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〈
留
守
歌
〉
考―

行
幸
へ
の
讃
美
的
要
素
と
共
感
関
係
表
出
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

―

関

谷

由

一

一

は
じ
め
に

―
な
ぜ
〈
留
守
歌
〉
か

万
葉
の
旅
の
歌
に
は
、
旅
に
出
た
男
と
家
郷
に
残
る
⽛
妹
⽜
と
が
、
互
い
に

相
手
を
想
う
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、⽛
家
郷
の
生
命
力
を
招
き
寄

せ
、
家
郷
と
の
魂た

ま

合あ

い
を
祈
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
全
な
行
路
を
期
す
る

（
⚑
）⽜

あ
る
い
は
、
家
郷
と
の
⽛
強
い
共
感
的
関
係
（
呪
術
的
な
)

（
⚒
）⽜

を
喚
起
す
る
目
的

で
詠
ま
れ
た
と
い
っ
た
説
明
が
、
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
旅
の
歌
を
通
覧
す
る
と
、〈
旅
先
で
男
が
家
郷
の
女

を
恋
う
〉
歌
よ
り
も
、〈
旅
先
の
男
を
残
る
女
が
思
い
や
る
〉
歌
の
方
が
時
代
的

に
先
立
つ
よ
う
に
見
え
る
点
で
あ
る
。
前
者
の
歌
に
関
し
て
、阿
蘇
瑞
枝
氏
は
、

万
葉
第
一
期
（
壬
申
の
乱
以
前
）
の
も
の
で
は
作
歌
年
次
に
疑
問
の
あ
る
軍
王

作
歌
（
⚑
五
、
六
）
を
除
く
と
、
男
性
が
家
郷
を
偲
ぶ
作
は
な
く
、
優
位
を
占

め
る
の
は
、
著
名
な
土
地
・
風
物
に
対
す
る
憧
憬
や
感
動
を
う
た
う
作
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る

（
⚓
）。

大
浦
誠
士
氏
も
、
行
幸
従
駕
歌
に
限
っ
た
指
摘
で
は
あ
る

が
、
持
統
四
年
伊
勢
行
幸
以
前
の
作
は
、
行
幸
地
や
経
由
地
へ
の
讃
美
を
う
た

う
も
の
で
占
め
ら
れ
、
大
和
を
離
れ
た
わ
び
し
さ
や
妹
へ
の
思
い
を
う
た
う
も

の
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る

（
⚔
）。

そ
れ
に
対
し
、
後
者
の
〈
旅
先
の
男
を
残
る
女
が
思
い
や
る
〉
歌
の
例
と
し

て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
本
稿
の
取
り
上
げ
る
〈
留
守
歌
〉
で
あ
る
。〈
留
守
歌
〉

と
は
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
、
旅
先
で
の
様
子
を
、
親
し
い
関
係
に
あ
る
者
が
、

現
在
推
量
の
助
動
詞
⽛
ら
む
⽜
を
用
い
て
思
い
や
る
表
現
型
式
で
あ
る

（
⚕
）。

天
皇
、
宇
智
の
野
に
遊
猟
す
る
時
に
、
中
皇
命
、
間
人
連
老
に
献
ら

し
む
る
歌

Ａ

た
ま
き
は
る

宇
智
の
大
野
に

馬
並
め
て

朝
踏
ま
す
ら
む

そ
の

草
深
野

（
⚑
四
、
長
歌
略
）

岡
本
宮
に
天
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
の
歌
二

首

妹
が
た
め

我
玉
拾
ふ

沖
辺
な
る

玉
寄
せ
持
ち
来

沖
つ
白
波
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（
⚙
一
六
六
五
）

Ｂ

朝
霧
に

濡
れ
に
し
衣

干
さ
ず
し
て

ひ
と
り
か
君
が

山
道
越
ゆ

ら
む

（
⚙
一
六
六
六
）

大
津
皇
子
、
竊
か
に
伊
勢
の
神
宮
に
下
り
て
上
り
来
る
時
に
、
大
伯

皇
女
の
作
ら
す
歌
二
首

我
が
背
子
を

大
和
へ
遣
る
と

さ
夜
ふ
け
て

暁
露
に

我
が
立
ち
濡

れ
し

（
⚒
一
〇
五
）

Ｃ

二
人
行
け
ど

行
き
過
ぎ
難
き

秋
山
を

い
か
に
か
君
が

ひ
と
り
越

ゆ
ら
む

（
⚒
一
〇
六
）

〈
留
守
歌
〉は
、舒
明
朝
の
中
皇
命
が
間
人
老
に
献
上
さ
せ
た
作
の
反
歌（
Ａ
）

や
、
斉
明
四
年
（
六
五
八
）
の
紀
伊
行
幸
時
の
作
と
思
わ
れ
る
歌
（
Ｂ
）、
万
葉

第
二
期
初
頭
の
大
伯
皇
女
の
作
（
Ｃ
）
な
ど
、
初
期
の
行
旅
歌
の
中
に
既
に
そ

の
様
式
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
万
葉
歌
に
お
け
る
旅
先

―

家
郷
間
の
共
感
関
係
の
初
期
の
姿
を
考
え
る
上
で
〈
留
守
歌
〉
の
存
在
は
貴
重

で
あ
る
。

〈
留
守
歌
〉
の
多
く
は
〈
旅
に
あ
る
男
を
女
が
思
い
や
る
〉
形
を
取
る
こ
と
か

ら
、
旅
す
る
者
の
安
全
を
祈
る
目
的
で
作
ら
れ
た
と
見
な
す
の
が
通
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
は
批
判
も
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
本
稿
は
こ

う
し
た
問
題
意
識
か
ら
〈
留
守
歌
〉
の
表
現
を
検
討
し
つ
つ
、
旅
の
歌
に
お
け

る
男
女
の
共
感
関
係

―
互
い
に
相
手
を
思
う

―
の
成
立
に
つ
い
て
も
推

論
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

旅
の
安
全
を
祈
る
た
め
に
詠
ま
れ
た
の
か

〈
留
守
歌
〉
に
お
け
る
共
感
関
係
が
家
郷
と
の
霊
的
紐
帯
を
意
味
し
、
そ
れ
と

繋
が
る
こ
と
が
旅
の
安
全
を
保
障
す
る
と
観
念
さ
れ
た
と
の
理
解
は
、
多
く
の

論
に
共
通
す
る
。
た
と
え
ば
並
木
宏
衛
氏
は
、

こ
の
よ
う
な
歌
の
背
景
に
は
、
ち
ょ
う
ど
今
、
夫
が
山
越
え
を
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
そ
の
時
に
、
妻
が
⽛
斎
瓮
に
木
綿
取
り
垂
で
て
⽜
神
祭
り
を
し
、

無
事
を
祈
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
し
た
何
ら
か
の
呪
的
作
法
が
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

と
述
べ

（
⚖
）、

稲
岡
耕
二
氏
が
、

こ
う
し
た
旅
の
歌
は
、
単
に
旅
先
の
苦
労
を
思
い
や
り
同
情
し
て
作
ら
れ

た
の
み
で
な
く
、
旅
人
の
無
事
を
祈
っ
て
潔
斎
し
つ
つ
そ
の
帰
り
を
待
っ

て
い
る
家
人
と
旅
人
と
の
間
の
共
感
関
係
を
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
た
後
、
万
葉
に
お
け
る
⽛
斎
ひ
て
待
⽜
つ
あ
り
方
に
、
フ
レ
イ
ザ
ー
⽝
金

枝
篇
⽞
に
載
せ
る
⽛
遠
方
に
あ
る
猟
師
や
戦
士
の
安
全
と
成
功
を
保
証
す
る
た

め
に
家
に
残
っ
て
い
る
肉
親
た
ち
の
行
う
呪
術
的
隔
感
⽜
の
例
と
同
一
の
も
の

を
見
て
い
る
こ
と
な
ど

（
⚗
）は

、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
高
松
寿
夫
氏
は
、
旅
上
の
男
の
詠
と
女
の
詠
む
〈
留
守
歌
〉
が

対
を
成
す
よ
う
に
収
載
さ
れ
る
例
（
⚙
一
六
六
五
と
Ｂ
な
ど
）
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
に
男
女
の
⽛
呪
術
的
な
〈
共
感
関
係
〉⽜
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、⽝
金

枝
篇
⽞
に
お
け
る
呪
術
や
呪
歌
が
理
想
的
な
状
況
を
予
祝
し
、
具
体
的
な
願
望

を
言
挙
げ
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
〈
留
守
歌
〉
に
つ

い
て
、
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場
面
は
旅
に
お
い
て
最
も
独
り
で
い
る
こ
と
が
辛
い
場
面
を
取
り
あ
げ
、

そ
れ
に
対
し
理
想
的
な
状
況
を
予
祝
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
具
体
的
な
願

望
が
言
挙
げ
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
詠
者
は
た
だ
そ
の
よ
う
な
状
況
に

あ
る
で
あ
ろ
う
夫
の
身
の
上
を
気
づ
か
う
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
取
る
の
で
あ

る
。〈
留
守
歌
〉
が
呪
術
的
機
能
だ
け
を
期
待
し
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
表

現
は
も
っ
と
旅
の
環
境
を
理
想
的
な
も
の
と
捉
え
た
り
旅
の
安
泰
を
強
調

す
る
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
述
べ
、〈
留
守
歌
〉
を
⽛
斎
瓮
を
床
辺
に
す
ゑ
て
白
た
へ
の
袖
折
り
返
し
⽜（
20

四
三
三
一
）
と
い
っ
た
、
呪
術
的
動
作
と
は
一
線
を
画
す
べ
き
と
注
意
す
る
。

そ
し
て
、〈
留
守
歌
〉
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
旅
人
が
⽛
異
郷
に
あ
る
こ
と
で

不
安
定
に
な
り
が
ち
な
精
神
⽜
を
慰
め
る
た
め
の
共
感
関
係
の
確
認
の
た
め
で

あ
り
、そ
の
要
請
の
下
、舒
明
朝
以
降
に
儀
礼
性
を
整
え
つ
つ
実
施
さ
れ
て
い
っ

た
行
幸
の
場
に
お
い
て
、
文
芸
的
意
識
を
持
っ
て
創
作
さ
れ
た
の
が
〈
留
守
歌
〉

で
あ
っ
た
と
の
見
通
し
を
示
す

（
⚘
）。

確
か
に
、〈
留
守
歌
〉
が
呪
術
的
機
能
へ
の
期
待
か
ら
作
ら
れ
た
の
な
ら
、
そ

の
内
容
は
予
祝
的
な
も
の
と
な
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
遣
唐
使
を

送
る
者
の
歌
に
は
、⽛
直
泊
て
に
御
船
は
泊
て
む
⽜（
⚕
八
九
四
）、⽛
行
く
さ
も

来
さ
も
船
の
早
け
む
⽜（
⚙
一
七
八
四
）
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
に
呪
術
的
機
能
を
見
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。

そ
も
そ
も
、
フ
レ
イ
ザ
ー
⽝
金
枝
篇

（
⚙
）⽞

が
発
見
し
た
⽛
共
感
呪
術
⽜
の
基
本

的
原
理
と
は
、⽛
類
似
は
類
似
を
生
む
⽜、
お
よ
び
⽛
以
前
接
し
て
い
た
物
は
接

触
が
終
わ
っ
て
も
互
い
に
働
き
か
け
る
⽜
と
い
う
も
の
で
、
前
者
か
ら
類
感
呪

術
が
、
後
者
か
ら
感
染
呪
術
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
同
書
が
挙
げ
る
類
感
呪

術
の
夥
し
い
例
の
中
に
は
、
万
葉
に
見
ら
れ
る
⽛
斎
ひ
て
待
つ
⽜
習
俗
と
似
た

も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
旅
先
の
男
性
の
理
想
的
状
態
を
、

家
に
残
る
家
族
が
模
倣
す
る
こ
と
で
呪
術
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
人
類

学
で
も
、
呪
術
は
⽛
あ
る
規
約
に
従
っ
て
そ
れ
を
⽝
お
こ
な
う
こ
と
⽞
が
、
同

時
に
出
来
事
の
成
就
で
も
あ
る
よ
う
な
、
遂
行
的
な
行
為
の
一
種
⽜
と
解
釈
さ

れ
て
い
る

（
10
）。

な
お
、
こ
れ
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
社
会
進
化
論
的
見
地
か
ら
呪
術
を
⽛
誤

れ
る
科
学
⽜
と
み
な
す
フ
レ
イ
ザ
ー
に
は
欠
け
て
い
る
視
点
で
あ
る
が
、
呪
術

と
そ
れ
を
支
え
る
思
考
は
、他
の
種
の
思
考
の
存
在
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
の
人
々
に
と
っ
て
、
カ
ヌ
ー
の
速
度
を
高
め
る
呪
術
を

信
じ
る
こ
と
は
、⽛
カ
ヌ
ー
の
速
度
と
浮
揚
力
は
、
そ
れ
を
作
っ
た
人
の
知
識
と

仕
事
に
よ
る
⽜と
い
う
合
理
的
認
識
と
共
存
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た

（
11
）。

同
様
に
、

一
九
八
〇
年
代
の
カ
ト
マ
ン
ズ
で
は
ダ
セ
イ
ン
祭
の
期
間
中
、
西
洋
的
な
技
術

や
技
術
知
を
身
に
着
け
た
運
転
手
や
整
備
工
が
、
自
分
た
ち
の
機
械
に
対
し
て

犠
牲
を
捧
げ
、
血
を
塗
り
つ
け
て
花
で
飾
る
様
が
見
ら
れ
た
と
い
う

（
12
）。

今
日
の

人
類
学
者
は
こ
う
い
っ
た
例
を
挙
げ
、
呪
的
思
考
と
技
術
的
・
合
理
的
思
考
の

共
存
す
る
実
態
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
呪
歌
な
ら
ぬ
和
歌
の
詠
作
と
呪
的
習
俗
の
実
践
も
共
存
し

得
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
万
葉
歌
に
⽛
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎
瓮
据
ゑ

つ
⽜（
17
三
九
二
七
）、⽛
手
向
の
神
に
幣
奉
り
⽜（
17
四
〇
〇
八
）
と
い
っ
た
、

残
る
者
と
旅
人
の
行
う
べ
き
呪
的
所
作
が
多
く
描
か
れ
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た

呪
術
が
人
々
に
よ
っ
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
現
実
を
反
映
す
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。呪

述
的
思
考
が
人
々
の
内
面
生
活
の
あ
る
側
面
を
支
え
て
い
た
こ
と

―

そ
れ
は
上
代
に
限
ら
な
い
だ
ろ
う

―
は
、
歌
の
詠
作
動
機
を
そ
の
よ
う
な
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も
の
と
見
な
す
根
拠
と
し
て
十
分
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
呪
術
的
所
作
や
呪
言

は
、⽛
伝
承
⽜
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
手
に
よ
る
何
ら
の
改
変
も
な
さ

れ
て
い
な
い
（
と
信
じ
ら
れ
る
）
こ
と
を
最
も
重
要
な
本
質
と
す
る

（
13
）。

和
歌
が

口
誦
の
段
階
を
脱
し
、
作
者
が
意
識
さ
れ
始
め
る
段
階
で
、
呪
術
と
の
間
に
は

原
理
的
な
断
絶
が
生
じ
る
所
以
で
あ
る
。

で
は
、
歌
を
呪
的
所
作
か
ら
区
別
し
た
上
で
、
男
女
（
夫
婦
）
の
共
感
関
係

―
そ
れ
を
ʠ
呪
的
志ㅟ

向ㅟ

ʡ
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い

―
の
確

認
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
〈
留
守
歌
〉
が
形
成
さ
れ
た
背
景
で
あ
る
と
、
考
え

る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。〈
留
守
歌
〉
の
多
く
は
、
男
女
の
恋
情
を
前
提
と
す
る

（
Ｂ
、
Ｃ
、
⚑
四
〇
～
四
二
、
⚑
四
三
、
⚓
三
六
一
、
⚔
五
〇
〇
、
⚙
一
六
八
〇
、

⚙
一
七
三
〇
）。
ゆ
え
に
、
家
に
残
る
⽛
妹
⽜
が
〈
留
守
歌
〉
を
詠
ん
だ
結
果
と

し
て
、
旅
に
あ
る
⽛
君
⽜⽛
背
⽜
と
の
共
感
関
係
を
強
め
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
当

然
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
逆
に
考
え
て
、
異
郷
に
在
る
こ
と
で
心
理
的
な
不
安
を
抱
え
た
官
人

が
い
た
と
し
て
、
彼
が
想
起
す
べ
き
相
手
は
必
ず
⽛
妹
⽜
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
父
母
や
そ
の
他
の
家
人
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
旅
先
か
ら
家
郷
の
⽛
妹
⽜
に
向
か
っ
て
恋
の
思
い
を
述
べ
る
の
が
旅
の
歌

の
様
式
と
さ
れ
る
が
、
行
路
死
人
歌
や
防
人
歌
に
お
い
て
は
、⽛
母
父
⽜
や
⽛
妻
⽜

⽛
子
⽜
が
死
者
や
防
人
に
親
し
い
者
と
し
て
う
た
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
旅
の
歌

一
般
と
行
路
死
人
歌
な
ど
で
は
、
歌
の
表
現
の
原
理
が
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
14
）。

事
実
、
巻
十
五
の
遣
新
羅
使
人
歌
群
で
は
、
遣
新
羅
使
人
た
ち

が
⽛
妹
⽜
を
思
慕
す
る
歌
を
多
く
載
せ
る
が
、
そ
の
中
で
⽛
妻
⽜
や
⽛
子
⽜
を

う
た
う
唯
一
の
例
が
、
壱
岐
島
で
⽛
鬼
病
⽜
の
た
め
に
死
亡
し
た
雪
宅
満
の
た

め
に
作
ら
れ
た
挽
歌
群
（
15
三
六
八
八
～
九
三
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
旅
先
で
死
の
危
険
を
意
識
し
た
時
に
官
人
た
ち
が
思
う
の
は
、⽛
妹
⽜
一

人
で
は
な
く
、
両
親
や
妻
子
な
ど
の
家
人
全
体
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
も
言
い

得
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
旅
に
出
た
者
を
斎い

は

い
な
が
ら
待
つ
者
の
属
性
に
注
意
し
て
見
る

と
、
遣
新
羅
使
人
歌
な
ど
で
は
基
本
的
に
⽛
妹
⽜
で
あ
る
も
の
の
、
万
葉
全
体

で
は
、
母
（
⚓
四
四
三
）、
入
唐
使
を
送
る
笠
金
村
（
⚘
一
四
五
三
）、
大
伴
家

持
の
姑
・
坂
上
郎
女
（
17
三
九
二
七
）、
天
神
地
祇
（
19
四
二
四
〇
）、
大
和
の

人
々
（
19
四
二
八
〇
）
な
ど
多
様
で
あ
り
、
中
に
は
、
長
歌
で
は
⽛
大
神
⽜（
19

四
二
六
四
）
が
、
そ
の
反
歌
で
は
作
者
の
孝
謙
天
皇
自
身
（
四
二
六
五
）
が
そ

れ
ぞ
れ
⽛
斎
ひ
（
て
待
つ
）⽜
と
う
た
わ
れ
る
例
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
歌
に
描

か
れ
た
呪
的
習
俗
を
見
て
も
、
旅
に
出
た
者
が
専
ら
妻
や
⽛
妹
⽜
を
う
た
う
現

象
の
説
明
と
し
て
、
旅
の
安
全
を
祈
る
と
い
う
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三

留
ま
る
者
が
⽛
ら
む
⽜
と
思
い
遣
る
意
味

〈
留
守
歌
〉
に
描
か
れ
る
男
女
の
共
感
関
係
が
、
旅
人
の
安
全
を
保
障
す
る
と

い
う
実
用
上
の
目
的
に
由
来
す
る
と
す
る
従
来
の
説
に
は
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
で
は
、
高
松
氏
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
行
幸
従
駕
と
い
っ
た
旅
先
で
の

文
芸
的
意
識
の
産
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
氏
は
前
掲
の
引
用
部
分
の
後
に
、

上
代
の
旅
に
お
い
て
求
め
ら
れ
た
〈
共
感
関
係
〉
を
、
歌
の
世
界
に
お
い

て
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
〈
留
守
歌
〉
は
要
求
さ
れ
る
。
先
に

上
代
の
行
幸
で
は
、
文
化
的
側
面
が
強
調
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
、
呪
術
的

意
識
に
由
来
す
る
〈
留
守
歌
〉
も
、
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
折
あ
る
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ご
と
に
新
作
し
、
男
の
う
た
に
対
応
す
る
形
で
発
表
・
享
受
さ
れ
る
こ
と

―
そ
れ
を
文
芸
的
営
み
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が

―

で
、そ
の
文
化
的
側
面
の
一
端
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、

心
意
に
は
多
分
呪
術
的
な
背
景
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
根
本
的
に

文
芸
意
識
が
働
い
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。〈
留
守
歌
〉
が
、
旅
の

夫
の
身
の
上
を
案
じ
る
心
の
表
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ

の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
で
あ
ろ
う

（
15
）。

と
述
べ
て
い
る
。
旅
先
の
官
人
た
ち
へ
の
慰
撫
と
し
て
、
家
に
残
る
妹
の
立
場

か
ら
の
詠
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
〈
留
守
歌
〉
に

は
、
男
性
が
女
性
の
立
場
で
詠
じ
た
歌
や
（
⚓
三
六
一
、
⚙
一
七
三
〇
）、
作
者

名
が
示
さ
れ
な
い
女
性
の
立
場
か
ら
読
ま
れ
た
歌
（
Ｂ
）
が
あ
る
。
し
か
し
、

作
歌
事
情
を
明
記
す
る
〈
留
守
歌
〉
の
多
く
が
、
残
る
者
に
よ
る
作
で
あ
る
こ

と
も
確
か
で
あ
る
（
Ａ
、
Ｃ
、
⚑
四
〇
～
四
二
、
⚑
四
三
、
⚔
五
〇
〇
、
⚙
一

六
八
〇
～
八
一
）。
特
に
、
前
掲
Ａ
や
Ｃ
の
よ
う
な
比
較
的
古
い
例
に
そ
れ
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
様
式
の
本
来
の
姿
が
残
る
者
の
詠
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
わ
せ
、
全
て
の
〈
留
守
歌
〉
を
男
性
詠
と
の
対
応
か
ら
説
明
す
る
こ
と

は
難
し
い
。

そ
も
そ
も
、〈
留
守
歌
〉
の
様
式
が
助
動
詞
⽛
ら
む
⽜
を
求
め
る
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。⽛
ら
む
⽜
は
⽛
現
在
起
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
ま
だ
確
認
し
て
い

な
い
事
柄
の
存
在
・
状
態
に
つ
い
て
、
推
量
し
た
り
想
像
し
た
り
す
る
意
味
を

表
す

（
16
）⽜。

万
葉
の
⽛
ら
む
⽜
を
通
時
的
に
考
察
し
た
内
田
賢
徳
氏
は
、
前
掲
Ａ
や

天
智
挽
歌
（
⚒
一
五
二
）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
初
期
に
あ
っ
て
⽛
話

し
手
が
、
体
験
さ
れ
て
い
な
い
空
間
の
事
態
を
同
時
的
に
推
量
す
る
叙
法
⽜
と

し
て
の
性
質
が
強
か
っ
た
と
す
る

（
17
）。

こ
の
よ
う
に
、⽛
ら
む
⽜
は
、
遠
く
不
確
か

な
対
象
へ
の
詠
歌
主
体
の
強
い
関
心
を
示
す
の
に
適
し
た
助
動
詞
で
あ
る
と
い

え
る
。

な
ら
ば
、〈
留
守
歌
〉
と
は
逆
に
、
旅
人
が
家
人
・
残
る
者
の
様
子
を
⽛
ら
む
⽜

で
推
し
量
る
歌
が
詠
ま
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え

ば
次
の
よ
う
に
。

①
い
ざ
子
ど
も

早
く
日
本
へ

大
伴
の

三
津
の
浜
松

待
ち
恋
ひ
ぬ

ら
む

（
⚑
六
三
）

②
衣
手
の

名
木
の
川
辺
を

春
雨
に

我
立
ち
濡
る
と

家
思
ふ
ら
む

か

（
⚙
一
六
九
六
）

③
家
人
は

帰
り
は
や
来
と

伊
波
比
島

斎
ひ
待
つ
ら
む

旅
行
く
我

を

（
15
三
六
三
六
）

④
秋
風
は

日
に
異
に
吹
き
ぬ

我
妹
子
は

何
時
と
か
我
を

斎
ひ
待

つ
ら
む

（
15
三
六
五
九
）

①
は
山
上
憶
良
の
歌
、
②
は
人
麻
呂
歌
集
歌
、
③
・
④
は
遣
新
羅
使
人
歌
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
旅
の
歌
の
一
つ
の
様
式
と
見
て
、〈
旅
先
の
地
に
い
る
者
が
残

る
者
を
現
在
推
量
の
助
動
詞
⽛
ら
む
⽜
を
用
い
て
思
い
や
る
表
現
型
式
の
歌
〉

と
い
う
も
の
も
、〈
留
守
歌
〉
と
同
様
に
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。
特
に
③
・
④

で
は
、
家
郷
で
⽛
斎
ひ
待
つ
⽜
妹
の
姿
が
想
像
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

道
中
で
死
亡
し
た
遣
新
羅
使
人
を
傷
む
作
に
⽛
家
人
の
斎
ひ
待
た
ね
か
⽜（
15
三

六
八
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
家
人
の
潔
斎
が
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
旅
人

の
安
全
を
左
右
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
〈
残
る
者

を
⽛
ら
む
⽜
で
思
い
遣
る
〉
形
式
の
歌
こ
そ
が
、
旅
先
で
求
め
ら
れ
る
男
女
の

共
感
関
係
を
喚
起
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
古
い
例
は
万
葉
第
二
期
の
①
や
②
ま
で
し
か
遡
れ
ず
、〈
留
守
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歌
〉
と
比
べ
て
表
現
様
式
と
し
て
の
新
し
さ
は
否
め
な
い
。
同
じ
く
⽛
ら
む
⽜

を
用
い
て
男
女
の
共
感
関
係
を
喚
起
す
る
歌
で
あ
っ
て
も
、
右
の
諸
例
が
〈
留

守
歌
〉
に
遅
れ
て
成
立
す
る
の
は
、
や
は
り
、
万
葉
の
旅
の
歌
の
初
期
に
あ
っ

て
、
そ
れ
が
残ㅟ

るㅟ

者ㅟ

のㅟ

詠ㅟ

で
あ
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

四
〈
留
守
歌
〉
に
お
け
る
同
行
希
望
と
羨
望
の
要
素

〈
留
守
歌
〉
は
こ
れ
ま
で
、〈
旅
人
の
行
路
を
案
ず
る
〉
も
の
と
見
な
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
を
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
不
安
や
同
情
に
と
ど
ま
ら
な

い
要
素
が
認
め
ら
れ
る
点
に
、
よ
り
注
目
を
向
け
る
べ
き
と
考
え
る
。
以
下
、

具
体
的
な
〈
留
守
歌
〉
の
表
現
を
見
る
。

ま
ず
、
前
掲
Ｂ
に
つ
い
て
。
Ｂ
お
よ
び
そ
の
前
歌
の
⚙
一
六
六
五
は
、
斉
明

四
年
（
六
五
八
）
の
紀
伊
行
幸
時
の
作
か
と
さ
れ
る
が
、
Ｂ
の
第
四
句
に
つ
い

て
、⽛⽝
ひ
と
り
⽞
は
、
従
駕
と
し
て
は
事
に
合
は
な
い
⽜（
窪
田
評
釈
）
と
い
う

指
摘
が
あ
る
。
集
中
の
⽛
ひ
と
り
⽜
は
、⽛
男
女
二
人
で
あ
る
べ
き
な
の
に
一
方

を
欠
く
⽜
事
態
を
指
し
（
和
歌
大
系
）、⽛
ヒ
ト
リ
ヤ
は
従
駕
の
多
い
行
幸
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
、⽝
私
を
離
れ
て
、あ
な
た
だ
け
が
⽞と
い
ふ
程
の
心
持
で
あ
る
⽜

（
私
注
）
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
濡
れ
た
衣
を
干
す
べ
き
な
の
は
妻
、
と
い
う

思
い
を
歌
う
旅
中
詠
（
⚙
一
六
八
八
、
15
三
七
一
二
）
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

⽛
こ
こ
に
ほ
さ
ず
し
て
と
い
う
の
は
、
妻
で
あ
る
作
者
自
身
が
、
旅
行
く
人
の
か

た
わ
ら
に
い
な
い
こ
と
を
叙
し
て
い
る
⽜（
全
註
釈
）
の
だ
ろ
う
。

多
く
い
る
は
ず
の
同
行
者
を
無
視
し
、⽛
事
に
合
は
な
い
⽜
う
た
い
方
を
す
る

の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
旅
行
者
へ
の
思
い
や
り
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
傍
ら

に
自
分
が
不
在
で
あ
る
こ
と
の
方
に
、
歌
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
〈
留
守
歌
〉
の
眼
目
は
、〈
同
行
希
望
〉
に
こ
そ
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
旅
の
困
難
と
い
っ
て
も
様
々
に
あ
る
中
で
、
衣
が
濡
れ
る
こ
と
＝
干

す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
も
、
他
の
誰
で
も
な
い
、

妻
で
あ
る
自
ら
の
不
在
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、〈
留
守
歌
〉
に
男
女
の
共
感
関
係
を
見
る
立
場
か
ら
、
Ｂ
が
男
の
前
歌

と
対
に
な
っ
て
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る

（
18
）。

前
歌
は
⽛
妹
が
た

め
我
玉
拾
ふ
⽜
と
あ
り
、⽛
旅
の
楽
し
さ
の
象
徴
的
な
風
景
⽜（
金
井
清
一
⽝
全

注
⽞
巻
九
）
が
う
た
わ
れ
る
。
Ｂ
の
作
者
が
、
夫
の
旅
を
苦
し
く
厭
う
べ
き
も

の
と
思
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
両
者
の
思
い
は
す
れ
違
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
。

前
掲
Ｃ
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
前
歌
と
共
に
大
伯
皇
女
の
著
名
な
作
で
あ
る

Ｃ
は
、こ
の
歌
の
後
に
置
か
れ
た
大
津
皇
子
と
石
川
郎
女
・
日
並
皇
子
の
作（
一

〇
七
～
一
〇
九
）
と
合
わ
せ
て
見
る
と
、
そ
こ
に
石
川
郎
女
を
め
ぐ
る
大
津
・

日
並
両
皇
子
の
確
執
を
大
津
皇
子
の
謀
反
事
件
の
伏
線
と
す
る
か
の
よ
う
な
筋

書
き
が
見
え
て
く
る
た
め
、
Ｃ
も
含
め
た
全
体
を
編
者
に
よ
る
仮
託
と
す
る
見

方
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
〇
七
・
一
〇
八
歌
は
、
用
字
法
の
特
異
性
か
ら
、
書

か
れ
た
資
料
に
依
拠
し
た
ら
し
く
、
一
一
〇
歌
も
初
句
に
⽛
大
名
児
を
⽜
と
い

う
社
会
的
通
用
性
の
低
い
固
有
名
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
編
者
に
よ
る

仮
託
（
創
作
）
は
考
え
に
く
い
と
品
田
悦
一
氏
が
説
く
と
こ
ろ

（
19
）に

説
得
力
が
あ

る
。
品
田
氏
は
ま
た
、
Ｃ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
類
型
的
発
想
と
の
親
近
性
か
ら
、

集
団
に
共
有
さ
れ
て
い
た
発
想
・
慣
用
句
に
依
拠
す
る
以
外
に
す
べ
を
知
ら
な

い
初
期
万
葉
的
な
あ
り
方
を
見
て
取
り
、
編
者
に
よ
る
仮
託
説
を
退
け
る
。
Ｃ

歌
の
類
型
性
と
は
、
旅
に
出
た
相
手
を
⽛
ら
む
⽜
で
推
量
す
る
〈
留
守
歌
〉
の
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型
に
加
え
、

梯
立
の

倉
梯
山
は

嶮
し
け
ど

妹
と
登
れ
ば

嶮
し
く
も
あ
ら
ず

（
仁
徳
記
、
速
総
別
王
）

霰
降
る

杵
島
の
岳
を

さ
が
し
み
と

草
取
り
が
ね
て

妹
が
手
を
取

る
(仙
覚
抄
所
引
、
肥
前
国
風
土
記
逸
文
／
万
葉
・
⚓
三
八
五
に
小
異
歌
)

と
い
っ
た
歌
謡
の
中
に
見
ら
れ
る
〈
恋
人
と
二
人
で
行
け
ば
た
や
す
く
通
過
で

き
る
山
〉
と
い
う
発
想
で
あ
る

（
20
）。

こ
れ
ら
歌
謡
の
類
型
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、

現
代
の
常
識
的
な
感
覚
で
は
足
手
ま
と
い
に
な
り
か
ね
な
い
⽛
妹
⽜
の
存
在
が
、

山
越
え
時
に
共
に
居
て
欲
し
い
存
在
と
し
て
、⽛
二
人
行
け
どㅟ

行
き
過
ぎ
難
き
⽜

と
逆
接
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

品
田
氏
は
こ
う
し
た
類
型
に
支
え
ら
れ
た
あ
り
方
に
⽛
没
細
部
⽜
と
も
評
さ

れ
る
初
期
万
葉
歌
の
特
徴
を
見
出
す
の
だ
が
、
逆
に
こ
れ
を
、⽛
仮
託
⽜
の
根
拠

と
す
る
立
論
も
あ
る
。
橋
本
達
雄
氏
は
、
Ｃ
が
⽛
旅
に
あ
る
人
の
山
路
を
越
え

る
苦
労
を
案
ず
る
家
人
の
歌
⽜（
本
稿
の
〈
留
守
歌
〉）
と
表
現
様
式
を
共
有
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
皇
女
は
大
津
皇
子
の
妻
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、

皇
子
の
戻
っ
て
帰
る
べ
き
先
も
伊
勢
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
か
か
る
型

を
踏
ま
え
て
弟
を
送
り
遣
る
歌
を
詠
む
の
は
不
自
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
結
局
下
二
句
の
表
現
も
皇
女
が
実
際
に
弟
を
送
り
遣
る
際
の
実
感

に
即
し
て
歌
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る

（
21
）。

し
か
し
、⽛
不
自
然
⽜
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、⽛
か
か
る
型
⽜
に
つ
い
て
の
従

来
の
見
方
の
方
に
問
題
が
あ
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。⽛
皇
子
の
戻
っ
て
帰

る
べ
き
先
も
伊
勢
で
は
あ
り
え
な
い
⽜
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
⽛
戻
っ

て
帰
る
⽜
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
事
な
帰
還
を
願
う
こ
と
が
〈
留
守
歌
〉
の
本
来

の
表
現
性
な
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
Ｃ
で
大
伯
に
よ
っ
て
悲
傷
さ
れ
て
い
る
の

は
、
大
津
の
伊
勢
へ
の
帰
還
が
難
し
い
こ
と
な
の
で
は
な
く
、⽛
二
人
⽜
行
く
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
Ｂ
と
は
〈
旅
に
同
行
し
た
い
〉
と
い
う
思
い
が

共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
こ
そ
が
、〈
留
守
歌
〉
の
本
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
Ｃ
が
一
方
で
、
恋
人
と
二
人
で
山
を
越
え
る
こ

と
を
望
ま
し
い
も
の
と
す
る
発
想
を
歌
謡
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
も
、
自

然
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
留
守
歌
〉
に
は
Ｂ
・
Ｃ
の
他
に
も
、
大
宝
元
年
の
紀
伊
行
幸
時
に
従
駕
し
な

か
っ
た
者
の
作
で
あ
る
、

あ
さ
も
よ
し

紀
伊
へ
行
く
君
が

真
土
山

越
ゆ
ら
む
今
日
そ

雨

な
降
り
そ
ね

（
⚙
一
六
八
〇
）

後
れ
居
て

我
が
恋
ひ
居
れ
ば

白
雲
の

た
な
び
く
山
を

今
日
か
越

ゆ
ら
む

（
一
六
八
一
）

が
あ
る
。
一
六
八
一
歌
の
初
句
⽛
後
れ
居
て
～
⽜
は
、
集
中
に
十
一
例
を
見
る

類
型
的
な
表
現
で
、
基
本
的
に
、
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
ら
の
境
遇
を

残
念
が
る
も
の
で
あ
る
。

①
後
れ
居
て

恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は

追
ひ
及
か
む

道
の
隈
廻
に

標
結

へ
我
が
背

（
⚒
一
一
五
）

②
後
れ
居
て

我
は
や
恋
ひ
む

印
南
野
の

秋
萩
見
つ
つ

去
な
む
子
故

に

（
⚙
一
七
七
二
）

③
後
れ
居
て

恋
ひ
ば
苦
し
も

朝
狩
の

君
が
弓
に
も

な
ら
ま
し
も
の

を

（
14
三
五
六
八
）

④
明
日
香
川

川
門
を
清
み

後
れ
居
て

恋
ふ
れ
ば
都

い
や
遠
そ
き
ぬ



― 8 ―

（
19
四
二
五
八
）

①
に
は
⽛
追
ひ
及
か
む
⽜
と
あ
り
、
可
能
で
あ
れ
ば
後
を
追
い
た
い
気
持
ち

を
表
し
て
い
る
。
③
は
⽛
後
れ
居
⽜
る
者
の
⽛
恋
⽜
の
苦
し
さ
か
ら
、
相
手
の

持
ち
物
で
あ
る
⽛
弓
⽜
と
な
り
た
い
こ
と
を
う
た
う
。
ま
た
②
は
、
送
り
出
す

相
手
で
あ
る
大
神
大
夫
が
⽛
印
南
野
の
秋
萩
見
つ
つ
⽜
と
景
勝
地
を
楽
し
み
な

が
ら
去
っ
て
ゆ
く
も
の
と
う
た
わ
れ
、羨
望
を
込
め
て
別
離
を
惜
し
ん
で
い
る
。

④
は
飛
鳥
か
ら
遠
く
移
っ
て
し
ま
っ
た
都
（
平
城
京
か
）
へ
の
憧
憬
を
う
た
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
の
七
例
（
⚔
五
四
四
、
⚕
八
六
四
、
⚘
一
四
四
二
、
⚙

一
七
七
一
、
12
三
一
九
六
、
12
三
二
〇
五
、
15
三
七
五
二
）
を
見
て
も
、
基
本

的
に⽛
後
れ
居
て
～
⽜と
い
う
表
現
に
込
め
ら
れ
て
い
る
情
意
は
、相
手
が⽛
戻
っ

て
帰
る
⽜
こ
と
へ
の
期
待
と
い
う
よ
り
も
、
別
離
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
自
ら

が
相
手
の
地
に
居
な
い
こ
と
の
悲
し
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
旅
の
難
儀
へ
の

同
情
や
心
配
だ
け
で
は
な
く
、〈
で
き
れ
ば
同
行
し
た
い
〉
と
い
う
相
手
へ
の
思

い

―
こ
れ
は
〈
羨
望
〉
に
転
じ
得
る

―
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
〈
留
守
歌
〉
の
存
在
も
理
解
し
や

す
く
な
る
だ
ろ
う
。

山
科
の

石
田

い
は
た

の
小
野
の

は
は
そ
原

見
つ
つ
か
君
が

山
道
越

ゆ
ら
む

（
⚙
一
七
三
〇
、
宇
合
卿
）

草
陰
の

荒
藺
の
崎
の

笠
島
を

見
つ
つ
か
君
が

山
道
越
ゆ
ら

む〈
一
に
云
ふ
、⽛
み
坂
越
ゆ
ら
む
⽜〉

（
12
三
一
九
二
、
悲
別
歌
）

右
の
二
首
で
、
山
路
を
越
え
る
こ
と
と
同
時
に
傍
線
部
の
景
を
詠
む
こ
と
の

必
然
性
が
、
単
に
旅
の
難
儀
へ
の
思
い
や
り
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
は
説
明
で
き

な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
旅
行
く
者
と
同
行
し
た
い

―
共
に
そ
の
景
を
見

て
愛
で
た
い

―
と
い
う
思
い
を
う
た
う
こ
と
が
、〈
留
守
歌
〉
の
本
来
の
表

現
性
に
含
ま
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

五
〈
留
守
歌
〉
に
お
け
る
讃
美
的
要
素

〈
留
守
歌
〉
の
様
式
を
取
る
歌
の
中
に
は
、
旅
先
の
一
行
を
讃
美
す
る
も
の
が

あ
る
。〈
留
守
歌
〉
の
最
も
古
い
作
で
あ
る
中
皇
命
の
前
掲
Ａ
が
そ
う
で
あ
る
。

Ａ
は
、⽛
天
皇
、
宇
智
の
野
に
遊
猟
す
る
時
に
、
中
皇
命
、
間
人
連
老
に
献
ら

し
む
る
歌
⽜
と
い
う
題
詞
を
持
ち
、
中
皇
命

―
孝
徳
天
皇
の
后
・
間
人
皇
女

に
比
定
す
る
説
が
有
力
で
あ
る

―
の
立
場
で
間
人
老
の
代
作
に
な
る
か
と

さ
れ
る
長
歌
（
⚑
三
）
の
反
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
配
列
か
ら
舒
明
天
皇
の
時

代
の
作
と
さ
れ
、〈
留
守
歌
〉
の
中
で
最
古
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌

は
、
天
皇
の
遊
猟
を
堂
々
と
し
た
理
想
的
な
姿
で
描
く
も
の
で
、
旅
人
の
行
路

を
案
じ
る
も
の
で
は
な
い
。⽛
そ
の
草
深
野
⽜
は
⽛
草
深
キ
野
ニ
ハ
鹿
ヤ
鳥
ナ
ト

ノ
多
ケ
レ
ハ
、
宇
智
野
ヲ
ホ
メ
テ
再
云
也
⽜（
代
匠
記
（
精
））
と
さ
れ
、
全
体

は
⽛
朝
早
く
、
今
や
一
日
の
狩
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
時
、
も
し
く
は
始
ま
っ
た

そ
の
瞬
間
に
焦
点
を
絞
っ
て
、狩
場
の
幸
を
予
祝
し
た
も
の
⽜（
伊
藤
博⽝
全
注
⽞

巻
一
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
句
⽛
宇
智
の
大
野
⽜
に
つ
い
て
は
、⽛
大
野
⽜

を
も
と
⽛
荒
野
⽜
で
あ
っ
た
と
す
る
⽝
播
磨
国
風
土
記
⽞（
飾
磨
郡
大
野
里
）
の

例
や
、⽛
阿
騎
の
大
野
⽜（
⚑
四
五
）
を
⽛
荒
野
⽜（
四
七
）
と
言
い
換
え
る
例
な

ど
を
傍
証
に
、⽛
草
木
の
生
い
茂
っ
た
、
ま
た
岩
石
等
も
い
た
る
と
こ
ろ
に
転

が
っ
た
ま
ま
の
土
地
⽜
で
⽛
鳥
獣
は
わ
が
も
の
顔
に
生
息
す
る
⽜⽛
人
間
に
畏
怖

の
感
を
与
え
る
⽜
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
も
あ
る

（
22
）。

Ａ
歌
か
ら
は
、
そ
の

よ
う
な
⽛
大
野
⽜
を
も
の
と
も
せ
ず
狩
り
を
行
う
天
皇
一
行
へ
の
畏
敬
的
讃
美



― 9 ―

性
が
認
め
ら
れ
る
。

Ａ
は
、
上
野
理
氏
に
よ
っ
て
⽛
留
守
歌
の
成
立
の
古
さ
を
推
測
さ
せ
る

（
23
）⽜

例

と
さ
れ
、
神
野
志
隆
光
氏
も
⽛
旅
に
出
て
い
る
人
を
思
う
⽜
も
の
と
認
め
る

（
24
）。

し
か
し
、
高
松
氏
は
、

中
皇
命
の
歌
は
、
今
行
わ
れ
て
い
る
天
皇
の
狩
猟
を
理
想
的
環
境
の
中
で

の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
讃
美
的
に
捉
え
る
の
に
対
し
、〈
留
守
歌
〉
で
推

量
さ
れ
る
夫
の
旅
の
光
景
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
峠
越
え
や
独

り
寝
の
場
面
で
あ
っ
た
。
峠
は
日
常
の
世
界
と
異
郷
と
の
境
界
に
位
置

し
、
実
際
の
困
難
と
共
に
心
理
的
に
も
不
安
を
誘
う
場
面
で
あ
り
、
旅
の

独
り
寝
は
妻
と
の
関
係
で
家
郷
と
の
断
絶
感
が
最
も
強
く
意
識
さ
れ
る
場

面
で
あ
る
。

と
い
う
理
由
か
ら
、⽛
中
皇
命
の
詠
と
〈
留
守
歌
〉
と
に
は
同
じ
型
を
と
り
つ
つ

も
一
線
を
画
す
も
の
を
見
て
と
る
必
要
が
あ
る
⽜
と
主
張
す
る

（
25
）。

し
か
し
、〈
留
守
歌
〉
の
本
質
を
、
残
る
者
が
旅
人
に
何
ら
か
の
関
心
を
向
け

る
点
に
求
め
た
時
、
そ
れ
が
特
に
初
期
に
あ
っ
て
は
、
一
行
へ
の
讃
美
と
い
っ

た
旅
へ
の
肯
定
的
感
情
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
旅
に
出
た
夫
を
思
い
や
る
典
型
的
な
〈
留
守
歌
〉
で
あ
る
次
の

歌
に
も
、
そ
の
要
素
が
見
ら
れ
る
。

碁ご
の

檀だ
ん

越を
ち

、
伊
勢
国
に
行
き
し
時
に
、
留
ま
れ
る
妻
が
作
る
歌
一
首

神
風
の

伊
勢
の
浜
荻

折
り
伏
せ
て

旅
寝
や
す
ら
む

荒
き
浜
辺
に

（
⚔
五
〇
〇
）

右
の
歌
中
で
、
碁
檀
越
の
い
る
地
・
伊
勢
が
、⽛
神
風
の
⽜
と
い
う
枕
詞
を
冠

し
て
讃
美
的
に
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
用
例
か
ら
も
、
枕
詞
を
伴

わ
な
い
⽛
伊
勢
⽜
を
詠
む
歌
（
⚓
三
〇
六
、
⚔
六
〇
〇
、
⚗
一
三
二
二
、
11
二

七
九
八
、
11
二
八
〇
五
）
で
は
恋
情
の
表
出
に
主
眼
が
あ
る
の
に
対
し
て
、⽛
神

風
の
伊
勢
⽜
は
、
伊
勢
国
へ
の
憧
憬
（
⚑
八
一
）
や
畏
敬
・
讃
美
（
⚒
一
六
二
、

13
三
二
三
四
、
13
三
三
〇
一
）、
慕
わ
し
さ
（
⚒
一
六
三
）
な
ど
が
表
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
26
）。⽛

荒ㅟ

きㅟ

浜
辺
に
⽜
に
つ
い
て
も
、⽛
荒
⽜
に
は
霊

威
の
強
さ
か
ら
来
る
讃
美
性
が
認
め
ら
れ
る

（
27
）。

こ
の
歌
は
、⽛
神
風
の
伊
勢
⽜⽛
荒

き
浜
辺
⽜
が
伊
勢
の
自
然
の
霊
威
を
示
し
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
地
に
あ
っ
て
、

代
表
的
景
物
で
あ
る
⽛
浜
荻
⽜
を
⽛
折
り
伏
せ
⽜
て
寝
て
い
る
だ
ろ
う
と
う
た

う
。
そ
こ
に
旅
人
の
困
難
へ
の
思
い
や
り
を
読
み
取
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
旅
寝
を
敢
え
て
す
る
者
へ
の
畏
敬
的
讃
美

も
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

旅
人
の
行
路
を
案
ず
る
も
の
が
基
本
と
さ
れ
る
〈
留
守
歌
〉
の
中
に
あ
っ
て
、

旅
先
の
地
・
旅
人
へ
の
讃
美
な
ど
は
そ
れ
ら
と
は
異
質
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
前
者
で
は
自
ら
が
傍
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
重
き
が
置
か
れ
、

後
者
に
は
畏
敬
的
要
素
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
は
、
実
際
に
は
右
の
碁

檀
越
の
妻
の
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
首
の
中
に
共
存
す
る
こ
と
も
多
い
。

こ
の
両
要
素
に
共
通
す
る
の
は
、〈
旅
先
の
相
手
へ
の
関
心
〉
で
あ
る
。
旅
先

の
相
手
は
、
前
掲
Ａ
は
集
団
全
体
に
重
き
が
あ
り
、
Ｂ
は
集
団
の
中
の
一
人
、

Ｃ
は
全
く
孤
立
し
た
一
人
で
あ
る
。
旅
の
状
況
に
よ
っ
て
、
留
ま
る
者
の
示
す

態
度
は
、
讃
美
か
ら
羨
望
、
身
を
案
じ
る
も
の
ま
で
幅
を
持
つ
。
前
者
か
ら
後

者
へ
ゆ
く
に
従
い
、
旅
へ
の
態
度
は
肯
定
的
な
も
の
か
ら
否
定
的
な
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
。

従
来
、
こ
の
旅
先
の
相
手
へ
の
関
心
は
、
異
郷
へ
の
恐
怖
か
ら
旅
を
否
定
的

に
捉
え
る
感
覚
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、



― 10 ―

む
し
ろ
、
旅
へ
の
肯
定
的
な
感
覚
の
方
が
、
起
源
に
近
い
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
。
旅
の
安
全
へ
の
祈
念
は
旅
人
自
身
に
も
同
じ
く
あ
ろ
う
し
、
困
難
な

旅
を
厭
う
気
持
ち
は
残
る
者
よ
り
も
強
い
は
ず
で
あ
る
が
、
旅
を
外
側
か
ら
讃

え
る
こ
と
は
、
残
る
者
に
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
行
幸
や
旅
を
内
側
か

ら
讃
え
る
と
、
旅
先
の
風
光
讃
美
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。〈
留
守
歌
〉
の
現
存

最
古
の
作
が
Ａ
で
あ
り
、
後
の
〈
留
守
歌
〉
に
し
ば
し
ば
讃
美
的
要
素
が
見
ら

れ
る
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
柿
本
人
麻

呂
⽛
留
京
三
首
⽜
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
明
る
さ

―
行
幸
と
い
う

晴
れ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
も
あ
る

―
は
、〈
留
守
歌
〉
と
し
て
む
し

ろ
本
来
的
な
姿
を
示
す
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

伊
勢
国
に
幸
す
時
に
、
京
に
留
ま
れ
る
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌

Ｄ

あ
み
の
浦
に

船
乗
り
す
ら
む

娘
子
ら
が

玉
裳
の
裾
に

潮
満
つ

ら
む
か

（
⚑
四
〇
）

Ｅ

釧
つ
く

答
志
の
崎
に

今
日
も
か
も

大
宮
人
の

玉
藻
刈
る
ら
む

（
⚑
四
一
）

Ｆ

潮
さ
ゐ
に

伊
良
虞
の
島
辺

漕
ぐ
船
に

妹
乗
る
ら
む
か

荒
き
島

廻
を

（
⚑
四
二
）

当
麻
真
人
麻
呂
が
妻
の
作
る
歌

Ｇ

我
が
背
子
は

い
づ
く
行
く
ら
む

沖
つ
藻
の

名
張
の
山
を

今
日

か
越
ゆ
ら
む

（
⚑
四
三
）

石
上
大
臣
、
従
駕
に
し
て
作
る
歌

我
妹
子
を

い
ざ
み
の
山
を

高
み
か
も

大
和
の
見
え
ぬ

国
遠
み
か

も

（
⚑
四
四
）

右
の
五
首
は
、
持
統
六
年
（
六
九
二
）
三
月
の
伊
勢
行
幸
に
関
わ
っ
て
制
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
左
注
（
引
用
略
）
に
載
せ
る
大
神
高
市
麻
呂
の
諫
言
事

件
が
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
行
幸
の
目
的
は
、
壬
申
の
乱
の
折
の
伊
勢
神

宮
の
加
護
に
感
謝
し
、
当
時
の
国
家
的
大
事
業
で
あ
っ
た
藤
原
京
造
営
の
守
護

を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る

（
28
）。

そ
の
よ
う
な
政
治
的
背
景
を
持
つ
こ

の
歌
群
中
、
四
首
ま
で
に
旅
先
の
相
手
を
⽛
ら
む
⽜
で
思
い
や
る
〈
留
守
歌
〉

の
類
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ｇ
に
つ
い
て
は
、
行
幸
先
の
夫
を
思
い

つ
つ
、
隔
絶
感
を
か
き
立
て
る
大
和
・
伊
賀
の
境
界
の
地
⽛
名
張
⽜
を
詠
み
込

む
こ
と
で
、
夫
と
共
に
あ
り
た
い
こ
と
を
う
た
う
通
常
の
〈
留
守
歌
〉
と
い
え

る
。
以
下
は
、
Ｄ
～
Ｆ
の
三
首
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

Ｄ
～
Ｆ
の
⽛
留
京
三
首
⽜
は
、
伊
藤
左
千
夫
が
⽝
万
葉
集
短
歌
通
解
⽞
の
中

で
⽛
連
作
⽜
と
認
め
て
以
来
、
三
首
に
緊
密
な
構
成
意
識
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

左
千
夫
は
、
Ｄ
を
⽛
さ
だ
め
て
わ
び
し
く
苦
し
ひマ

マ

こ
と
で
あ
ら
う
、
あ
は
れ
な

さ
ま
が
眼
に
見
え
る
や
う
ぢ
や
と
い
ふ
如
き
意
で
情
人
を
憐
れ
が
つ
た
歌
⽜
と

解
し
、
Ｅ
を
⽛
今
で
も
手
節
の
崎
に
大
宮
人
は
心
長
く
船
遊
を
や
つ
て
居
る
の

か
、
さ
て
も
待
遠
し
い
こ
と
や
⽜
の
意
で
取
り
、
Ｆ
歌
を
⽛
海
の
荒
い
島
の
め

ぐ
り
を
乗
る
の
か
知
ら
む
年
若
き
女
な
ど
に
は
随
分
と
わ
び
し
い
の
で
あ
ら

う
⽜
と
解
し
て
、
三
首
を
一
貫
し
て
⽛
一
つ
に
は
情
人
が
長
い
間
の
供
奉
の
苦

を
あ
は
れ
が
り
一
つ
に
は
情
人
の
帰
を
待
遠
し
が
り
⽜
と
い
う
⽛
人
丸
の
当
時

の
心
持
⽜
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
左
千
夫
の
こ
の
見
解
は
、
江
戸
期
の
燈

（
お
よ
び
古
義
）
の
説
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
燈
は
独
自
の
⽛
倒
語
⽜
観
に

よ
り
、
三
首
全
て
が
⽛
従
駕
の
を
と
め
の
わ
び
し
き
目
み
る
を
い
た
は
り
た
る

歌
⽜
で
あ
っ
て
、
根
底
に
⽛
幸
を
す
べ
な
く
思
は
る
ゝ
心
⽜
が
あ
る
の
だ
が
、

従
駕
の
は
ば
か
り
か
ら
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
と
見
て
い
た
。
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こ
れ
に
対
し
稲
岡
耕
二
氏
は
、
左
千
夫
の
Ｄ
の
理
解
を
⽛
見
当
ち
が
い
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
⽜
と
し
て
退
け
つ
つ
、
Ｅ
・
Ｆ
に
つ
い
て
の
解
釈
は
ほ
ぼ
引
き

継
ぎ
、第

一
首
目
は
従
駕
の
人
々
に
対
す
る
羨
望
や
あ
こ
が
れ
を
、
二
首
目
に
は

帰
り
を
待
ち
わ
び
る
気
持
ち
を
、
三
首
目
に
は
親
し
い
人
々
へ
の
気
づ
か

い
や
不
安
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
ま
と
め
、
三
首
を
こ
の
よ
う
な
留
京
の
人
々
の
心
情
の
変
化
の
表
現
と
し
て

捉
え
て
い
る

（
29
）。

Ｄ
の
⽛
玉
裳
の
裾
⽜
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
⽛
羨
望
や
あ
こ
が
れ
⽜
が

感
じ
ら
れ
る
し
、
三
首
に
⽛
連
作
の
嚆
矢
⽜
を
認
め
る
視
点
も
、
従
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
伊
藤
博
氏
の
⽝
全
注
⽞
巻
一
が
、

第
一
首
に
は
⽛
娘
子
ら
⽜
と
う
た
う
。
こ
の
限
り
で
は
い
か
な
る
お
と
め

た
ち
か
漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
第
二
首
で
は
は
っ
き
り
⽛
大
宮
人
⽜

と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
首
で
は
単
数
の
⽛
妹
⽜
が
打
ち
出
さ
れ
、

結
局
、
歌
は
こ
の
⽛
妹
⽜
を
円
心
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
悟

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
思
い
め
ぐ
ら
す
時
間
も
、
漠ㅟ

然ㅟ

たㅟ

るㅟ

第
一
首
か
ら
今ㅟ

日ㅟ

のㅟ

第
二
首
へ
、
そ
し
て
今ㅟ

のㅟ

第
三
首
へ
と
狭
ま
っ
て
い

る
と
見
て
よ
い
。

と
ま
と
め
る
と
こ
ろ
の
⽛
求
心
的
構
図
⽜
が
成
り
立
つ
の
も
、
三
首
の
表
現
の

緊
密
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
Ｅ
歌
に
⽛
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
気
持
ち
⽜
を
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。

⽛
今
日
も
か
も
⽜
は
、
集
中
の
例
（
⚒
一
五
九
、
⚓
三
五
六
、
⚖
一
〇
二
六
、
⚗

一
一
五
五
、
⚗
一
一
六
八
、
10
一
八
六
七
、
10
二
二
〇
六
、
15
三
七
七
六
）
か

ら
は
、

今
日
も
か
も

明
日
香
の
川
の

夕
去
ら
ず

か
は
づ
鳴
く
瀬
の

さ
や

け
く
あ
る
ら
む
〈
或
本
の
歌
、
発
句
に
云
は
く
、⽛
明
日
香
川
、
今
も
か
も

と
な
⽜〉

（
⚓
三
五
六
、
上
古
麻
呂
）

ま
そ
鏡

南
淵
山
は

今
日
も
か
も

白
露
置
き
て

黄
葉
散
る
ら
む

（
10
二
二
〇
六
）

の
よ
う
に
、
対
象
へ
の
憧
憬
を
示
す
表
現
で
は
あ
っ
て
も
、⽛
今
日
も
帰
ら
な
い

の
か
…
…
⽜
と
い
っ
た
不
満
を
示
す
表
現
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。⽝
古
事
記
⽞

の
⽛
天
語
歌
⽜（
一
〇
一
番
歌
謡
）
に
は
、

百
石
城
の

大
宮
人
は

鶉
鳥

領
巾
取
り
懸
け
て

鶺
鴒

ま
な
ば
し
ら

尾
行
き

合
へ

庭
雀

群
集

う
ず
す
ま

り
居
て

今
日
も
か
も

酒
水
漬
く
ら
し

高
光
る

日
の
宮
人

事
の
語
り
言
も

是
を
ば

と
あ
り
、⽛
宴
の
盛
ん
な
る
様
を
讃
え
、
か
つ
は
ま
た
そ
の
座
に
列
な
る
人
々
の

宴
楽
の
気
分
を
そ
そ
り
た
て
る
た
め
に
、
特
に
⽝
今
日
⽞
の
日
の
喜
び
を
強
調

す
る
宴
の
歌

（
30
）⽜

に
⽛
今
日
も
か
も
⽜
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ｅ
の
結
句

⽛
玉
藻
刈
る
ら
む
⽜
が
、
海
人
の
ご
と
き
落
魄
を
示
す
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
大

宰
府
の
官
人
に
香
椎
潟
の
玉
藻
を
刈
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
例
（
⚖
九
五
八
）

も
あ
り
、⽛
大
宮
人
が
い
っ
と
き
夷
び
た
業
を
楽
し
む
の
は
風
流
の
行
為
⽜（
伊

藤
博
⽝
全
注
⽞
巻
一
）
と
し
て
押
さ
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
⽛
玉
藻
⽜

は
、
行
幸
が
三
月
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
何
ら
か
の
神
事
儀
礼
に
供
す

る
目
的
で
刈
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
31
）。

こ
う
い
っ
た
点
か
ら

は
、
や
は
り
Ｅ
は
総
体
と
し
て
⽛
晴
れ
や
か
な
⽝
祝
歌
⽞

（
32
）⽜

と
見
る
べ
き
で
、
Ｄ

と
合
わ
せ
て
⽛
行
幸
の
地
の
賛
美
を
距
離
を
へ
だ
て
つ
つ
え
が
こ
う
と
の
意
図

を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

（
33
）⽜。

そ
れ
な
ら
ば
、
Ｆ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
範
囲
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で
諸
注
の
全
て
と
、
諸
論
考
の
大
部
分
が
⽛
妹
⽜
へ
の
同
情
の
歌
と
見
做
し
て

い
る
。
例
え
ば
福
沢
健
氏
は
、
Ｄ
・
Ｅ
歌
を
、
行
幸
を
讃
美
す
る
も
の
で
⽛
留

守
歌
の
発
想
・
表
現
か
ら
外
れ
て
い
る
⽜
と
見
る
一
方
、
Ｆ
歌
は
⽛
留
守
歌
の

表
現
型
式
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
⽜
で
あ
る
が
ゆ
え
に
⽛
行
幸
に
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
不
安
を
表
明
す
る
表
現
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
⽜
と
し
て
、
三

首
を
、留

守
歌
に
讃
歌
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
配
偶
者
の
無
事
を
祈

ろ
う
と
す
る
心
情
と
、
行
幸
や
そ
の
主
催
者
で
あ
る
天
皇
の
素
晴
ら
し
さ

を
称
え
よ
う
と
す
る
心
情
を
、
一
つ
の
歌
群
の
中
に
ま
と
め
て
表
現
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

と
把
握
す
る

（
34
）。

し
か
し
三
首
は
、異
質
な
も
の
の
組
み
合
わ
せ
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
Ｆ
は
、⽛
行
幸
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
不
安
を
表
明
す
る
表
現
⽜
と

し
か
、
解
釈
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
。⽛
荒
き
島
廻
⽜
に
つ
い
て
、
真
下
厚
氏

は
、⽛
荒
⽜
の
持
つ
霊
力
の
強
く
発
動
す
る
地
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
重
視
し
て
、

吉
野
讃
歌
（
⚑
三
九
）
の
⽛
神
な
が
ら
激た

ぎ

つ
河
内
に
船
出
せ
す
か
も
⽜
と
同
様

に
⽛
水
の
霊
力
の
発
動
す
る
激
し
い
流
れ
に
船
を
出
す
天
皇
の
強
大
な
力
を
讃

え
た
も
の
⽜
と
し
て
、
Ｆ
歌
を
⽛⽝
潮
さ
ゐ
⽞⽝
荒
き
島
廻
⽞
に
船
を
漕
ぐ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
強
い
力
を
一
行
が
有
す
る
こ
と
を
讃
美
し
た
も
の
⽜と
見
る

（
35
）。

寺
田
英
代
氏
は
、
こ
れ
に
⽛
荒
き
島
廻
を
⽜
の
⽛
を
⽜
に
は
⽛
～
で
あ
る
も
の

を
⽜
と
い
う
感
嘆
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
加
え
て
、
真
下
氏
と

同
様
に
解
し
て
い
る

（
36
）。

も
っ
と
も
、⽛
潮
さ
ゐ
⽜
は
、⽛
潮
さ
ゐ
の
波
を
恐
み
淡

路
島
磯
隠
り
居
て
⽜（
⚓
三
八
八
）
と
い
う
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
は
、⽛
船
出
を
憚
ら
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
点

で
、
こ
の
表
現
は
⽛
心
配
⽜
や
⽛
同
情
⽜
と
も
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
見

た
碁
檀
越
妻
の
歌
（
⚔
五
〇
〇
）
に
⽛
荒
き
浜
辺
に
⽜
と
あ
っ
た
の
と
同
様
、

そ
の
よ
う
な
船
出
を
敢
行
す
る
一
行
へ
の
畏
敬
の
念
を
込
め
た
讃
美
を
読
む
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
Ｆ
を
解
す
る
こ
と
で
、
三
首
全
て
を
、
行

幸
先
の
女
官
一
行
を
外
部
か
ら
讃
美
的
に
描
き
出
す
〈
景
と
し
て
の
大
宮
人
〉

の
系
統
に
位
置
づ
け
る
こ
と

（
37
）も

で
き
、
主
題
上
の
分
裂
を
認
め
る
必
要
が
な
く

な
る
の
で
あ
る
。

家
に
残
る
女
た
ち
が
旅
先
の
男
た
ち
の
安
全
を
祈
る
こ
と
を
〈
留
守
歌
〉
の

本
来
の
姿
と
す
る
従
来
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
⽛
留
京
三
首
⽜
の
讃
美

性
を
含
ん
だ
あ
り
方
は
非
本
来
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
れ
を
人
麻
呂
に
よ
る
⽛
倒
立
⽜
と
見
る
立
場
が
あ
る
。
上
野
理
氏
は
、

人
麻
呂
は
、
伊
勢
行
幸
に
供
奉
せ
ず
、
都
に
留
ま
っ
て
留
守
歌
を
詠
む
こ

と
と
な
っ
た
。
当
麻
真
人
麻
呂
妻
の
よ
う
に
、
女
た
ち
が
夫
の
旅
の
安
全

を
祈
念
す
る
な
か
で
彼
も
留
守
歌
を
歌
お
う
と
し
て
、
現
代
が
女
帝
の
時

代
で
あ
り
、多
数
の
女
官
た
ち
が
行
幸
に
供
奉
し
た
こ
と
を
考
え
た
時
に
、

世
界
が
逆
転
し
た
よ
う
に
感
じ
、本
来
旅
を
す
る
は
ず
の
男
が
留
守
を
し
、

留
守
を
す
る
は
ず
の
女
が
旅
に
あ
る
よ
う
に
す
べ
て
が
倒
錯
し
て
見
え
た

の
を
お
も
し
ろ
く
思
い
、
倒
立
し
た
留
守
歌
の
制
作
を
意
図
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

と
、
三
首
を
評
価
す
る

（
38
）。

高
松
氏
も
こ
れ
を
承
け
て
⽛
留
京
三
首
⽜
や
他
の
行

幸
を
讃
美
的
に
捉
え
た
〈
留
守
歌
〉
は
⽛
言
う
な
れ
ば
〈
留
守
歌
〉
の
パ
ロ
デ
ィ

と
し
て
、
既
成
の
型
を
見
事
に
転
換
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
る
わ
け
で
、

そ
れ
は
正
調
と
し
て
の
〈
留
守
歌
〉
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言

え
る

（
39
）⽜

と
述
べ
る
。

当
該
三
首
が
独
自
な
達
成
を
示
し
て
い
る
面
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
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な
ぜ
そ
の
よ
う
な
⽛
倒
立
⽜⽛
パ
ロ
デ
ィ
⽜
化
が
、
こ
の
行
幸
時
に
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
高
松
氏
は
こ
の
⽛
留
京
三
首
⽜
に
つ
い
て
も
、
行

幸
先
の
宴
席
で
享
受
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る

（
40
）。

し
か
し
、
旅
先
で
作
ら
れ
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
〈
留
守
歌
〉
も
存
在
す
る
も
の
の
（
誉
謝
女
王
作
の

⚑
五
九
、
作
者
未
詳
の
Ｂ
歌
）、
題
詞
等
で
そ
れ
を
明
示
す
る
作
は
な
い
。
こ
の

点
と
か
か
わ
り
、
当
該
三
首
以
外
に
、
万
葉
集
中
に
⽛
留
京
⽜
の
題
詞
を
持
つ

歌
は
他
に
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
身
﨑
壽
氏
は
、
当
該
三
首
は
留
守
の
制
度

に
密
接
に
か
か
わ
る
⽛
場
⽜
―
実
体
的
に
は
留
守
官
た
ち
の
宴
の
場

―

で
求
め
ら
れ
た
作
と
す
る
。
三
首
で
繰
り
返
さ
れ
る⽛
ら
む
⽜は
、行
幸
に
従
っ

て
い
な
い
主
体
と
そ
の
場
を
強
調
し
て
お
り
、
詠
み
込
ま
れ
る
地
名
の
変
遷
か

ら
も
、
行
幸
先
で
詠
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
煩
わ
し
い
状
況
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る

（
41
）。

一
方
、
Ｆ
歌
に
讃
美
性
を
認
め
る
立
論
の
中
で
、
前
述
の
真
下
氏
は
、
中
皇

命
の
献
歌
（
Ａ
）
の
系
譜
上
に
留
京
三
首
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
三
首
を
⽛⽝
留
守

歌
⽞
と
、
そ
の
発
想
・
機
能
に
お
い
て
、
同
じ
で
あ
る
と
は
み
ら
れ
ぬ

（
42
）⽜

と
し

て
〈
留
守
歌
〉
か
ら
峻
別
し
て
お
り
、
上
野
氏
や
高
松
氏
と
は
異
な
る
判
断
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、〈
留
守
歌
〉
の
本
質
に
讃
美
性
を
認
め
る
な
ら

ば
、
Ｄ
～
Ｆ
歌
は
、
他
の
留
守
歌
と
共
に
パ
ロ
デ
ィ
な
ら
ぬ
⽛
正
調
⽜
と
し
て
、

問
題
な
く
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

―
旅
の
歌
に
お
け
る
〈
共
感
関
係
〉
の
淵
源
と
展
開

以
上
、
主
要
な
〈
留
守
歌
〉
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、〈
留
守
歌
〉
の
表

現
性
の
共
通
項
は
〈
旅
先
の
相
手
へ
の
関
心
〉
に
あ
り
、
そ
の
始
発
に
は
旅
を

肯
定
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
た
。⽛
ら
む
⽜
を
用
い
る

旅
の
歌
の
う
ち
、
残
る
者
の
詠
が
先
立
っ
て
存
在
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
中
皇
命
の
献
歌
（
Ａ
）
の
ご
と
く
、
旅
先
の
地
を
理

想
的
な
も
の
と
し
て
讃
え
、
あ
る
い
は
旅
を
敢
行
す
る
者
へ
の
畏
敬
の
念
を
込

め
た
表
現
、
ま
た
、
旅
す
る
者
へ
の
羨
望
を
う
た
う
も
の
が
生
み
出
さ
れ
た
。

人
麻
呂
の
⽛
留
京
三
首
⽜（
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
）
も
そ
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け
得
る
。

そ
の
一
方
、
京
に
留
ま
る
自
ら
と
旅
行
く
者
と
の
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
る

時
、
旅
の
讃
美
は
、
旅
に
同
行
で
き
な
い
自
ら
の
悲
し
み
に
転
じ
る
こ
と
に
も

な
る
。
そ
う
し
て
早
く
か
ら
、
斉
明
朝
の
紀
伊
行
幸
時
の
Ｂ
歌
や
、
持
統
朝
の

伊
勢
行
幸
時
の
Ｇ
歌
の
よ
う
な
作
が
作
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
自
ら
が
傍
に
い
て
や

れ
な
い
相
手
の
辛
苦
へ
の
同
情
を
う
た
う
、
典
型
的
な
〈
留
守
歌
〉
が
多
く
作

ら
れ
た
。
ま
た
そ
こ
か
ら
、
歌
謡
の
発
想
を
取
り
入
れ
た
大
伯
皇
女
の
Ｃ
歌
の

よ
う
な
悲
傷
を
う
た
う
作
も
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
万
葉
の
旅
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
場
か
ら
発
生
し
た
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
高
野
正
美
氏
は
、⽝
日
本
書
紀
⽞
の
行
幸
記
事
は
、
敏
達
～
推
古
天

皇
の
代
の
空
白
を
挟
み
、
舒
明
朝
に
再
び
見
ら
れ
始
め
る
こ
と
か
ら
、
行
幸
の

事
実
が
舒
明
朝
以
降
で
あ
る
と
し
、
古
代
の
旅
の
文
学
は
こ
の
時
期
の
行
幸
従

駕
歌
に
始
ま
る
と
す
る

（
43
）。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
斉
明
天
皇
四
年
冬
か
ら

翌
年
に
か
け
て
の
紀
伊
行
幸
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
に
関
係
す
る
歌
と
し
て
、⽝
日

本
書
紀
⽞
斉
明
四
年
十
月
の
条
に
建
王
を
悼
む
挽
歌
が
あ
り
、
万
葉
に
も
行
幸

先
の
歌
を
収
め
る
（
⚑
九
～
一
二
、
先
掲
・
⚙
一
六
六
五
、
Ｂ
歌
）。
特
に
、
中

皇
命
の
作
と
題
詞
が
伝
え
る
次
の
三
首
が
注
目
さ
れ
る
。

中
皇
命
、
紀
の
温
泉
に
往
く
時
の
御
歌
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君
が
代
も

我
が
代
も
知
る
や

岩
代
の

岡
の
草
根
を

い
ざ
結
び
て

な

（
⚑
一
〇
）

我
が
背
子
は

仮
廬
作
ら
す

草
な
く
は

小
松
が
下
の

草
を
刈
ら
さ

ね

（
⚑
一
一
）

我
が
欲
り
し

野
島
は
見
せ
つ

底
深
き

阿
胡
根
の
浦
の

珠
そ
拾
は

ぬ
〈
或
は
頭
に
云
ふ
、⽛
我
が
欲
り
し
子
島
は
見
し
を
⽜〉

（
⚑
一
二
）

右
、
山
上
憶
良
大
夫
の
類
聚
歌
林
に
検
す
に
、
曰
く
、⽛
天
皇
の
御

製
歌
な
り
云
々
⽜
と
い
ふ
。

⽛
君
が
代
⽜
と
⽛
我
が
代
⽜
の
並
列
、⽛
君
⽜
や
⽛
我
が
背
子
⽜
へ
の
呼
び
掛

け
な
ど
、
親
愛
の
情
に
満
ち
た
相
聞
的
感
情
を
含
み
つ
つ
、⽛
岩
代
⽜⽛
仮
廬
⽜

⽛
珠
⽜
と
い
っ
た
行
幸
先
の
景
物
を
詠
み
込
み
、
集
団
全
体
に
共
有
さ
れ
得
る
内

容
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、⽛
宴
に
参
加
す
る
斉
明
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る

女
た
ち
を
代
表
し
て
、
中
大
兄
を
は
じ
め
と
す
る
男
た
ち
に
う
た
い
か
け
た
⽜

（
44
）

よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
三
首
は
、
左
注
所
引
の
類
聚
歌
林
が
天
皇
御
製
歌
と
伝
え
、

中
皇
命
に
よ
る
天
皇
歌
の
⽛
代
作
⽜
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
で
あ
る
。
公
的
な

歌
の
場
に
お
い
て
そ
の
場
の
統
率
者
（
天
皇
）
の
意
志
・
感
情
と
し
て
う
た
わ

れ
つ
つ
、
実
際
に
は
そ
の
場
を
構
成
す
る
集
団
全
体
の
意
志
・
感
情
が
う
た
わ

れ
る
〈
古
代
的
代
作
〉
の
歌

（
45
）と

し
て
右
の
歌
を
見
る
な
ら
ば
、
中
皇
命
が
、
斉

明
女
帝
の
立
場
を
借
り
つ
つ
、
宴
の
参
加
者
全
体
の
共
通
感
情
を
、
相
聞
的
・

親
愛
的
な
も
の
と
し
て
う
た
い
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
行

幸
へ
の
参
加
の
喜
び
と
し
て
表
現
さ
れ
る
恋
情
が
、
行
幸
自
体
の
讃
美
と
な
っ

て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

万
葉
の
旅
の
歌
の
始
発
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
恋
情
表
出
が
行
幸
の
内
部

で
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、行
幸
の
外
部
で
そ
れ
と
対
応
す
る
様
式
が
、

行
幸
に
参
加
で
き
な
い
者
に
よ
る
〈
留
守
歌
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
当
初
は
、Ａ
の
よ
う
に
集
団
全
体
を
讃
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、

〈
留
守
歌
〉
と
い
う
形
式
を
得
た
結
果
と
し
て
、
同
行
で
き
な
い
詠
歌
主
体
や
、

そ
の
思
い
人
が
特
に
意
識
化
さ
れ
、
や
が
て
〈
旅
に
お
け
る
男
女
の
共
感
関
係
〉

が
前
景
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
男
女
の
共
感
関
係
が
、
や
が
て
旅

す
る
者
自
身
に
、
家
に
残
る
⽛
妹
⽜
を
思
う
作
を
詠
む
こ
と
を
促
し
、
遣
新
羅

使
人
歌
群
を
は
じ
め
と
す
る
万
葉
の
旅
の
歌
の
典
型
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

万
葉
第
二
期
・
文
武
朝
の
行
幸
従
駕
歌
に
は
、
次
の
よ
う
に
、

我
妹
子
を

い
ざ
み
の
山
を

高
み
か
も

大
和
の
見
え
ぬ

国
遠
み
か

も

（
⚑
四
四
、
再
掲
）

葦
辺
行
く

鴨
の
羽
が
ひ
に

霜
降
り
て

寒
き
夕
は

大
和
し
思
ほ
ゆ

（
⚑
六
四
、
志
貴
皇
子
）

大
伴
の

三
津
の
浜
な
る

忘
れ
貝

家
な
る
妹
を

忘
れ
て
思
へ
や

（
⚑
六
八
、
身
人
部
王
）

我
妹
子
を

早
み
浜
風

大
和
な
る

我
松
椿

吹
か
ざ
る
な
ゆ
め

（
⚑
七
三
、
長
皇
子
）

背
の
山
に

黄
葉
常
敷
く

神
岡
の

山
の
黄
葉
は

今
日
か
散
る
ら

む

（
⚙
一
六
七
六
）

従
駕
先
の
地
名
や
景
物
へ
の
関
心
（
破
線
部
）
と
、
後
に
し
て
来
た
⽛
大
和
⽜

の
地
へ
の
思
い
（
傍
線
部
）
を
、
対
比
的
に
導
き
出
す
発
想
の
作
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
右
の
う
ち
四
四
歌
は
、
前
掲
の
〈
留
守
歌
〉
Ｇ
に
対
置
さ
れ
て
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お
り
、
編
者
に
よ
っ
て
男
女
の
共
感
関
係
が
認
め
ら
れ
た
と
思
し
い
。

こ
こ
か
ら
逆
に
、
行
幸
先
に
お
け
る
Ｇ
の
よ
う
な
〈
留
守
歌
〉
の
享
受
が
、

四
四
歌
の
登
場
を
促
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
六
七
六
歌
は⽛
ら
む
⽜

を
用
い
、
旅
先
な
ら
ぬ
大
和
の
⽛
神
岡
⽜
を
思
う
も
の
で
あ
り
、〈
留
守
歌
〉
と

の
近
さ
が
う
か
が
え
る
（
第
三
節
で
言
及
し
た
、
旅
人
が
家
人
・
残
る
者
の
様

子
を⽛
ら
む
⽜で
推
し
量
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。
長
皇
子
の
七
三
歌
で
は
、

⽛
浜
風
⽜
に
吹
か
れ
る
自
己
＝
旅
人
と
、
妻
が
⽛
大
和
で
我
を
待
つ
⽜
こ
と
を
掛

け
た
⽛
我
松
椿
⽜
と
が
対
置
さ
れ
、
浜
風
に
吹
か
れ
て
い
る
こ
と
を
想
像
す
る

で
あ
ろ
う
妻
が
う
た
わ
れ
る
。

行
旅
歌
に
お
け
る
⽛
家
な
る
妹
⽜
を
う
た
う
傾
向
は
、
人
麻
呂
の
活
躍
し
た

持
統
朝
の
次
代
・
文
武
朝
に
、
顕
在
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
麻
呂

作
品
に
は
、
旅
先
の
女
性
と
の
恋
を
う
た
う
も
の
は
、
石
見
相
聞
歌
（
⚒
一
三

一
～
一
三
九
）
や
、
紀
伊
国
で
の
作
歌
（
⚔
四
九
六
～
四
九
九
、
⚙
一
七
九
六

～
一
七
九
九
）
が
あ
る
の
に
対
し
、
旅
先
で
⽛
家
の
妹
⽜
を
恋
う
歌
は
、
遊
戯

的
な
内
容
の
短
歌
が
多
い
（
⚙
一
六
八
八
～
九
〇
、
⚙
一
六
九
六
～
九
八
、
12

三
一
二
八
）。
そ
れ
に
対
し
、
第
三
期
に
あ
っ
て
は
遣
新
羅
使
人
歌
に
典
型
的

な
よ
う
に
、
旅
先
で
⽛
家
⽜
の
妹
を
慕
う
も
の
が
中
心
を
占
め
る
。

大
浦
氏
は
、
行
幸
従
駕
歌
全
体
を
見
渡
し
た
時
に
、
大
宝
～
慶
雲
年
間
の
行

幸
従
駕
歌
に
お
い
て
は
じ
め
て
望
郷
的
主
題
が
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
れ
は
藤
原
京
と
い
う
恒
久
的
王
都
の
成
立
に
よ
っ
て
、
行
幸
を

⽛
旅
⽜
と
捉
え
る
意
識
が
生
じ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
画
期
が
、
儒
教
的
理
念
に

基
づ
く
天
皇
行
幸
の
始
発
と
さ
れ
る
持
統
六
年
の
伊
勢
行
幸
で
あ
る
と
す
る

（
46
）。

ま
た
高
松
氏
は
、
律
令
体
制
の
確
立
・
安
定
期
で
あ
っ
た
文
武
朝
頃
に
、
人
麻

呂
的
な
長
歌
が
衰
退
し
、
場
を
同
じ
く
す
る
者
同
士
が
、
共
有
す
べ
き
抒
情
や

価
値
観
に
基
づ
い
て
、
銘
々
が
詠
作
す
る
文
化
が
生
ま
れ
た
と
見
て
い
る

（
47
）。

こ

の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
万
葉
の
旅
の
歌
に
お
い
て
〈
家
の
妹
〉
を
恋
い
慕
う

作
が
、
個
々
の
男
性
官
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

文
武
朝
の
行
旅
相
聞
歌
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
以
上
、
最

後
は
推
測
を
重
ね
た
が
、
旅
の
歌
に
お
け
る
男
女
の
共
感
関
係
の
淵
源
と
展
開

を
こ
の
よ
う
に
見
通
し
て
結
び
と
す
る
。

＊⽝
萬
葉
集
⽞（
本
稿
で
は
⽛
万
葉
集
⽜）
お
よ
び
⽝
古
事
記
⽞
の
引
用
は
、⽝
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
⽞（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
が
、
一
部
私
に
改
め
た
。
必

要
に
応
じ
て
原
文
を
括
弧
内
に
示
し
た
。

＊
本
稿
で
引
用
・
言
及
し
た
万
葉
集
の
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
通
り
（
出
版

社
・
出
版
年
等
は
省
略
）。

仙
覚
抄

―
仙
覚
⽝
萬
葉
集
註
釈
⽞／
代
匠
記
（
初
／
精
）
―
契
沖
⽝
萬

葉
代
匠
記
（
初
稿
本
／
精
撰
本
）⽞／
燈

―
富
士
谷
御
杖
⽝
萬
葉
集
燈
⽞／

古
義

―
鹿
持
雅
澄
⽝
萬
葉
集
古
義
⽞／
窪
田
評
釈

―
窪
田
空
穂
⽝
萬
葉

集
評
釋
⽞／
私
注

―
土
屋
文
明
⽝
萬
葉
集
私
注
（
新
訂
版
）⽞／
全
註
釈

―
武
田
祐
吉
⽝
萬
葉
集
全
註
釋
（
増
訂
版
）⽞／
全
注

―
巻
別
⽝
萬
葉
集

全
注
⽞／
和
歌
大
系

―
稲
岡
耕
二
⽝
和
歌
文
学
大
系

萬
葉
集
⽞

【
注
】

（
⚑
）
伊
藤
博
⽛⽛
家
⽜
と
⽛
旅
⽜⽜（⽝
萬
葉
の
い
の
ち
⽞
は
な
わ
新
書
、
一
九
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八
三
年
。
初
出
一
九
七
九
年
）
一
四
〇
頁
。

（
⚒
）
神
野
志
隆
光
⽛
行
路
死
人
歌
の
周
辺
⽜（⽝
柿
本
人
麻
呂
研
究
⽞
塙
書
房
、

一
九
九
二
年
。
初
出
一
九
七
三
年
一
二
月
）
三
七
九
頁
。

（
⚓
）
阿
蘇
瑞
枝
⽛
万
葉
集
羈
旅
歌
の
世
界
（
二
）
―
初
期
万
葉
か
ら
奈
良

遷
都
ま
で

―
⽜（⽝
万
葉
和
歌
史
論
考
⽞
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
。

初
出
一
九
八
〇
年
四
月
）
一
六
六
～
一
六
八
頁
。

（
⚔
）
大
浦
誠
士
⽛
持
統
六
年
伊
勢
行
幸
歌
群
の
表
現
史
的
意
義

―
巻
一

行
幸
関
連
歌
の
中
で

―
⽜（⽝
萬
葉
語
文
研
究
⽞
一
二
、
二
〇
一
七
年

三
月
）
一
〇
一
～
一
〇
四
頁
。

（
⚕
）
山
崎
馨
⽛
大
津
皇
子
と
大
伯
皇
女
⽜（⽝
万
葉
集
を
学
ぶ
⽞
二
、
有
斐
閣
、

一
九
七
七
年
。
一
六
四
～
一
六
五
頁
）、
並
木
宏
衛
⽛
万
葉
集
巻
一
行
幸

歌
群

―
行
幸
時
作
に
つ
い
て

―
⽜（⽝
野
州
国
文
学
⽞
二
二
、
一
九

七
八
年
一
〇
月
。
一
三
〇
頁
）、
上
野
理
⽛
留
京
三
首

―
留
守
歌
の

系
譜
と
流
離
の
歌
枕

―
⽜（⽝
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
⽞
汲
古
書
院
、
二

〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
八
一
年
一
〇
月
。
五
一
五
～
五
一
七
頁
）、
稲
岡

耕
二
⽝
全
注
⽞
巻
二
（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
。
五
七
～
五
八
頁
）、
神

野
志
隆
光
⽛⽛
松
浦
河
に
遊
ぶ
歌
⽜
追
和
三
首
の
趣
向
⽜（⽝
柿
本
人
麻
呂

研
究
⽞
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
八
六
年
。
四
〇
八
～
四
一

〇
頁
）、
高
松
寿
夫
⽛
初
期
万
葉
の
生
成
と
羇
旅

―
〈
留
守
歌
〉
の
発

生
・
展
開
・
消
滅

―
⽜（⽝
上
代
和
歌
史
の
研
究
⽞
新
典
社
、
二
〇
〇

七
年
、
初
出
一
九
九
四
年
三
月
）
な
ど
が
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
な

お
、
こ
の
様
式
に
⽛
留
守
歌
⽜
の
名
称
を
与
え
た
の
は
上
野
氏
で
あ
る
。

た
だ
し
、⽛
留
守
⽜
と
は
本
来
は
法
制
用
語
で
あ
っ
て
、
持
統
六
年
の
伊

勢
行
幸
時
に
置
か
れ
た
⽛
留
守
官
⽜
と
関
わ
る
人
麻
呂
の
⽛
留
京
三
首
⽜

（
⚑
四
〇
～
四
二
）
を
こ
そ
⽛
留
守
歌
⽜
と
呼
ぶ
べ
き
で
、
こ
れ
ら
の
様

式
と
は
一
線
を
画
す
見
方
も
あ
る
（
身
﨑
壽
⽛
柿
本
人
麻
呂
⽛
留
京
三

首
⽜
論
⽜⽝
国
語
国
文
研
究
⽞
一
一
三
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）。
本
稿

は
表
現
形
態
に
注
目
し
、⽛
留
京
三
首
⽜
も
含
め
、
こ
の
様
式
の
歌
々
を

広
義
の
〈
留
守
歌
〉
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

（
⚖
）
並
木
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
一
三
〇
頁
。

（
⚗
）
稲
岡
氏
注
（
⚕
）
前
掲
書
・
五
七
～
五
八
頁
（
一
〇
六
歌
【
考
】）。

（
⚘
）
以
上
、
高
松
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
三
七
～
四
二
頁
。

（
⚙
）
Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
⽝
金
枝
篇

―
呪
術
と
宗
教
の
研
究

⚑
⽞（
神

成
利
男
訳
・
石
塚
正
英
監
修
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
）
第
三
章

⽛
共
感
呪
術
⽜。

（
10
）
石
井
美
保
⽛
呪
物
を
つ
く
る
、〈
世
界
〉
を
つ
く
る

―
呪
術
の
行
為

遂
行
性
と
創
発
性
⽜（⽝
シ
リ
ー
ズ
来
る
べ
き
人
類
学
③

宗
教
の
人
類

学
⽞
春
風
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
六
四
頁
。

（
11
）
Ｂ
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
⽝
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
⽞（
増
田
義
郎
訳
、

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
三
八
九
頁
。

（
12
）
ス
タ
ン
レ
ー
・
Ｊ
・
タ
ン
バ
イ
ア
⽝
呪
術
・
科
学
・
宗
教

人
類
学
に

お
け
る
⽛
普
遍
⽜
と
⽛
相
対
⽜⽞（
多
和
田
裕
司
訳
、
思
文
閣
出
版
、
一

九
九
六
年
）
二
三
二
頁
。

（
13
）
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
注
（
11
）
前
掲
書
・
三
五
二
～
三
六
一
頁
。

（
14
）
飯
田
勇⽛⽝
万
葉
集
⽞の
羈
旅
歌

―
防
人
歌
を
論
ず
る
た
め
に

―
⽜

（⽝
人
文
学
報
（
首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
学
部
人
文
・
社
会
系
）⽞
四
三

二
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
三
～
二
〇
頁
。

（
15
）
高
松
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
四
二
頁
。
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（
16
）
⽝
日
本
語
文
法
大
事
典
⽞（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）⽛
ら
む
（
ん
）⽜

（
秋
本
守
英
・
執
筆
）。

（
17
）
内
田
賢
徳
⽛
萬
葉
集
に
お
け
る
ラ
ム
の
出
発
と
展
開

―
ラ
シ
と
の

交
渉

―
⽜（⽝
萬
葉
⽞
二
一
五
、
二
〇
一
三
年
九
月
）。

（
18
）
高
松
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
三
七
頁
。

（
19
）
品
田
悦
一
⽛
大
津
皇
子
・
大
伯
皇
女
⽜（⽝
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作

品
⽞
一
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）
二
二
八
頁
。

（
20
）
橋
本
達
雄
⽛
二
人
行
け
ど
行
き
過
ぎ
難
き
秋
山

―
大
伯
皇
女
の
歌

一
首
の
発
想

―
⽜（⽝
万
葉
集
の
作
品
と
歌
風
⽞
笠
間
書
院
、
一
九
九

一
年
、
初
出
一
九
八
九
年
二
月
）
一
五
三
～
一
五
四
頁
。

（
21
）
橋
本
氏
注
（
20
）
前
掲
論
文
・
一
五
八
頁
。

（
22
）
神
堀
忍
⽛
宇
智
の
大
野

―
上
代
語
彙
⽛
大
野
⽜
の
原
義

―
⽜（⽝
国

文
学
（
関
西
大
学
）⽞
四
五
、
一
九
七
一
年
七
月
）
四
〇
頁
。

（
23
）
上
野
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
五
一
六
頁
。

（
24
）
神
野
志
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
四
〇
九
頁
。

（
25
）
高
松
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
三
六
頁
。

（
26
）
阿
蘇
瑞
枝
⽛
地
名
に
か
か
る
枕
詞

―
⽛
神
風
の
⽜⽛
あ
を
に
よ
し
⽜
を

中
心
に

―
⽜（⽝
記
紀
万
葉
の
新
研
究
⽞
桜
楓
社
、
一
九
九
二
年
）
四

一
八
～
四
二
二
頁
。

（
27
）
古
橋
信
孝
⽛
こ
と
ば
の
呪
性

―
ア
ラ
を
め
ぐ
っ
て
、
常
世
の
波
の
寄

せ
る
荒
磯

―
⽜（⽝
文
学
⽞
五
四
─
五
、
一
九
八
六
年
五
月
）
四
四
～

四
六
頁
。

（
28
）
佐
藤
美
知
子
⽛
持
統
天
皇
行
幸
関
係
歌
の
背
景

―
主
と
し
て
紀
伊
・

伊
勢
・
参
河
の
場
合

―
⽜（⽝
大
谷
女
子
大
国
文
⽞
一
〇
、
一
九
八
〇

年
三
月
）
八
頁
。

（
29
）
稲
岡
耕
二
⽛
連
作
の
嚆
矢

―
記
載
と
時
間
意
識

―
⽜（⽝
万
葉
集

の
作
品
と
方
法
⽞
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
四
三
～
四
五
頁
。

（
30
）
森
朝
男
⽛
景
と
し
て
の
大
宮
人
⽜（⽝
古
代
和
歌
と
祝
祭
⽞
有
精
堂
、
一

九
八
八
年
。
初
出
一
九
八
四
年
一
一
月
）
三
八
頁
。

（
31
）
林
田
洋
子
⽛
水
辺
の
遊
び

―
万
葉
集
に
お
け
る
三
月
上
巳
の
頃

―
⽜（⽝
上
代
文
学
⽞
三
二
、
一
九
七
三
年
四
月
）。

（
32
）
寺
田
英
代
⽛
留
京
三
首
（
巻
⚑
・
四
〇
～
四
二
）⽜（
橋
本
達
雄
編
⽝
柿

本
人
麻
呂
〈
全
〉⽞
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
八
頁
。

（
33
）
身
﨑
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
八
頁
。

（
34
）
福
沢
健
⽛
柿
本
人
麻
呂
留
京
三
首
と
伊
勢
行
幸
⽜（⽝
美
夫
君
志
⽞
五
〇
、

一
九
九
五
年
三
月
）
二
三
～
二
四
頁
。

（
35
）
真
下
厚
⽛
柿
本
人
麻
呂
留
京
歌
群
の
発
想
と
表
現
⽜（⽝
古
代
文
学
⽞
二

七
、
一
九
八
八
年
三
月
）
五
七
～
五
八
頁
。

（
36
）
寺
田
氏
注
（
32
）
前
掲
論
文
・
三
九
頁
。

（
37
）
森
氏
注
（
30
）
前
掲
論
文
・
四
六
～
四
七
頁
。

（
38
）
上
野
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
五
一
八
頁
。

（
39
）
高
松
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
四
四
頁
。

（
40
）
高
松
寿
夫
⽛
柿
本
人
麻
呂
⽛
留
京
三
首
⽜⽜（
注
（
⚕
）
前
掲
書
。
初
出

一
九
九
九
年
）
一
二
二
～
一
二
三
頁
。

（
41
）
身
﨑
氏
注
（
⚕
）
前
掲
論
文
・
四
～
七
頁
。

（
42
）
真
下
氏
注
（
35
）
前
掲
論
文
・
五
四
頁
。

（
43
）
高
野
正
美
⽛
旅
と
抒
情
⽜（⽝
万
葉
集
作
者
未
詳
歌
の
研
究
⽞
笠
間
書
院
、

一
九
八
二
年
。
初
出
一
九
七
七
年
）
五
九
頁
。
た
だ
し
、
舒
明
天
皇
代
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に
配
さ
れ
る
軍
王
作
歌
（
⚑
五
、
六
）
に
つ
い
て
は
⽛
遠
神
⽜⽛
大
夫

ま
す
ら
を

⽜

⽛
珠
手
次

た
ま
だ
す
き

⽜
等
の
用
法
か
ら
人
麻
呂
以
降
の
作
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て

お
り
（
稲
岡
耕
二
⽛
軍
王
作
歌
の
論

―
⽛
遠
神
⽜⽛
大
夫
⽜
の
意
識
を

中
心
に

―
⽜⽝
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
⽞
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）、

こ
れ
を
除
く
と
斉
明
朝
が
行
幸
従
駕
歌
の
実
質
的
な
始
発
と
な
る
。

（
44
）
上
野
理
⽛
中
皇
命
と
遊
宴
の
歌
⽜（
注
（
⚕
）
前
掲
書
。
初
出
一
九
八
六

年
六
月
）
九
七
頁
。

（
45
）
身
﨑
壽
⽝
額
田
王

―
万
葉
歌
人
の
誕
生

―
⽞（
塙
書
房
、
一
九
九

八
年
）
終
章
。

（
46
）
大
浦
氏
注
（
⚔
）
前
掲
論
文
・
一
〇
一
～
一
〇
四
頁
。

（
47
）
高
松
寿
夫
⽛
文
武
朝
の
専
門
家
人

高
市
黒
人
⽜（
注
（
⚕
）
前
掲
書
。

初
出
二
〇
〇
五
年
）
一
九
四
～
一
九
六
頁
。

（
せ
き
や

ゆ
い
ち
・
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
院
専
門
研
究
員
）




