

ひ
さ
か
た
の
 
天
の
川
原
に
 
天
飛
ぶ
や
 
領
巾
片
敷
き
 
ま
玉
手
 
 

の
 
玉
手
さ
し
交
へ
 
あ
ま
た
夜
も
 
寝
ね
て
し
か
も
 
 

（
一
云
、
「
眠
も
さ
寝
て
し
か
」
）
秋
に
あ
ら
ず
と
も
（
…
云
、
「
秋
待
た
ず
と
も
」
）
 
 

（
巻
八
・
一
五
二
〇
）
 
 

反
歌
 
 

風
雲
は
二
つ
の
樺
に
通
へ
ど
も
我
が
遠
妻
の
（
一
云
、
「
優
し
要
の
」
二
言
 
 

そ
通
は
ぬ
 
 

（
一
五
二
一
）
 
 

た
ぶ
て
に
も
投
げ
越
し
っ
べ
き
天
の
川
隔
て
れ
ば
か
も
あ
ま
た
す
べ
 
 
 

ふ
を
な
み
 
 

浪
に
 
望
み
は
絶
え
ぬ
 
 

L
ら
く
も
 
 
 
 
な
ム
た
 
 
 

巻
き
の
 
 
其
擢
も
が
も
（
〓
宕
、
「
小
樽
も
が
も
」
）
 
 

な
ぎ
に
 
 
い
か
き
渡
り
 
 

潮
に
（
二
云
、
「
夕
に
旦
）
 
い
漕
ぎ
渡
り
 
 

丹
塗
り
の
 
 

雲
に
 
浦
は
尽
き
ぬ
 
 

く
そ
ら
 
安
け
な
く
に
 
 

ふ
そ
ら
 
安
け
な
く
に
 
 

′
＼
ノ
≧
ノ
＼
ノ
＼
′
ヽ
 
小
舟
も
が
も
 
 

息
づ
き
居
ら
む
 
 

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
む
 
 

「
玉
巻
き
の
 
 
小
梶
も
が
も
 
 

漕
ぎ
渡
り
つ
つ
も
 
語
ら
ふ
妻
を
 
 

（
巻
十
三
二
二
二
九
九
）
 
 

両
者
は
、
速
く
離
れ
た
妻
と
逢
え
ぬ
噴
き
を
う
た
う
例
で
あ
り
、
七
夕
歌
 
 

と
の
先
後
閑
係
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
、
か
よ
う
な
表
 
 

現
の
類
型
が
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
も
に
、
「
思
ふ
そ
ら
…
嘆
く
 
 

そ
ら
…
」
と
い
う
対
句
に
よ
る
苦
悩
の
表
現
か
ら
、
妻
と
逢
う
手
立
て
を
 
 

希
求
す
る
表
現
へ
と
移
行
す
る
の
に
対
し
、
憶
良
は
七
夕
歌
に
お
い
て
、
 
 

あ
を
な
叙
し
ら
ノ
＼
も
 
 

間
に
第
二
対
句
「
青
浪
に
…
白
雲
に
…
」
と
第
三
対
句
「
か
く
の
み
や
…
 
 

か
く
の
み
や
…
」
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
そ
の
表
現
の
意
味
を
問
う
必
要
 
 

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

第
二
対
句
に
つ
い
て
は
、
小
島
怒
之
氏
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
 
 
 

な
き
 
 

二
五
二
二
）
 
 

右
、
天
平
元
年
七
月
七
日
夜
、
憶
良
仰
一
観
天
河
。
鵬
云
、
帥
家
作
。
 
 

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
類
句
と
の
相
適
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
例
は
、
 
 

い
ず
れ
も
七
夕
歌
の
第
一
対
句
と
第
四
対
句
に
頬
す
る
表
現
を
持
つ
。
 
 

ノ
し
室
 
 

さ
丹
塗
り
 
 

速
妻
の
 
こ
こ
に
し
あ
ら
ね
ば
 
 

く
そ
ら
 
安
け
な
く
に
 
 

空
行
く
 
雲
に
も
が
も
 
 

く
そ
ら
 
苦
し
き
も
の
を
 
 

ふ
そ
ら
 
安
け
な
く
に
 
 

ふ
そ
ら
 
安
け
な
く
に
 
 

の
 
小
舟
も
が
も
 
 

妹
ら
は
立
た
し
 
 

我
は
立
ち
て
 
 

玉
梓
の
 
道
を
た
遠
み
 
 

（
巻
四
・
五
三
四
、
安
黄
玉
）
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o 

あ
を
な
ふ
せ
い
ら
う
 
中
』
 
泰
五
篇
第
六
車
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
青
浪
」
が
滞
語
「
背
浪
」
、
 
 

さ
う
は
苧
つ
ま
 

せ
い
は
 

で
、
 
「
音
波
」
、
或
い
は
「
治
波
」
「
蒼
腺
」
の
訓
読
に
よ
る
歌
語
と
考
え
ら
れ
、
 
 

諮
の
手
法
に
倣
っ
た
 
「
青
 
（
渦
・
斎
）
 
－
自
」
 
の
色
対
も
見
え
る
。
こ
の
 
 

色
対
は
詩
に
お
い
て
散
見
さ
れ
、
次
の
七
夕
詩
に
も
、
 
 

白
露
含
二
明
月
・
、
青
雲
断
終
河
一
。
 
 

（
初
唐
杜
審
言
「
七
夕
諮
」
 
冒
ぶ
文
類
韓
』
歳
時
部
中
・
七
月
ヒ
日
）
 
 

せ
い
ら
う
せ
い
は
さ
う
は
さ
う
は
 
 

の
細
く
見
え
る
。
「
青
浪
」
 
（
音
波
∴
潤
波
・
蒼
波
）
 
は
、
た
と
え
ば
、
 
 

0
0
 
 

治
波
亘
不
レ
可
レ
望
、
望
極
レ
与
天
平
一
。
 
 

（
斉
謝
眺
「
望
レ
海
詩
」
 
『
芸
文
類
架
』
水
部
上
・
海
水
）
 
 

0
0
 
 

治
波
不
レ
可
レ
望
、
行
雲
卿
共
困
。
 
 

（
北
周
王
褒
「
別
二
陸
才
子
一
語
」
 
冒
云
文
頬
界
』
人
部
十
三
・
別
上
）
 
 

0
 
 

が
端
的
に
示
す
如
く
、
概
ね
、
果
て
し
な
く
続
く
波
の
印
象
を
喚
起
す
る
 
 

は
く
う
ん
 
 

語
で
あ
り
、
「
白
雲
」
 
と
対
に
な
る
、
 
 

0
0
 
 
 

0
0
 
 
 

白
雲
凝
絶
嶺
一
、
濾
波
間
断
洲
。
 
 

（
陳
張
正
見
「
遊
一
組
首
城
詰
」
 
『
芸
文
類
緊
』
人
部
十
二
・
遊
覧
）
 
 

T
エ
 
 

の
よ
う
な
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
島
氏
が
指
摘
さ
れ
た
、
 
 

．
■
■
■
■
■
■
 
－
U
 
 
－
り
 
 

魂
帰
漁
海
上
、
望
断
白
雲
前
。
 
 

（
初
唐
騎
賓
王
「
救
L
寄
員
半
千
一
」
 
『
騎
臨
海
集
』
巻
三
）
 
 

は
ノ
＼
う
ん
 
 

と
い
う
、
色
対
と
と
も
に
 
「
白
雲
」
 
に
 
「
望
断
」
を
用
い
る
例
に
加
え
、
 
 

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
 
南
桑
集
二
』
 
が
指
摘
す
る
、
 
 

■
0
0
 
 

繊
二
作
、
裁
）
書
待
蓮
使
一
、
涙
尺
、
二
白
雲
（
一
作
、
日
南
）
天
。
 
 

一
U
 
 

（
初
唐
上
官
儀
「
王
昭
君
」
 
『
全
唐
詩
』
巻
四
十
）
 
 

の
よ
う
な
、
「
涙
尽
」
 
の
語
が
見
え
る
例
も
参
看
さ
れ
る
。
 
 

あ
を
な
良
し
ら
く
も
 
 
 

憶
良
は
、
か
よ
う
な
例
を
踏
ま
え
、
「
育
浪
！
白
雲
」
 
の
対
を
詠
ん
だ
 
 

と
理
解
さ
れ
る
が
、
第
二
対
句
は
七
夕
歌
の
表
現
と
し
て
は
特
異
性
が
際
 
 

あ
を
な
み
し
ら
く
も
 
 

だ
つ
。
と
い
う
の
も
、
「
青
浪
－
白
票
」
 
の
対
が
、
先
立
つ
七
夕
詩
に
見
 
 

え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
第
二
対
句
と
対
応
す
る
第
五
対
句
の
 
「
夕
潮
」
 
 

が
、
契
沖
『
常
葉
代
匠
記
』
 
（
初
楠
本
）
以
下
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
川
の
 
 

表
現
に
は
そ
ぐ
わ
ず
、
む
し
ろ
海
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
 
 

関
連
し
た
、
伊
藤
博
氏
『
簡
単
集
釈
注
』
 
の
、
「
小
樽
」
か
ら
「
貴
様
」
 
 

へ
、
「
夕
に
も
」
 
か
ら
「
夕
潮
に
」
 
へ
と
い
う
、
単
文
系
統
か
ら
本
文
系
 
 

○  

統
へ
の
改
変
に
第
四
対
句
と
第
五
対
句
の
対
応
を
見
る
重
要
な
指
摘
が
あ
 
 

る
。
ま
た
、
広
い
天
の
川
 
（
長
歌
・
第
一
反
歌
）
 
と
狭
い
天
の
川
 
（
第
l
一
 
 

反
歌
）
 
の
対
比
が
あ
る
と
い
う
氏
の
指
摘
に
従
え
ば
、
憶
良
が
、
長
歌
に
 
 

お
い
て
妻
と
の
隔
た
り
を
詠
む
に
際
し
、
「
夕
潮
」
 
の
語
を
意
図
的
に
詠
 
 

み
込
ん
だ
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
な
る
注
意
が
必
要
と
な
る
。
 
 
 

天
の
川
と
海
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
冒
芸
文
類
緊
』
 
（
水
部
上
・
海
杢
 
 

0
0
0
0
0
 

で
上
 
 

の
、
「
博
物
志
日
、
旧
説
、
天
河
与
し
海
通
。
」
と
い
う
記
述
に
見
出
し
う
 
 

る
。
こ
の
「
水
部
上
・
海
水
」
 
の
項
に
は
、
先
掲
、
斉
謝
眺
「
望
レ
海
詩
」
 
 

さ
う
は
 
 

を
収
め
、
「
治
波
」
 
の
語
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
憶
艮
が
対
句
を
詠
む
際
 
 

に
参
考
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
 
 

0
0
0
8
0
 
 

冒
ぷ
文
頬
衆
』
 
（
水
郡
上
・
江
水
）
 
に
、
「
春
秋
元
命
萄
日
、
牛
女
為
二
江
湖
∴
 
 

江
湖
者
、
所
二
以
開
レ
神
潤
化
一
。
故
其
気
渦
急
。
」
と
い
う
、
牽
牛
織
女
と
 
 

長
江
の
潮
の
満
ち
引
き
と
の
関
連
を
い
う
記
述
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

0
0
 
 

加
え
て
、
同
じ
く
「
水
部
上
・
江
水
」
所
収
の
、
梁
王
台
卿
「
臨
二
濾
波
 
 
 

詩
」
に
お
い
て
、
「
鳳
来
自
筆
起
、
潮
消
費
沙
沈
」
 
の
よ
う
な
、
長
江
の
 
 

「
潮
」
を
詠
み
込
む
例
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
か
か
る
例
を
念
頭
 
 

に
置
き
、
憶
良
は
、
妻
と
逢
え
ぬ
嘆
き
を
強
調
す
べ
く
「
夕
潮
」
を
詠
み
 
 

込
み
、
隔
た
り
の
大
き
さ
を
対
句
に
よ
っ
て
表
現
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

続
く
、
「
か
く
の
み
や
 
息
づ
き
居
ら
む
 
か
く
の
み
や
 
恋
ひ
つ
つ
あ
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こ
の
場
合
、
冒
頭
の
 
「
八
千
矛
の
 
神
の
命
は
」
を
受
け
、
「
押
そ
ぶ
ら
 
 

ひ
…
引
こ
づ
ら
ひ
…
」
 
の
対
句
に
お
い
て
 
「
我
が
」
 
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
 
 

が
、
人
称
転
換
の
証
左
と
な
る
。
か
よ
う
な
人
称
転
換
は
、
土
橋
寛
氏
 
 

『
古
事
記
歌
謡
全
注
釈
 
古
事
記
締
』
 
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
先
ず
は
歌
 
 

の
よ
う
な
、
挽
歌
に
見
え
る
表
現
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
 
 

な
る
の
は
、
五
音
句
の
指
示
語
で
あ
る
。
伊
藤
博
氏
は
、
『
常
葉
集
の
表
 
 

現
と
方
法
 
上
』
 
（
第
三
車
第
四
節
）
に
お
い
て
、
「
第
三
者
的
立
場
」
 
か
ら
 
 

歌
い
起
こ
し
て
 
「
当
事
者
的
立
場
」
 
へ
転
ず
る
詠
法
が
存
在
し
た
こ
と
を
 
 

想
定
さ
れ
、
ま
た
、
『
常
葉
集
の
歌
群
と
配
列
 
下
』
 
泰
八
章
第
一
節
）
 
で
 
 

は
、
長
歌
冒
頭
か
ら
第
二
対
句
ま
で
を
第
三
者
、
第
三
対
句
以
降
の
長
歌
 
 

と
二
首
の
短
歌
を
彦
星
 
（
牽
牛
）
 
の
立
場
の
詠
と
し
、
前
半
の
状
況
設
定
 
 

を
踏
ま
え
て
そ
れ
を
背
景
に
当
人
の
噴
き
に
入
っ
て
行
く
、
「
牽
牛
の
苦
悶
 
 

の
さ
ま
を
浮
き
立
た
せ
よ
う
と
し
て
の
工
夫
」
と
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
 
 

て
、
同
様
の
構
成
を
持
つ
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
先
に
掲
げ
た
 
 

『
古
事
記
』
 
の
歌
謡
で
あ
る
。
 
 

ら
む
」
 
は
、
次
の
、
 
 

∴
㌧
 
 

八
千
矛
の
 
 

志
の
国
に
 
 

［
門
㍑
 
 

…
嬢
子
の
 
 

∴
∴
‥
 
 

ぶ
ら
ひ
 
我
が
立
た
せ
れ
ば
 
 

0
0
 
 

づ
ら
ひ
 
我
が
立
た
せ
れ
ば
 
 

（
『
古
事
記
』
歌
謡
・
二
）
 
 

う
ら
さ
び
暮
ら
し
 
 

息
づ
き
明
か
し
 
 

（
巻
二
・
二
一
〇
、
人
麻
呂
）
 
 

有
り
と
聞
こ
し
て
 
 

有
り
と
聞
こ
し
て
 
 

寝
す
や
板
戸
を
 
 

神
の
命
は
 
八
島
国
 
妻
枕
き
か
ね
て
 
遥
々
し
 
高
 
 謡

の
基
本
的
な
構
成
、
す
な
わ
ち
、
主
題
の
提
示
 
（
寄
観
的
抒
情
）
 
…
説
 
 

明
 
（
主
観
的
抒
情
）
 
が
基
本
に
あ
る
も
の
と
捉
え
う
る
。
対
し
て
、
憶
良
 
 

の
歌
で
は
途
中
で
歌
謡
の
よ
う
に
第
一
人
称
が
明
示
さ
れ
る
訳
で
は
な
 
 

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
第
三
対
句
「
か
く
の
み
や
 
息
づ
き
屠
ら
む
 
か
く
 
 

の
み
や
 
恋
し
く
あ
ら
む
」
 
の
解
釈
が
肝
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
こ
で
、
五
音
句
の
 
「
か
く
」
に
着
目
す
れ
ば
、
先
行
句
に
お
い
て
指
 
 

示
内
容
が
明
示
さ
れ
る
場
合
と
さ
れ
な
い
場
合
に
大
別
し
う
る
。
前
者
に
 
 

つ
い
て
は
、
憶
良
以
外
で
は
僅
か
に
、
 
 

香
具
山
は
 
畝
傍
雄
雄
し
と
 
耳
成
と
 
相
争
ひ
き
 
 

0
0
 
 

神
代
よ
り
 
か
く
に
あ
る
ら
し
…
 
 
 
（
巻
一
－
一
三
、
天
智
天
皇
）
 
 

を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
大
方
は
、
「
か
く
」
の
前
に
指
示
内
容
が
明
示
 
 

さ
れ
な
い
例
で
、
 
 

0
0
 
 

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
磐
根
し
ま
き
て
死
な
ま
し
 
 

も
の
を
 
 

（
巻
二
・
八
六
、
磐
姫
皇
后
）
 
 

0
0
 
 

古
り
に
し
姫
に
し
て
や
か
く
ぼ
か
り
恋
に
沈
ま
む
手
童
の
ご
と
 
 

（
巻
二
・
一
二
九
、
石
川
女
郎
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
思
ふ
」
 
「
恋
ふ
」
な
ど
の
語
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
、
相
聞
的
 
 

発
想
の
例
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
具
体
的
な
状
況
が
言
外
 
 

に
か
ず
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
「
情
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
七
夕
歌
の
翌
年
に
、
憶
良
自
身
が
、
第
三
対
句
の
前
二
旬
を
再
び
 
 

用
い
、
旅
人
に
対
し
て
、
帰
京
が
か
な
わ
ぬ
ま
ま
、
筑
紫
の
地
で
過
ご
す
 
 

嘆
き
を
詠
ん
だ
、
 
 

ず
て
 
 

な
ど
も
、
同
様
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
 
 

か
く
の
み
や
息
づ
き
居
ら
む
あ
ら
た
ま
の
来
緩
行
く
年
の
限
り
知
ら
 
 

（
巻
五
・
八
八
一
）
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七
夕
歌
の
第
三
対
句
に
つ
い
て
は
、
指
示
語
と
七
音
句
の
 
「
息
づ
く
」
 
 

「
恋
ふ
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
や
は
り
後
者
に
同
じ
い
。
品
田
悦
一
氏
 
 

「
憶
良
の
七
夕
歌
十
二
首
」
（
冒
ミ
ナ
一
万
薬
の
歌
人
と
作
品
 
第
五
番
 
大
伴
旅
 
 

人
・
山
上
憶
良
（
二
）
』
所
堅
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
七
夕
歌
の
第
一
対
句
を
 
 

「
当
事
者
的
」
な
表
現
と
も
解
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
所
以
は
、
か
か
 
 

る
指
示
内
容
を
明
示
し
な
い
 
「
か
く
」
 
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
 
 

第
一
対
句
と
第
三
対
句
の
対
応
、
及
び
、
第
二
対
句
が
、
彦
星
の
行
く
手
 
 

を
阻
む
物
の
提
示
で
あ
り
、
第
四
対
句
が
そ
れ
と
対
応
し
た
、
「
小
舟
」
 
 

と
「
轟
擢
」
を
希
求
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
か
 
 

く
」
は
、
現
状
を
示
し
っ
つ
も
、
同
時
に
、
先
行
す
る
嘆
き
の
表
現
を
指
 
 

す
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
白
 
つ
ま
り
、
第
一
対
句
か
ら
展
開
 
 

す
る
彦
星
の
嘆
き
の
表
現
は
、
第
二
対
句
の
、
渡
河
を
阻
む
も
の
の
提
示
 
 

に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
対
句
の
指
示
語
は
そ
れ
を
引
 
 

き
受
け
つ
つ
、
慨
嘆
す
る
さ
ま
を
う
た
い
、
第
二
対
句
と
対
応
し
た
第
四
 
 

対
句
を
導
き
、
同
様
に
第
二
対
句
と
の
対
応
が
見
え
る
第
五
対
句
へ
と
展
 
 

開
す
る
次
第
と
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
先
行
歌
に
倣
う
第
一
対
句
の
後
 
 

に
、
第
二
対
句
の
よ
う
な
詩
に
基
づ
い
た
表
現
を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
、
 
 

及
び
、
彦
星
の
心
中
を
句
の
対
照
を
持
た
な
い
第
一
、
夢
二
対
句
に
お
い
 
 

て
表
し
、
第
二
、
第
四
対
句
で
絶
望
と
希
求
を
視
覚
的
表
現
で
示
す
こ
と
 
 

は
、
格
別
の
配
慮
を
以
て
詠
み
込
ん
だ
も
の
に
相
通
な
い
。
 
 
 

如
上
の
、
対
句
と
指
示
語
の
組
み
合
わ
せ
は
、
憶
良
が
、
先
立
つ
、
指
 
 

示
内
容
を
明
示
し
な
い
 
「
か
く
」
 
の
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
対
句
の
描
写
性
 
 

に
着
目
し
、
対
句
相
互
の
対
応
関
係
を
意
識
し
て
詠
み
込
ん
だ
も
の
と
い
 
 

え
よ
う
。
そ
こ
に
お
け
る
対
句
の
連
続
は
、
彦
星
の
内
面
の
捕
れ
を
具
体
 
 

化
し
、
囁
き
を
形
象
化
す
べ
く
用
い
た
憶
良
の
技
法
と
理
解
さ
れ
る
。
 
 

三
 
 

か
よ
う
な
「
情
」
を
強
調
す
る
「
か
く
」
 
の
用
法
に
対
し
、
憶
良
が
数
 
 

度
に
わ
た
っ
て
用
い
た
、
先
行
す
る
対
句
を
受
け
、
「
理
」
と
し
て
示
す
 
 

「
か
く
」
 
の
例
を
見
過
ご
す
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
端
的
な
例
と
し
て
、
神
 
 

亀
五
年
の
作
「
令
レ
反
感
情
・
歌
」
 
の
冒
頭
を
挙
げ
う
る
。
 
 

ち
ち
は
は
 
 

と こ 

あ こ 

お ち 

鳥の  

も かからはし 
々 もよ  

に来 

で 
も 

む 行 
と 

待 方知 

ち ら 

けむ ね  

ば （巻五 

さ  

七 ）  
）  

・八〇〇 

）  

｝
 
 

m
…
…
れ
ば
…
〓
く
し
 
 

Q
O
 
 

世
の
中
は
 
か
く
ぞ
理
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∫
■
－
＝
「
・
㍉
 
 

の
よ
う
に
、
「
子
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
母
父
」
 
「
妻
」
 
 

・
ト
ー
 
 

を
詠
み
込
ん
だ
対
句
が
見
え
、
反
歌
と
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
お
い
 
 

て
は
、
「
旅
」
 
に
対
す
る
「
家
」
と
い
う
構
造
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
 
 

お
い
て
、
「
母
」
 
「
父
」
 
「
賓
」
 
「
子
」
 
の
提
示
が
あ
る
と
い
え
よ
う
じ
 
 
 

同
様
の
 
「
旅
」
と
「
家
」
 
の
柄
造
は
、
憶
良
「
敬
ド
和
為
「
熊
凝
述
兵
 
 

志
歌
」
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
前
半
部
の
 
「
う
ち
ひ
さ
す
 
宵
へ
 
 

上
る
と
 
た
ら
ち
し
や
 
母
が
手
離
れ
…
い
つ
し
か
も
 
都
を
見
む
と
 
 

思
ひ
つ
つ
 
語
ら
ひ
居
れ
ど
」
は
、
「
子
」
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
前
 
 

面
に
出
し
、
熊
凝
の
少
年
ら
し
い
都
へ
の
思
い
を
表
し
て
い
よ
う
。
し
か
 
 

し
、
都
を
見
る
こ
と
叶
わ
ず
、
志
半
ば
に
し
て
「
旅
」
に
臥
す
無
念
と
と
 
 

も
に
、
「
家
」
で
帰
り
を
待
つ
両
親
へ
と
意
識
が
向
か
う
さ
ま
を
次
の
よ
 
 

う
に
表
現
す
る
。
 
 

の
如
く
見
え
る
。
な
お
、
こ
の
反
歌
が
付
さ
れ
た
長
歌
に
は
、
 
 

鳥
が
音
の
 
か
し
ま
の
海
に
 
高
山
を
 
隔
て
に
な
し
て
…
う
ら
も
 
 

な
く
 
臥
し
た
る
人
は
 
 
 

こ
こ
に
見
え
る
「
国
－
家
」
 
の
対
に
つ
い
て
は
、
巻
十
三
に
、
 
 

↑
】
も
↑
り
十
リ
 
 

「 「  

犬
じ
も
の
 
道
に
伏
し
て
や
 
 

こ
と
放
け
ば
 
国
に
放
け
な
む
 
 

こ
と
放
け
ば
 
家
に
放
け
な
む
 
 

愛
子
に
か
あ
ら
む
 
 

重
か
あ
り
け
む
 
 

（
巻
十
三
二
二
三
三
六
）
 
 

母
取
り
見
ま
し
 
 

父
取
り
見
ま
し
 
 
 ｝

 

命
過
ぎ
な
む
二
云
「
我
が
世
過
ぎ
な
む
）
 
 

（
巻
五
・
八
八
六
）
 
 

0
0
 
 

世
の
中
は
 
か
く
の
み
な
ら
し
 
 

を
意
識
し
た
に
相
通
な
い
。
た
だ
し
、
憶
艮
の
場
合
、
行
路
死
人
を
見
て
 
 

第
三
者
的
立
場
で
詠
む
の
で
は
な
く
、
娘
凝
に
成
り
代
わ
っ
て
の
作
で
あ
 
 

り
、
「
旅
」
 
に
お
い
て
死
す
熊
凝
の
 
「
家
」
を
切
望
す
る
思
い
に
つ
い
て
、
 
 

「
父
－
母
」
 
の
対
を
用
い
た
と
寮
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

翻
っ
て
、
「
令
レ
反
二
悲
憤
歌
」
 
に
つ
い
て
は
、
序
に
 
「
末
レ
験
卜
修
】
行
 
 

得
道
之
型
ヒ
、
義
足
亡
命
山
沢
】
之
民
」
 
と
、
「
家
」
を
捨
て
る
者
へ
の
批
 
 

ち
ち
は
は
め
こ
 
 

判
が
見
え
る
こ
と
に
鑑
み
、
「
父
母
－
妻
子
」
 
の
対
を
、
「
家
」
 
と
の
関
わ
 
 

り
に
お
い
て
提
示
し
た
も
の
と
ひ
と
ま
ず
は
捉
え
う
る
。
注
意
さ
れ
る
の
 
 

は
、
憶
良
が
「
父
」
 
「
母
」
 
の
順
で
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
 
 

ち
ち
は
は
 
 

熟
語
の
例
に
つ
い
て
は
、
先
立
つ
作
者
の
明
ら
か
な
例
で
、
「
父
母
」
と
 
 

ナ
ホ
ル
 

お
↓
も
ち
ち
あ
J
む
し
し
 
 

詠
み
込
む
も
の
を
見
出
し
難
い
。
と
は
い
え
、
「
母
父
」
「
母
父
互
」
に
つ
 
 

い
て
も
同
様
で
、
作
者
未
詳
歌
以
外
で
は
、
先
掲
の
大
伴
三
中
の
欽
が
早
 
 

一
山
も
ち
h
り
 
 

い
例
で
あ
る
。
和
語
の
 
「
母
父
」
 
に
つ
い
て
は
、
早
く
井
上
通
泰
『
常
葉
 
 

集
新
考
』
が
 
「
父
母
の
古
語
」
と
し
、
以
後
の
語
注
も
そ
れ
に
従
う
。
そ
 
 

の
根
拠
と
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
（
即
位
前
紀
）
 
 

の
条
に
お
け
る
、
 
 

0
0
 
 

彷
指
一
其
樹
日
、
恩
如
レ
母
。
時
人
因
兢
二
其
地
∴
 
日
二
母
木
邑
一
。
 
 

0
0
0
0
 
 

今
云
二
妖
悶
廼
蕃
二
靴
也
。
 
 

天
地
の
 
神
し
恨
め
し
 
草
枕
 
こ
の
旅
の
日
に
 
豪
放
く
べ
し
や
 
 

（
巻
十
三
二
二
三
四
六
）
 
 

こ
‥
 
 

と
あ
り
、
や
は
り
旅
先
で
の
死
を
詠
む
歌
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
 
 

た
、
五
首
旬
の
仮
定
条
件
に
つ
い
て
は
、
人
麻
呂
の
、
い
わ
ゆ
る
「
石
中
 
 

死
人
歌
」
 
に
お
け
る
、
 
 

鏑
 

知
ら
ば
 
行
き
て
も
告
げ
む
 
 

知
ら
ば
 
来
も
間
は
ま
し
を
 
 

（
巻
二
二
一
二
〇
）
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ー
や
も
ち
ち
 
 

で
あ
り
、
「
母
」
を
先
に
言
う
「
母
父
」
は
古
語
「
お
も
」
を
と
ど
め
た
 
 

■
1
－
－
、
 
 

語
で
、
そ
こ
に
古
代
母
系
制
の
名
残
り
を
見
る
説
も
あ
る
。
 
 

お
も
ち
ち
 
 
 

ち
ち
は
は
 
 
 

対
し
て
、
憶
良
の
歌
に
見
え
る
「
父
母
」
は
、
「
母
父
」
 
の
表
現
の
流
 
 

ふ
ば
 
 

れ
を
汲
む
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
、
漢
語
「
父
母
」
を
和
語
と
し
て
 
 

め
こ
 
 

採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
妻
子
」
 
に
つ
い
て
も
、
他
に
は
、
 
 

左
往
に
憶
良
作
と
も
見
え
る
「
筑
前
国
志
賀
白
水
邸
歌
」
、
及
び
憶
良
の
 
 

か
ま
 
 

（
〓
〕
 

表
現
を
踏
ま
え
た
家
持
の
歌
に
お
い
て
見
出
し
う
る
に
と
ど
ま
る
。
「
父
母
 
 

さ
い
し
 
 

－
妻
子
」
の
対
に
つ
い
て
は
、
詩
賦
に
は
例
を
見
出
し
難
い
も
の
の
、
散
 
 

文
に
お
い
て
は
、
対
及
び
そ
れ
ら
が
並
び
称
さ
れ
る
例
が
散
見
す
る
。
 
 

0
0
 
 

0
0
 
 

夫
人
情
、
莫
レ
不
卜
貪
レ
生
悪
レ
死
、
念
・
父
母
∴
顧
巾
妻
子
㌔
 
 

（
博
司
馬
遷
「
報
t
任
少
卿
一
書
一
首
」
 
『
文
選
』
巻
四
十
一
）
 
 

0
0
0
0
 
 

高
日
、
人
情
豊
不
一
各
愛
夷
父
母
妻
子
哉
。
 
 

（
『
漢
書
』
巻
三
十
二
、
陳
鯨
伝
第
二
）
 
 

ふ
ぽ
さ
い
し
 
 

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
人
の
 
「
惜
」
を
述
べ
る
上
で
、
「
父
母
」
「
妻
子
」
 
 

を
採
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
次
の
仏
書
に
、
 
 

0
0
 
 

臣
笑
日
、
三
元
誠
云
、
道
学
不
レ
得
卜
懐
二
挟
悪
心
一
、
不
し
孝
－
・
父
母
、
 
 

0
0
 
 

不
内
愛
乙
妻
子
甲
。
 
 

（
『
広
弘
明
集
』
巻
九
「
笑
道
論
」
 
 

『
大
正
新
傾
大
蔵
経
』
史
伝
部
四
）
 
 

禽
獣
猶
ド
有
∴
母
子
「
而
知
♭
親
。
況
駒
・
書
、
行
■
道
於
天
下
、
斬
 
 

0
0
 
 

0
0
 
 

其
父
母
∴
何
名
レ
孝
乎
。
教
r
夷
妻
子
、
豊
謂
レ
慈
乎
。
 
 

（
『
広
弘
明
集
』
 
巻
十
三
 
「
弁
正
論
」
 
 

『
大
正
新
博
大
蔵
経
』
史
伝
部
四
）
 
 

ふ
ぼ
さ
い
し
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
道
教
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
「
父
母
」
 
「
妻
子
」
 
 

の
擢
示
が
見
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
、
人
の
 
「
惜
」
と
の
開
 
 

L
ぎ
さ
い
し
 
 

わ
り
で
、
「
父
砂
」
「
妻
子
」
を
例
に
挙
げ
て
述
べ
た
も
の
と
捉
え
う
る
だ
 
 

ろ
う
。
「
令
レ
反
∴
感
情
歌
」
の
対
句
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
発
想
が
根
底
 
 

ち
ち
は
は
め
〓
 
 

ふ
ぽ
 
 

に
あ
り
、
漢
語
「
父
母
」
 
へ
の
意
識
か
ら
、
「
父
母
－
妻
子
」
 
の
対
を
詠
 
 

み
込
ん
だ
と
看
取
さ
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
「
見
れ
ば
」
と
詠
む
点
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
 
 

あ
る
。
周
知
の
如
く
、
「
～
見
れ
ば
 
T
・
見
ゆ
）
」
は
、
元
来
、
国
見
歌
に
 
 

見
え
る
形
式
で
あ
り
、
「
見
れ
ば
」
の
前
に
は
概
ね
景
物
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
 
 

そ
れ
以
外
の
例
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
赤
人
の
難
波
宮
行
幸
時
の
作
 
 

－
】
、
 
 
 

…
淡
路
の
 
野
島
の
海
人
の
…
舟
並
め
て
 
仕
へ
奉
る
が
 
貴
き
見
 
 
 

蕃
六
・
九
三
三
）
 
 

わ
唐
 
 

と
見
出
し
う
る
が
、
こ
の
場
合
、
景
物
の
代
わ
り
に
人
々
の
奉
仕
の
さ
ま
 
 

を
「
見
る
」
と
詠
ん
で
お
り
、
国
見
歌
の
表
現
の
系
列
に
連
な
る
も
の
と
 
 

し
て
捉
え
て
よ
い
。
個
人
に
対
し
て
「
見
れ
ば
」
を
用
い
る
例
に
は
、
 
 

－
0
0
0
 
 

も
み
ち
葉
の
散
り
行
く
な
へ
に
玉
梓
の
使
を
見
れ
ば
逢
ひ
し
日
思
ほ
 
 

ゆ
 
 

（
巻
二
・
二
〇
九
、
人
麻
呂
）
 
 

の
よ
う
に
、
亡
き
人
の
ゆ
か
り
の
人
を
詠
み
込
む
も
の
や
、
 
 

0
0
0
 
 
 

朝
烏
早
く
な
鳴
き
そ
我
が
背
子
が
朝
明
の
姿
見
れ
ば
悲
し
も
 
 

（
巻
十
二
二
二
〇
九
五
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
見
れ
ば
」
 
の
後
に
「
憤
」
を
表
す
語
が
見
え
る
例
も
残
る
。
 
 

た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
 
「
悲
し
も
」
は
、
夜
明
け
に
帰
る
男
の
姿
に
よ
っ
 
 

て
も
た
ら
さ
れ
る
後
朝
の
別
れ
の
悲
し
み
を
示
し
、
「
令
レ
反
二
惑
情
一
歌
」
 
 

の
よ
う
に
、
そ
の
人
を
見
て
自
ず
と
湧
き
上
が
る
感
情
を
う
た
う
こ
と
と
 
 

は
相
適
す
る
。
す
な
わ
ち
、
憶
良
の
対
句
と
同
様
の
例
は
、
先
立
つ
歌
に
 
 

お
い
て
見
出
し
が
た
く
、
特
異
な
表
現
と
把
握
さ
れ
よ
う
。
 
 

0  
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ち
ち
は
は
助
こ
 
 
 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
五
首
句
に
お
け
る
 
「
父
母
－
妻
子
」
 
の
対
 
 

と
七
音
旬
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
前
二
旬
の
、
「
父
母
」
を
「
尊
し
」
 
と
 
 

し
て
こ
と
さ
ら
に
例
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
例
を
検
出
し
雛
 
 

H
）
 
 

く
、
憶
良
が
、
国
見
歌
の
 
「
見
れ
ば
資
し
」
と
い
う
讃
め
詞
を
人
に
用
い
 
 

た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
人
に
つ
い
て
 
「
尊
し
」
と
す
る
例
は
天
 
 

皇
及
び
皇
太
子
に
限
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
、
人
麻
呂
が
日
並
皇
子
の
統
 
 

0
0
0
 
 

治
し
た
世
を
仮
定
し
て
詠
ん
だ
、
「
春
花
の
 
負
か
ら
む
と
 
望
月
の
 
た
 
 

た
は
し
け
む
と
」
 
（
一
六
七
）
 
を
参
考
と
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
後
二
旬
に
つ
い
て
も
、
「
妻
子
」
と
 
「
め
ぐ
し
う
つ
く
し
」
 
と
 
 

め
ぐ
′
＼
 
 

の
関
連
が
注
意
さ
れ
る
。
「
め
ぐ
し
」
 
に
つ
い
て
は
、
「
懸
久
」
 
（
巻
十
∵
 
 

二
五
六
〇
）
 
と
い
う
例
が
残
る
こ
と
か
ら
、
鹿
持
雅
澄
『
常
襲
集
古
義
』
 
 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
懲
愛
」
と
い
っ
た
語
を
想
定
し
う
る
。
こ
の
語
 
 

は
史
書
等
に
数
例
認
め
う
る
が
、
「
懸
橋
」
 
「
懸
察
」
等
の
語
構
成
か
ら
も
 
 

解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
懸
愛
」
は
概
ね
「
あ
わ
れ
む
」
 
の
謂
で
用
い
ら
 
 

れ
、
憶
良
の
対
句
と
必
ず
し
も
合
致
す
る
訳
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
仏
典
 
 

に
お
い
て
、
僅
か
で
は
あ
る
が
、
子
に
つ
い
て
用
い
た
、
 
 

時
二
童
子
。
知
二
父
惜
し
拾
、
悲
娩
哺
泣
。
…
心
懐
二
憎
帳
満
一
目
涙
 
 

0
0
 
 

流
、
便
以
】
伽
他
益
P
愛
竜
一
日
。
子
等
汝
応
し
知
、
我
非
し
不
惑
懲
。
 
 

（
『
根
本
説
一
切
有
部
尾
奈
耶
破
憎
尊
』
巻
十
六
 
 

『
大
正
新
伯
太
蔵
経
』
律
部
三
）
 
 

の
他
、
哲
喩
と
し
て
の
使
用
例
、
 
 

0
0
 
 

如
卜
大
長
老
唯
有
∴
一
子
▼
慈
愛
惜
垂
卜
、
菩
薩
大
悲
亦
復
如
レ
定
、
於
 
 

諸
衆
生
「
愛
レ
之
若
レ
子
。
《
後
略
》
 
 

（
『
大
方
等
大
集
軽
』
巻
二
十
九
、
『
大
正
新
傾
大
蔵
経
』
大
集
部
）
 
 

が
見
え
る
こ
と
は
参
考
と
な
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
看
過
し
え
な
い
の
は
、
契
沖
『
常
葉
代
匠
記
』
 
（
初
稿
本
・
 
 

精
撰
本
）
 
の
引
く
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
、
「
故
皇
祖
高
畠
産
霊
尊
、
特
 
 

鍾
憐
愛
・
以
崇
養
焉
ご
 
の
 
「
鍾
・
憐
愛
」
 
に
つ
い
て
、
『
日
本
紀
私
記
』
 
 

め
＝
▲
ぐ
 
L
 
と
 
お
 
も
 
ふ
 
み
 
こ
 
▲
 
ろ
 
を
 
嵐
 
つ
 
め
 
て
 
 

（
乙
本
）
 
に
、
「
女
久
之
止
於
毛
不
美
己
々
呂
平
安
津
女
天
」
 
の
訓
が
見
 
 

｛
〓
）
 
 

え
る
こ
と
で
あ
る
。
渾
潟
久
華
氏
『
萬
薬
集
注
釈
』
 
は
、
こ
れ
を
引
き
、
 
 

「
め
ぐ
し
」
に
つ
い
て
 
「
「
憐
愛
」
 
の
文
字
に
相
雷
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
 
 

㌧
〓
－
 
 

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
漢
語
「
憐
愛
」
の
例
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
「
鍾
 

憐
愛
」
 
に
つ
い
て
 
『
讃
紀
集
解
』
 
が
引
く
、
 
 

0
0
 
 

左
師
公
日
、
老
臣
機
息
紆
棋
、
最
少
、
不
肖
、
而
臣
衰
、
窺
憐
塵
亘
 
 

之
。
 
 

（
『
史
記
』
巻
四
十
三
、
題
世
家
第
十
三
）
 
 

が
注
視
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
仏
典
に
お
い
て
も
、
誓
え
話
の
中
で
用
い
ら
 
 

れ
た
、
 
 

0
0
 
 

射
師
有
レ
子
憐
愛
甚
垂
。
《
後
略
》
 
 

（
『
大
宝
積
経
』
巻
二
日
一
、
『
大
正
新
値
大
蔵
経
』
宝
横
部
二
）
 
 

の
よ
う
な
例
や
、
子
へ
の
愛
情
の
皆
喩
と
し
て
の
例
、
 
 

0
0
 
 

ま
、
性
感
仁
。
懸
▼
・
念
一
切
。
猶
如
・
慈
父
憐
愛
英
子
一
。
一
切
人
 
 

民
親
．
r
敬
於
王
。
 
 

（
東
晋
法
朗
訳
『
大
般
理
解
経
』
中
 
 

『
大
正
新
博
大
蔵
軽
』
 
阿
含
部
二
）
 
 

ち
ち
は
は
め
こ
 
 

な
ど
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
先
ず
「
父
母
－
妻
子
」
 
の
対
が
憶
 
 

良
の
念
頭
に
あ
り
、
「
尊
し
」
 
の
対
と
し
て
、
漢
語
「
懸
愛
」
あ
る
い
は
 
 

（
川
）
 
 

「
憐
愛
」
を
意
識
し
、
「
め
ぐ
し
う
つ
く
し
」
と
詠
ん
だ
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

当
面
の
対
句
は
、
「
悲
二
嘆
俗
道
仮
合
即
離
、
易
レ
去
雉
レ
留
詩
」
 
（
八
九
 
 

〇
〇
 
 

七
■
前
）
 
の
 
「
五
戒
」
 
に
つ
い
て
、
「
謂
」
父
義
母
慈
兄
友
弟
順
子
孝
。
」
 
 

と
自
ら
注
す
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
儒
教
的
発
想
に
基
づ
き
つ
つ
、
表
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現
に
つ
い
て
は
仏
興
等
を
利
用
し
た
句
作
り
を
行
っ
た
も
の
と
い
え
よ
 
 

う
。
か
か
る
内
容
を
、
対
句
に
よ
っ
て
こ
と
さ
ら
に
「
世
の
中
」
の
「
理
」
 
 

と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
、
「
思
二
子
等
」
歌
」
（
八
〇
二
）
の
序
に
お
け
る
、
 
 

「
況
乎
世
間
蒼
生
、
誰
不
レ
愛
レ
子
平
」
と
同
様
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
、
 
 

後
続
の
 
「
も
ち
鳥
の
 
か
か
ら
は
し
も
よ
 
行
方
知
ら
ね
ば
」
を
強
調
す
 
 

る
た
め
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
人
と
し
て
自
然
と
湧
き
 
 

起
こ
る
 
「
惜
」
を
含
む
 
「
世
間
」
 
の
提
示
に
対
し
て
、
「
敬
ド
和
為
▲
熊
凝
 
 

述
其
志
歌
L
 
に
お
い
て
は
、
「
…
父
取
り
見
ま
し
…
母
取
り
見
ま
し
」
 
 

か
ら
逆
説
的
に
道
の
途
中
で
死
む
さ
だ
め
と
し
て
の
 
「
世
の
中
」
 
が
見
え
 
 

る
。
そ
の
点
で
微
妙
な
差
異
が
認
め
ら
れ
は
す
る
が
、
末
尾
の
、
「
犬
じ
 
 

も
の
 
道
に
伏
し
て
や
 
命
過
ぎ
な
む
」
 
に
お
い
て
、
嘆
き
を
強
調
す
べ
 
 

く
対
句
の
後
に
指
示
語
を
開
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
「
令
し
反
二
感
情
歌
」
 
 

と
同
様
の
技
法
を
用
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

憶
良
は
、
対
句
に
よ
っ
て
語
句
を
提
示
す
る
際
、
漢
語
に
倣
っ
た
意
識
 
 

的
な
句
作
り
を
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
対
句
を
指
示
語
で
受
 
 

け
る
表
現
は
、
憶
良
が
、
後
続
す
る
末
尾
の
 
「
情
」
を
強
く
打
ち
出
す
た
 
 

め
に
、
そ
れ
に
対
す
る
「
理
」
を
提
示
し
た
表
現
と
据
え
ら
れ
る
。
 
 

四
 
 

指
示
語
を
、
前
に
提
示
し
た
 
「
理
」
と
関
わ
ら
せ
る
技
法
は
、
憶
良
の
 
 

中
で
は
既
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
か
か
る
指
示
語
が
反
歌
 
 

と
関
わ
り
を
持
つ
の
が
、
「
革
垣
間
雛
レ
住
歌
」
で
あ
る
。
 
 

世
の
中
の
 
す
べ
な
き
も
の
は
 
年
月
の
 
流
る
る
ご
と
し
…
 
 

娘
子
ら
が
 
娘
子
さ
び
す
と
 
韓
玉
を
 
手
本
に
巻
か
し
 
 

0
0
 
 

男
は
 
か
く
の
み
な
ら
し
 
 

た
ま
き
は
る
 
命
惜
し
け
ど
 
せ
む
す
べ
も
な
し
 
（
巻
五
・
八
〇
四
）
 
 

反
歌
 
 0

0
 
 
 

常
磐
な
す
か
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も
世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
 
 

も
 
 

（
八
〇
五
）
 
 
 

示
し
た
よ
う
に
、
「
娘
子
」
 
の
叙
述
に
は
三
カ
所
の
異
文
が
あ
り
、
そ
 
 

こ
に
見
え
る
の
が
、
「
自
た
へ
の
 
袖
振
り
交
は
し
 
紅
の
 
赤
裳
裾
引
 
 

き
」
 
の
対
句
で
あ
る
。
「
袖
－
寒
」
 
の
対
は
、
憶
良
の
例
を
踏
ま
え
た
大
 
 

へ
汀
）
 
 

伴
地
主
の
例
が
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
「
袖
」
を
「
振
り
交
は
す
」
と
い
 
 
 

［
…
ぴ
 
 

よ
ち
子
ら
と
 
手
携
は
り
て
 
遊
び
け
む
 
時
の
盛
り
を
 
留
み
か
 
 

ね
過
ぐ
し
や
り
つ
れ
 
 

［
紺
…
凋
㍉
摘
摘
紺
㌍
鴇
㍉
招
蟻
明
蝉
 

来
り
し
 
 

手
束
杖
 
腰
に
た
が
ね
て
 
 

乗
り
て
 
遊
び
あ
る
き
し
 
世
の
中
や
 
常
に
あ
り
け
る
…
 
 

（
…
云
、
常
な
り
し
 
笑
ま
ひ
眉
引
き
 
喋
く
花
の
 
 

く
の
み
な
ら
し
）
 
 

ま
す
ら
を
の
 
壮
士
さ
び
す
と
 
 

0  （
或
有
W
此
旬
一
云
、
 
 

腰
に
取
り
僻
き
 
 

手
握
り
持
ち
て
 
 

［
 

白
た
へ
の
 
袖
振
り
交
は
し
 
 
 

軋
の
 
 
 
赤
革
裾
引
き
）
 
 

ハ
 
 

∴
ぷ
 
 

か
く
行
け
ば
 
人
に
憎
ま
え
 
 

人
に
厭
は
え
 
 

か
行
け
ば
 
 

駒
に
 
倭
文
鞍
う
ち
置
き
 
這
ひ
 
 

う
つ
ろ
ひ
に
け
り
 
世
の
中
は
 
か
 
 

リ
 
 

老
よ
し
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立
ち
て
思
ひ
居
て
も
ぞ
思
ふ
紅
の
赤
裳
の
裾
引
き
去
に
し
姿
を
 
 

D 

0  

（
巻
十
一
・
二
五
五
〇
）
 
 

な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
『
文
選
』
所
収
の
詩
、
晋
陸
雪
「
為
一
山
顧
彦
先
■
贈
し
 
 

婦
二
首
」
 
真
二
）
 
に
、
 
 

鳴
賽
発
丹
層
、
柴
紹
鴎
寮
腕
一
（
『
文
選
』
巻
二
十
五
、
贈
答
三
）
 
 

の
如
く
、
「
丹
－
素
」
 
の
色
対
が
見
え
る
こ
と
も
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。
 
 

す
な
わ
ち
、
憶
良
は
、
美
し
い
女
性
の
形
容
と
し
て
、
先
ず
は
 
「
紅
の
 
 

赤
裳
裾
引
き
」
を
想
起
し
、
そ
こ
に
 
「
自
た
へ
の
 
袖
振
り
交
は
し
」
を
 
 

合
わ
せ
た
と
解
し
う
る
。
 
 
 

次
の
 
「
幡
の
腸
…
紅
の
…
」
 
の
長
対
は
、
娘
子
の
老
い
て
行
く
さ
ま
を
 
 

描
写
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
四
句
に
見
え
る
白
髪
を
霜
に
轡
 
 

え
る
表
現
は
、
先
立
つ
、
 
 

采
女
の
袖
吹
き
返
す
明
日
香
風
都
を
遠
あ
い
た
づ
ら
に
吹
く
 
 

（
巻
一
・
五
こ
 
 

及
び
、
序
と
し
て
地
名
「
布
留
」
 
に
冠
せ
ら
れ
た
、
 
 
 

嫡
割
引
料
袖
㈲
矧
山
叫
脂
垣
の
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
我
は
 
 

（
巻
四
・
五
〇
一
、
人
麻
呂
）
 
 

の
細
く
、
娘
子
と
緑
の
深
い
も
の
と
し
て
 
「
袖
」
を
詠
み
込
む
例
を
見
出
 
 

し
う
る
。
山
方
、
「
紅
の
 
赤
裳
裾
引
き
」
 
に
つ
い
て
は
、
人
麻
呂
歌
集
 
 

歌
に
、
 
 
 

住
吉
の
出
鬼
の
浜
の
柴
な
刈
り
そ
ね
娘
割
引
刺
粛
矧
和
樹
動
線
れ
て
 
 

行
か
む
見
む
 
 

（
巻
七
・
一
二
七
四
）
 
 

と
見
え
る
の
に
加
え
、
巻
十
一
に
も
全
く
の
同
一
旬
を
見
出
し
う
る
。
 
 

う
表
現
に
つ
い
て
も
、
家
持
の
歌
に
一
例
を
数
え
る
に
と
ど
ま
る
が
、
次
 
 

の
志
貫
皇
子
の
例
、
 
 

卜  

等
が
憶
良
の
念
頭
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
異
文
に
お
い
て
は
、
『
新
潮
日
本
古
興
集
成
 
萬
葉
集
二
』
 
が
指
 
 

摘
す
る
よ
う
に
、
娘
子
の
部
と
ま
す
ら
を
の
部
と
が
と
も
に
二
十
八
旬
と
 
 

な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
冒
頭
の
 
「
世
の
中
の
 
す
ぺ
な
き
も
の
は
 
年
 
 

月
は
 
流
る
る
ご
と
し
」
と
末
尾
の
 
「
た
ま
き
は
る
 
命
惜
し
け
ど
 
せ
 
 

む
す
べ
も
な
し
」
と
が
対
応
し
、
そ
の
間
に
「
娘
子
」
と
「
ま
す
ら
を
」
 
 

の
叙
述
の
均
等
な
配
分
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
異
文
系
統
も
含
 
 

め
た
四
カ
所
の
対
句
は
、
い
ず
れ
も
、
若
い
盛
り
の
さ
ま
と
老
醜
の
さ
ま
 
 

の
具
体
的
な
描
写
を
そ
れ
ぞ
れ
担
う
。
こ
の
 
「
娘
子
」
 
「
ま
す
ら
を
」
 
の
 
 

叙
述
を
結
ぷ
際
、
指
示
語
を
用
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
憶
良
は
か
な
り
自
 
 

覚
的
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
「
令
レ
反
二
感
情
一
散
」
「
敬
ド
和
為
”
熊
凝
一
述
 
 

其
志
岬
歌
上
に
お
い
て
用
い
た
、
指
示
語
で
先
行
の
文
脈
を
受
け
て
後
続
 
 

句
を
強
調
す
る
技
法
は
、
「
老
身
重
病
歌
」
 
の
、
指
示
語
と
長
歌
末
尾
と
 
 

の
関
わ
り
に
お
い
て
も
見
出
し
う
る
。
そ
れ
を
、
推
敲
の
過
程
に
お
い
 
 

て
、
「
娘
子
」
 
の
叙
述
を
大
幅
に
割
愛
し
、
老
へ
の
変
化
の
相
を
先
立
つ
 
 

あ
り
つ
つ
も
君
を
ば
待
た
む
う
ち
靡
く
我
が
黒
髪
に
霜
の
置
く
ま
で
 
 

O 

0  

（
巻
二
・
八
七
、
磐
姫
皇
后
）
 
 

を
お
そ
ら
く
は
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
女
性
の
美
及
び
そ
の
衰
 
 

退
の
描
出
に
つ
い
て
は
、
『
芸
文
顆
畢
』
 
「
老
」
 
の
項
に
見
え
る
 
「
紅
毒
素
 
 

（
自
）
」
 
の
色
対
、
 
 

軟
顔
収
二
紅
紫
∴
玄
螢
吐
一
素
準
。
内
的
逝
レ
将
レ
老
、
咄
咄
奉
恵
 
 

何
セ
ン
】
。
 
 

隼
一
紅
蓮
革
 
 

如
二
自
筆
樹
 
 

0  

（
常
陸
機
詩
『
芸
文
頬
衆
』
 
人
部
二
・
老
）
 
 

■
い
 
 

自
玩
二
緑
地
過
。
 
 

還
悲
明
鏡
前
。
 
 

几
剖
）
 
 

（
梁
簡
文
帝
詩
『
芸
文
罵
界
』
 
人
部
二
・
老
）
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表
現
に
倣
っ
た
対
句
に
よ
る
描
写
の
み
と
し
た
こ
と
は
、
「
老
よ
し
男
」
 
 

の
叙
述
を
長
歌
の
主
眼
と
し
、
末
尾
へ
集
約
さ
せ
る
構
成
を
取
る
点
で
重
 
 

安
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
 
 

0
0
 
 
長
歌
、
本
文
系
統
の
後
半
部
に
見
え
る
 
「
か
く
の
み
な
ら
し
」
 
は
、
直
 
 

前
の
対
句
に
よ
る
老
醜
の
描
写
を
受
け
、
そ
れ
以
前
の
叙
述
も
含
み
つ
つ
 
 

そ
こ
で
一
度
切
れ
て
、
末
尾
の
三
句
を
強
調
す
る
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、
 
 

0
0
 
 

反
歌
と
長
歌
末
尾
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
上
の
句
「
常
磐
な
す
か
く
し
も
 
 

が
も
と
思
へ
ど
も
」
は
、
「
た
ま
き
は
る
 
命
惜
し
け
ど
」
と
対
応
し
、
 
 

下
の
旬
「
世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
も
」
は
「
せ
む
す
べ
も
な
し
」
と
 
 

の
対
応
が
見
え
、
長
歌
冒
頭
と
も
響
き
合
う
。
反
歌
に
お
け
る
「
か
く
」
 
 

は
、
直
接
に
は
 
「
常
磐
な
す
」
を
受
け
て
壮
年
の
さ
ま
を
指
し
、
希
求
の
 
 

表
現
で
あ
る
点
で
長
歌
の
場
合
と
異
な
る
。
つ
ま
り
、
憶
良
は
、
長
歌
、
 
 

反
歌
に
お
い
て
同
様
の
指
示
語
を
意
識
的
に
詠
み
込
み
つ
つ
、
対
照
的
な
 
 

意
味
で
用
い
て
い
よ
う
。
そ
こ
に
お
け
る
指
示
語
の
あ
り
よ
う
は
、
長
歌
 
 

の
表
現
と
よ
り
密
接
な
関
連
を
持
つ
点
で
、
「
日
本
挽
歌
」
 
で
用
い
た
方
 
 

法
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
把
握
さ
れ
る
。
 
 
 

か
か
る
方
法
を
発
展
さ
せ
た
の
が
、
次
に
挙
げ
る
「
老
身
東
レ
病
、
経
し
年
 
 

辛
苦
、
及
レ
思
児
等
歌
」
（
以
下
、
「
老
身
重
病
歌
」
と
す
る
）
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 

た
ま
き
は
る
 
う
ち
の
限
り
は
 
（
謂
階
州
人
薄
一
首
二
十
年
也
）
 
 

［
…
〓
 
 

い
と
の
き
て
痛
き
瘡
に
は
辛
塩
を
注
く
ち
ふ
が
ご
と
く
 
 

ま
す
ま
す
も
重
き
馬
荷
に
黄
荷
打
つ
と
 
い
ふ
こ
と
の
ご
と
 
 

喪
な
く
も
あ
ら
む
を
 
 

安
く
も
あ
ら
む
を
 
 
 

リ
 
 

世
間
の
憂
け
く
辛
け
く
 
 を

い
 
 

か
に
か
く
に
 
思
ひ
煽
ひ
 
音
の
み
し
泣
か
ゆ
 
（
巻
五
・
八
九
七
）
 
 

対
句
と
後
綿
旬
の
関
係
に
着
目
す
れ
ば
、
先
ず
、
平
安
無
事
を
詠
ん
だ
と
 
 

さ
れ
る
第
一
対
句
は
、
逆
接
を
介
し
て
「
世
間
の
 
憂
け
く
辛
け
く
」
と
対
 
 

応
す
る
。
第
二
対
句
と
後
統
句
は
、
「
沈
痢
自
案
文
」
 
の
 
「
不
↓
但
年
老
、
 
 

0
0
0
0
 
 

復
加
∩
斯
病
㍉
諺
日
、
痛
瘡
濯
レ
塩
、
短
材
戯
レ
端
、
此
之
謂
也
。
」
 
に
見
 
 

え
る
諺
と
同
じ
内
容
を
、
対
句
の
前
二
旬
に
啓
喩
と
し
て
詠
み
込
ん
で
い
 
 

よ
う
。
第
三
対
句
は
、
先
立
つ
 
「
畳
は
も
 
う
ら
さ
び
暮
ら
し
 
夜
は
も
 
 

息
づ
き
明
か
し
」
 
（
巻
二
・
二
一
〇
、
人
麻
呂
）
 
を
踏
ま
え
て
 
「
年
長
 
 

く
 
病
み
し
わ
た
」
 
る
さ
ま
を
具
体
的
に
描
写
し
、
第
二
対
句
と
同
様
、
 
 

後
続
の
条
件
句
と
密
接
に
関
わ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
老
身
重
病
歌
」
 
に
お
い
て
は
、
各
々
表
現
の
出
自
に
 
 

お
い
て
異
な
る
性
格
を
持
つ
対
句
を
、
後
続
旬
と
関
連
さ
せ
て
配
す
る
の
 
 

に
対
し
、
対
照
的
な
あ
り
よ
う
を
示
す
の
が
、
「
貧
窮
問
答
歌
」
 
（
巻
五
・
 
 

八
九
二
）
の
叙
述
で
あ
る
。
対
句
は
、
後
続
句
と
そ
れ
ぞ
れ
等
価
で
あ
り
、
 
 

具
体
的
な
描
写
を
担
う
も
の
と
把
握
さ
れ
る
。
先
ず
、
冒
頭
部
の
対
句
、
 
 

に
つ
い
て
は
、
小
島
寛
之
氏
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
 
中
』
 
（
第
六
 
 
 

［
醐
 
 

W
㌧
－
‥
、
l
‥
‥
‥
‥
‥
‥
 
 

に
て
あ
る
 
 
 

五
月
蝿
な
す
 
騒
く
子
ど
も
を
 
打
棄
て
て
は
 
死
に
は
知
ら
ず
 
 

見
つ
つ
あ
れ
ば
 
心
は
燃
え
ぬ
 
 

0  

月
重
ね
 
憂
へ
さ
ま
よ
ひ
 
 

ー
ま
巨
）
 
 経

り
 
雨
降
る
夜
の
 
 

ま
卜
し
 
 

経
り
 
雪
降
る
夜
は
 
 

嘆
か
ひ
暮
ら
し
 
 

息
づ
き
明
か
し
 
 

我
が
身
の
上
に
 
病
を
と
 
加
へ
て
あ
れ
ば
 
 

年
長
く
 
病
み
し
わ
た
れ
ば
 
 
 

こ
と
こ
と
は
 
死
な
な
と
思
へ
ど
 
 

0  
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0
0
 
 

か
く
ば
か
り
 
す
べ
な
き
も
の
か
 
世
の
中
の
道
 
 

と
あ
り
、
次
の
例
が
出
典
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

丈
夫
慨
…
於
堂
上
一
、
妻
妾
嘆
於
址
問
▲
。
悲
風
嘩
敢
左
側
「
、
小
妃
 
 

哺
一
↓
於
右
過
。
 
 

（
晋
乗
暫
「
貧
家
賦
」
 
『
芸
文
類
舜
』
人
部
十
九
・
賓
）
 
 

甑
中
生
レ
塵
苑
史
雲
、
釜
中
生
レ
魚
薄
紫
燕
。
 
 

（
『
後
滞
書
』
巻
八
「
独
行
列
伝
第
七
一
・
箔
魯
）
 
 
 

小
島
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
な
お
考
え
る
な
ら
ば
、
賓
に
哨
ぐ
さ
ま
を
 
 

こ
の
よ
う
に
対
句
に
よ
っ
て
描
く
こ
と
は
、
憶
良
が
意
識
的
に
採
用
し
た
 
 

方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
最
後
の
 
「
世
の
中
の
道
」
は
、
か
か
る
対
 
 

0
0
 
 

旬
に
よ
る
描
写
の
積
み
重
ね
を
経
て
、
末
尾
の
 
「
か
く
ば
か
り
 
す
べ
な
 
 

章
（
二
）
）
 
が
指
摘
し
た
、
晋
陶
淵
明
の
例
、
「
風
雨
縦
横
至
、
収
赦
不
し
盈
し
 
 

塵
、
夏
日
長
抱
レ
飢
、
寒
夜
無
レ
被
眠
」
 
（
「
怨
請
、
楚
調
、
示
礁
主
薄
郡
治
中
」
 
 

『
陶
淵
明
集
』
巻
二
）
 
と
の
類
似
が
見
え
る
。
陶
淵
明
集
の
詩
句
の
利
用
に
 
 

つ
い
て
は
、
氏
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
傾
垂
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
 
 

か
よ
う
な
風
雨
の
様
子
を
対
句
に
よ
っ
て
描
写
す
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
 
 

ま
た
、
後
半
部
の
 
「
答
」
の
叙
述
に
お
い
て
も
、
 
 
 

…
か
か
ふ
の
み
 
肩
に
打
ち
掛
け
 
伏
せ
魔
の
 
曲
げ
腹
の
内
に
 
 

直
土
に
 
藁
解
き
敷
き
て
 
 

0  

ニ
．
∵
∴
こ
こ
 
 

［
〓
は
 
 蜘

妹
の
架
か
き
て
 
 

枕
の
方
に
 
 

火
気
吹
き
立
て
ず
 
 
 

足
の
方
に
 
 リ
 
 

囲
み
居
て
 
憂
へ
吟
ひ
 
 

リ
 
 

飯
炊
く
 
こ
と
も
忘
れ
て
…
 
 

き
も
の
か
」
 
の
嵯
嘆
の
末
、
掟
示
さ
れ
る
。
対
し
て
、
「
老
身
重
病
歌
」
 
 

に
お
い
て
は
、
逆
接
及
び
条
件
旬
を
多
用
し
、
描
出
し
た
心
の
摺
れ
を
、
 
 

末
尾
の
 
「
か
に
か
く
に
」
 
が
引
き
受
け
、
「
思
ひ
煩
ひ
 
音
の
み
し
泣
か
 
 

ゆ
」
 
へ
と
続
く
。
つ
ま
り
、
対
句
に
よ
る
多
様
な
描
写
は
、
「
か
に
か
く
 
 

に
」
と
相
応
じ
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
こ
に
憶
良
の
構
成
へ
の
意
識
が
窺
 
 

え
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
見
過
ご
し
え
な
い
の
は
、
次
の
反
歌
六
首
と
の
関
わ
り
で
あ
 
 

り
、
と
り
わ
け
、
一
対
と
捉
え
う
る
反
歌
第
三
首
、
第
四
首
が
注
目
さ
れ
 
 

る
。
 
 

反
歌
 
 

慰
む
る
心
は
な
し
に
雪
隠
り
鳴
き
行
く
鳥
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
 
 

（
八
九
八
）
 
 

す
べ
も
な
く
苦
し
く
あ
れ
ば
出
で
走
り
去
な
な
と
思
へ
ど
此
ら
に
障
 
 

り
ぬ
 
 

（
八
九
九
）
 
 

富
人
の
家
の
子
ど
も
の
着
る
身
な
み
腐
し
捨
つ
ら
む
純
綿
ら
は
も
 
 

（
九
〇
〇
）
 
 

0
0
 
 

荒
梢
の
布
衣
を
だ
に
着
せ
か
て
に
か
く
や
噴
か
む
せ
む
す
べ
を
な
み
 
 

（
九
〇
一
）
 
 

水
沫
な
す
も
ろ
き
命
も
樗
縄
の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮
ら
し
つ
 
 

（
九
〇
二
）
 
 

倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
千
年
に
も
が
と
思
ほ
ゆ
 
 

る
か
も
 
去
神
飽
二
年
作
之
n
伯
以
レ
類
故
、
更
郵
於
鱒
 
 

（
九
〇
三
）
 
 

天
平
五
年
六
月
丙
申
朔
三
日
戊
成
作
 
 

長
歌
の
叙
述
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
村
山
出
氏
「
老
身
重
病
経
年
辛
苦
及
 
 

思
児
等
歌
6
表
現
の
契
機
1
」
 
（
『
山
上
憶
良
の
研
望
所
収
）
が
指
摘
す
る
よ
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赤
人
は
、
三
笠
山
の
景
物
の
提
示
か
ら
人
事
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
記
紀
 
 

歌
謡
以
来
の
形
式
を
踏
襲
し
っ
つ
も
、
自
ら
の
心
情
を
表
す
べ
く
景
物
を
 
 

】
印
M
 
 

詠
み
込
み
、
意
味
を
重
層
さ
せ
る
技
法
を
用
い
た
。
対
し
て
、
憶
良
は
、
 
 

屍
取
式
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
指
示
語
の
 
「
か
く
」
 
に
お
け
る
、
指
示
内
 
 

容
が
明
示
さ
れ
る
場
合
と
さ
れ
な
い
場
合
に
着
日
し
、
意
識
的
に
先
行
句
 
 

と
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嘆
き
を
重
層
さ
せ
る
方
法
を
用
い
た
と
 
 

い
え
よ
う
。
か
よ
う
な
方
法
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
憶
良
が
 
 

う
に
、
反
歌
六
首
は
長
歌
の
叙
述
を
遡
行
す
る
形
で
の
対
応
が
認
め
ら
れ
 
 

る
。
ま
た
、
先
掲
、
芳
賀
氏
論
に
お
け
る
、
反
歌
第
三
首
、
第
四
首
が
、
 
 

0
0
 
「
貧
窮
困
苦
」
を
新
た
に
付
加
す
る
役
割
を
担
い
、
さ
ら
に
、
「
か
く
や
 
 

嘆
か
む
せ
む
す
べ
を
な
み
」
が
、
長
歌
に
お
け
る
病
へ
の
悲
境
「
屋
は
も
 
 

囁
か
ひ
暮
ら
し
 
夜
は
も
 
息
づ
き
明
か
し
」
 
と
応
じ
、
か
つ
嘆
き
の
重
 
 

層
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
反
歌
第
四
首
は
、
第
三
首
の
 
 

「
笛
人
の
家
の
子
」
 
の
捷
示
に
射
し
、
「
我
」
 
の
子
を
提
示
す
る
。
そ
こ
 
 

に
お
け
る
「
か
く
」
 
の
噴
き
は
、
反
歌
に
お
い
て
 
「
荒
樗
の
布
衣
を
だ
に
 
 

着
せ
か
て
に
」
と
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
芳
賀
氏
が
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
 
 

長
歌
の
嘆
き
の
表
現
と
も
対
応
し
て
い
よ
う
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
あ
り
よ
う
と
比
較
さ
れ
る
の
が
、
次
の
、
山
部
赤
人
に
お
 
 

け
る
屍
取
式
繰
り
返
し
で
あ
る
。
 
 

春
日
を
 
春
日
の
山
の
 
高
座
の
 
三
笠
の
山
に
 
 

立
ち
て
居
て
 
 

［
摘
…
錮
 
 

摘
 
 

居
な
す
 
 

の
鳥
の
 
 思

ひ
そ
我
が
す
る
 
逢
は
ぬ
児
故
に
 
（
巻
三
・
三
七
二
）
 
 

雲
居
た
な
び
き
 
 

間
な
く
し
ば
鳴
く
 
 

心
い
さ
よ
ひ
 
 

片
恋
の
み
に
 
 ∴
 
 

は
も
 
日
の
こ
と
ご
と
 
 

は
も
 
夜
の
こ
と
ご
と
 
 

従
前
の
歌
に
見
え
る
よ
う
な
景
物
を
歌
の
材
と
し
て
採
り
上
げ
な
か
っ
た
 
 

こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
憶
良
は
長
歌
で
対
句
を
用
い
た
描
写
を
意
識
的
に
採
用
 
 

し
、
指
示
語
に
よ
っ
て
総
括
す
る
叙
述
を
行
い
つ
つ
も
、
反
歌
に
お
い
て
 
 

そ
れ
を
用
い
る
場
合
に
は
、
長
歌
に
お
け
る
叙
述
と
重
ね
合
わ
せ
、
な
お
 
 

か
つ
、
新
た
な
展
開
の
契
機
と
し
て
用
い
た
と
い
え
よ
う
。
 
 

五
 
 

か
く
見
れ
ば
、
憶
艮
は
長
歌
に
お
い
て
、
対
句
に
よ
る
描
写
を
積
み
重
 
 

ね
る
こ
と
に
よ
り
、
主
題
を
多
面
的
に
叙
述
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
対
 
 

句
を
指
示
語
で
受
け
止
め
さ
せ
、
後
続
句
を
強
調
さ
せ
る
方
法
を
意
識
的
 
 

に
用
い
て
い
よ
う
。
か
か
る
主
題
に
沿
っ
た
情
景
を
対
句
で
描
き
、
指
示
 
 

語
で
総
括
し
て
文
脈
を
展
開
す
る
方
法
は
、
七
夕
歌
の
心
情
表
現
に
お
い
 
 

て
も
見
出
し
う
る
。
指
示
語
の
用
法
に
は
、
先
行
句
に
指
示
内
容
が
明
示
 
 

さ
れ
る
場
合
と
明
示
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
七
夕
歌
に
お
け
る
指
示
 
 

語
は
そ
の
両
様
の
あ
り
よ
う
を
示
し
、
言
外
に
か
ず
け
ら
れ
た
現
状
を
指
 
 

し
っ
つ
、
先
行
句
と
対
応
し
て
嘆
き
を
具
体
的
に
表
現
す
る
。
そ
こ
に
お
 
 

い
て
、
指
示
語
は
文
脈
展
開
に
お
け
る
蝶
番
の
如
き
役
割
を
果
た
す
。
ま
 
 

た
、
「
日
本
挽
歌
」
の
反
歌
に
お
け
る
指
示
語
は
、
長
歌
の
対
句
に
お
け
 
 

る
噴
き
の
さ
ま
と
同
等
の
あ
り
よ
う
を
示
し
な
が
ら
、
反
歌
の
展
開
の
起
 
 

点
と
な
る
。
な
お
、
長
歌
に
お
い
て
「
妹
」
の
死
に
用
い
た
「
い
ま
だ
…
」
 
 

と
い
う
表
現
を
、
反
歌
で
立
場
を
異
に
し
て
「
我
」
に
つ
い
て
用
い
る
こ
 
 

と
は
、
「
妹
」
と
「
我
」
、
「
家
」
と
「
旅
」
と
い
う
対
比
を
詠
み
込
む
趣
 
 

向
に
加
え
、
憶
良
が
同
音
 
（
同
語
）
 
を
契
機
と
し
て
叙
述
を
展
開
さ
せ
る
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こ
と
に
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
い
 
 
 

か
よ
う
な
指
示
語
が
、
直
前
の
対
句
に
よ
る
提
示
を
受
け
、
か
つ
、
反
 
 

歌
と
も
関
わ
る
の
が
、
「
衷
世
間
雉
」
住
歌
」
で
あ
る
。
長
歌
の
「
か
く
」
 
 

が
、
直
前
の
対
句
に
よ
る
 
「
老
よ
し
男
」
 
の
老
醜
の
描
写
を
総
括
し
、
末
 
 

咤
の
三
旬
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
反
歌
の
「
か
く
」
は
長
歌
末
尾
と
 
 

対
応
し
っ
つ
も
、
対
照
的
に
、
直
前
の
文
脈
を
受
け
て
「
壮
」
を
示
す
。
 
 

こ
れ
は
、
「
日
本
挽
歌
」
 
の
長
歌
、
反
歌
に
お
け
る
指
示
語
を
用
い
た
叙
 
 

述
の
方
法
を
進
め
た
も
の
と
見
倣
し
う
る
。
さ
ら
に
、
「
を
身
重
病
歌
」
 
 

に
お
い
て
は
、
反
歌
で
指
示
語
を
用
い
、
長
歌
に
見
え
な
い
貧
窮
の
叙
述
 
 

を
呼
び
込
み
、
同
時
に
、
「
子
」
 
へ
の
思
い
に
よ
る
噴
き
と
、
長
歌
に
お
 
 

け
る
病
の
嘆
き
と
を
重
層
さ
せ
る
。
こ
こ
に
、
対
句
と
指
示
語
を
緊
密
な
 
 

形
で
関
わ
ら
せ
、
な
お
か
つ
、
新
た
な
展
開
の
契
機
と
す
る
と
い
う
、
方
 
 

法
と
し
て
の
深
化
が
窺
え
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
憶
艮
は
、
先
行
の
文
脈
を
指
す
機
能
に
加
え
、
同
音
（
同
 
 

語
）
に
よ
る
表
現
の
対
応
の
意
識
に
よ
っ
て
指
示
語
を
詠
み
込
み
、
長
歌
、
 
 

反
歌
に
お
け
る
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
る
方
法
を
用
い
た
と
い
え
る
。
そ
こ
 
 

に
お
い
て
、
尻
取
式
繰
り
返
し
の
よ
う
な
、
同
音
（
同
語
）
 
に
よ
る
転
推
 
 

を
契
機
と
し
た
叙
述
の
方
法
に
代
わ
り
、
指
示
語
に
よ
る
叙
述
へ
の
交
替
 
 

が
認
め
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
憶
良
が
景
物
で
は
な
く
、
人
事
そ
の
も
 
 

の
を
詠
も
う
と
し
た
こ
と
が
要
因
と
し
て
関
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
か
か
 
 

る
対
句
と
指
示
語
と
を
関
連
さ
せ
る
叙
述
の
方
法
が
、
表
現
の
特
異
性
と
 
 

と
も
に
、
憶
良
の
歌
を
独
自
の
も
の
と
な
さ
し
め
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
 
 

る
ま
い
か
。
 
 

注
 
 

T
⊥
 
拙
稿
「
柿
本
人
麻
呂
の
対
句
表
現
」
 
「
日
本
語
と
‖
本
文
学
」
四
〇
、
平
成
卜
七
・
 
 

（
ソ
ニ
た
だ
し
、
詩
賦
に
お
い
て
、
「
紆
浪
」
 
の
例
は
一
般
に
検
出
し
が
た
い
ノ
 
ま
た
、
 
 

0
0
 
 

「
青
披
」
 
に
つ
い
て
は
、
「
況
復
君
在
交
河
、
妾
在
音
波
 
′
」
 
（
北
周
頼
信
 
 

「
哀
江
南
賦
丹
序
」
 
『
味
．
r
曲
集
』
巻
二
）
 
と
い
う
例
が
見
え
る
 

了
）
 
『
お
詩
紀
』
 
（
巻
六
十
二
）
 
で
は
、
斉
鍾
廟
の
作
（
「
資
群
峯
櫻
望
L
海
」
）
と
し
 
 

て
、
「
鷹
波
」
 
に
作
る
 

0
0
 
 

0
0
 
 

（
4
）
 
な
お
、
畜
の
例
に
、
「
白
雪
在
し
天
、
潜
波
蝕
州
レ
極
ご
 
（
梁
簡
文
帝
「
与
廟
臨
川
 
 

習
」
 
買
ム
文
準
整
二
人
部
十
四
・
別
下
）
 
な
ど
も
残
る
 

T
）
 
冒
ぷ
文
頬
畢
』
、
『
博
物
志
』
は
、
以
下
に
、
某
人
が
海
に
い
か
だ
を
浮
か
べ
て
天
 
 

の
川
に
行
き
着
き
、
牽
牛
融
五
と
班
会
う
話
を
載
せ
る
。
こ
の
話
は
、
『
荊
楚
歳
 
 

時
記
』
に
も
収
載
さ
れ
て
お
り
、
別
に
、
翔
破
衝
が
天
の
川
の
河
源
を
尋
ね
た
話
 
 

が
見
え
る
。
な
お
、
『
俺
蛸
髄
脳
』
、
芸
ヱ
苗
物
串
整
〓
拳
土
な
ど
に
幾
話
が
見
 
 

え
る
が
、
海
で
は
な
く
、
横
磯
が
河
源
を
尋
ね
て
行
き
着
い
た
先
で
牽
牛
織
女
と
 
 

出
会
っ
た
、
と
す
る
 

（
6
）
 
「
戎
本
歌
」
と
し
て
、
長
歌
は
、
「
備
後
国
神
嶋
浜
、
湘
佳
苗
、
見
レ
屍
作
歌
」
 
の
 
 

力
も
ち
ら
 
 

題
詞
を
持
ち
、
「
母
父
が
 
愛
子
に
も
あ
ら
む
 
著
翠
の
 
妻
も
あ
る
ら
む
」
三
 
 

ご
一
九
）
 
の
異
文
を
持
つ
。
ま
た
、
反
歌
は
、
「
母
父
も
凄
も
子
ど
も
も
高
々
に
 
 

ね
も
れ
バ
ら
 
 

来
む
と
待
つ
ら
む
人
の
悲
し
さ
」
 
（
三
三
四
〇
）
 
と
す
る
。
 
 
 

（
7
）
 
く
だ
っ
て
は
、
田
辺
福
麻
呂
歌
集
「
過
足
柄
板
、
見
死
人
▼
作
歌
」
 
の
、
「
国
 
 

問
へ
ど
 
国
を
も
菖
ら
ず
 
家
間
へ
ど
 
家
を
も
苫
は
ず
」
 
（
巻
九
・
一
八
〇
〇
）
 
 

に
、
「
闇
－
家
」
 
の
対
が
見
え
る
 

ち
ち
は
は
 
 
 

（
且
巻
十
三
に
「
父
樺
に
知
ら
せ
ぬ
子
ゆ
ゑ
」
 
（
三
二
九
六
）
 
と
あ
る
他
、
時
代
が
下
 
 

る
例
と
し
て
、
虫
麻
呂
歌
集
、
福
麻
呂
歌
集
、
家
持
、
及
び
天
平
晒
宝
七
歳
の
防
 
 

（
り
）
 
 

人
歌
郡
に
例
が
見
え
る
。
 
 

A
も
し
し
 
 

「
旅
行
き
に
行
く
と
知
ら
ず
て
母
父
に
苫
申
さ
ず
て
今
ぞ
悔
し
け
」
 
（
巻
二
十
・
四
 
 

ふ
・
も
L
し
 
 

三
七
六
、
川
上
臣
老
「
「
月
日
夜
は
過
ぐ
は
行
け
ど
も
母
父
が
玉
の
姿
を
忘
れ
せ
 
 

一
爪
一
も
L
L
 
 

な
ふ
も
」
 
（
巻
二
十
・
四
三
七
八
、
中
臣
部
見
回
）
 
に
見
え
、
諸
注
は
、
「
母
父
」
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し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も
」
 
（
巻
五
・
八
九
三
）
 
が
あ
り
、
既
に
、
芳
賀
紀
雄
氏
 
 

「
貧
窮
問
答
の
歌
－
短
歌
を
め
ぐ
っ
て
－
」
 
（
『
商
柴
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
澄
所
 
 

収
）
に
よ
っ
て
、
漢
語
「
厭
恥
」
「
憫
厭
」
「
羞
厭
」
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
 
 

「
め
ぐ
し
う
つ
く
し
」
に
つ
い
て
も
、
滞
語
の
影
響
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
可
能
 
 

性
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
1
7
）
 
「
自
た
へ
の
 
袖
折
り
返
し
 
紅
の
 
赤
裳
裾
引
き
」
 
（
巻
十
七
二
二
九
七
三
、
地
 
 

主
）
。
な
お
、
挽
歌
に
お
い
て
、
悲
境
す
る
女
性
に
つ
い
て
用
い
た
 
「
裳
－
衣
」
 
 

（
巻
二
・
一
九
四
、
人
麻
呂
）
、
「
裳
－
衣
手
」
 
（
巻
十
五
二
二
六
九
「
∴
筒
井
子
 
 

老
）
 
の
対
の
例
が
見
え
る
。
 
 

（
1
8
）
 
天
照
ら
す
 
神
の
御
代
よ
り
 
安
の
川
 
中
に
隔
て
て
 
向
か
ひ
立
ち
 
袖
振
 
 

り
交
は
し
…
 
（
巻
十
八
・
四
｛
二
五
）
。
 
 

（
1
9
）
 
も
と
 
「
院
」
 
に
作
る
が
、
冒
云
文
類
衆
』
 
は
凋
校
本
に
よ
っ
て
改
め
た
と
あ
る
。
 
 
 

共
又
二
種
。
一
議
二
世
間
一
。
二
応
二
供
嚢
∴
別
亦
二
種
ウ
謂
」
父
及
母
㌔
」
 
（
『
大
 
 

正
新
値
大
蔵
経
』
喩
伽
部
下
）
 
 

町
中
で
一
ク
″
ト
オ
ふ
∵
で
こ
コ
1
日
二
 
 

（
‖
）
な
お
、
『
薗
薬
代
匠
記
』
 
に
は
、
「
錘
【
磯
 
愛
 
」
の
訓
が
見
え
る
。
 
 

（
1
4
）
 
「
憐
」
と
「
愛
」
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
』
 
（
釈
論
、
巻
二
）
 
に
、
「
喋
・
僻
・
恵
 

愛
也
」
と
い
う
訓
諭
が
見
え
、
空
海
忘
憂
隷
万
象
名
義
』
に
も
「
偶
 
力
閏
反
 
 

愛
也
哀
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
憐
」
「
愛
」
 
の
語
義
は
重
な
る
と
見
て
よ
い
。
 
 

（
1
5
）
 
『
戦
国
策
』
 
（
趨
四
、
「
過
太
后
節
用
事
」
）
 
で
は
「
愛
憐
」
 
に
作
る
。
な
お
、
桃
 
 

本
、
飽
本
に
お
い
て
本
文
に
異
同
は
な
い
。
 
 

（
1
6
）
 
こ
の
よ
う
に
形
容
詞
を
重
ね
る
憶
良
の
表
現
に
は
、
た
と
え
ば
、
「
世
の
中
を
矧
 
 

L
山
も
ち
ち
 
 

を
「
母
父
」
 
の
耽
り
と
す
る
。
 
 

（
川
）
 
『
日
本
古
典
文
学
大
系
 
南
条
集
一
』
、
西
宮
叫
民
氏
『
常
葉
集
会
注
 
巻
第
三
』
、
 
 

『
日
本
古
典
文
学
全
集
 
商
発
集
こ
、
伊
藤
博
氏
『
商
薬
集
釈
注
』
等
。
 
 

め
こ
 
 

（
1
1
）
 
「
荒
座
ら
は
妻
子
が
菜
を
ば
思
は
ず
ろ
牛
の
八
年
を
待
て
ぞ
来
ま
さ
ず
」
 
（
巻
十
 
 

め
こ
 
 

六
・
二
八
六
五
）
、
「
父
母
を
 
見
れ
ば
尊
く
 
妻
子
見
れ
ば
 
か
な
し
く
め
ぐ
 
 

し
」
 
（
巻
二
十
・
四
二
じ
六
、
家
持
）
。
 
 

（
1
2
）
 
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
 
常
葉
集
一
』
は
、
「
父
母
」
を
「
尊
人
」
と
す
る
例
と
 
 

し
て
、
『
大
乗
阿
見
逮
臍
雑
集
論
十
六
』
を
挙
げ
る
。
「
笥
㈲
り
コ
“
1
コ
叩
コ
矧
。
 
 

（
2
0
〓
言
語
紀
』
は
題
を
「
商
機
門
老
」
に
作
る
。
 
 

（
2
1
）
拙
稿
「
景
物
と
人
事
蓼
山
部
赤
人
の
対
句
－
」
「
日
本
語
と
日
本
文
学
」
四
二
、
 
 

平
成
十
八
二
一
。
 
 

付
記
 
 
 

た
。
末
尾
な
が
ら
、
記
し
て
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

稲
を
成
す
に
際
し
ま
し
て
、
終
始
、
芳
賀
先
生
の
御
指
導
を
仰
ぎ
ま
し
 
 

（
た
な
か
 
ま
り
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
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