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柿
本
人
麻
呂
歌
の
特
色
の
一
っ
と
し
て
、
枕
詞
の
多
彩
と
独
創
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
と
に
吟
味
を
加
え
た
澤
泣

久
孝
「
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麻
呂
の
独
創
性
」
（
『
萬
葉
の
作
品
と
時
代
』
）
に
よ
れ
ば
、
人
麻
呂
歌
（
歌
集
所
出
歌
を
含
む
）
に
見
え
る
枕

詞
は
お
よ
そ
百
四
十
種
で
萬
葉
集
全
体
の
約
三
分
の
一
に
の
ぽ
り
、
そ
の
う
ち
、
人
麻
呂
の
独
創
性
を
認
め
う
る
も
の
ー
ー
＇
す
な
わ
ち

、

人
麻
呂
歌
初
出
の
枕
詞
、
お
よ
び
伝
来
の
枕
詞
に
手
を
加
え
て
新
た
な
用
い
か
た
を
示
し
た
枕
詞
は
、
大
半
を
占
め
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
色
を
、
澤
漑
氏
は
「
謡
ひ
物
と
し
て
の
歌
謡
よ
り
文
学
と
し
て
の
長
歌
を
完
成
し
た
」
ノ
麻
呂
の
い
と
な
み
を
反

映
す
る
事
実
と
し
て
位
協
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
の
独
創
と
い
う
観
点
か
ら
、
軽
祝
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
が
あ
る
。
近
江
荒
都
の
歌
で
あ
る
。

玉
た
す
き
畝
傍
の
山
の

近
江
の
荒
れ
た
る
都
を
過
ぐ
る
時
に
柿
本
朝
臣
ノ
麻
呂
が
作
る
歌

橿
原
の
ひ
じ
り
の
御
世
ゆ
韓
〗
匹
〗
繹
生
れ

ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と

或
い
は
「
め
し

け
る
」
と
い
ふ

下
知
ら
し
め
し
し
を

人
麻
呂
の
技
法

-

ヽ

独
創
的
枕
詞

そ
ら
に
み
つ
大
和
を
置
き
て

ー
近
江
荒
都
歌
を
め
ぐ
っ

て
ー
1

人

麻

呂

の

技

法

或
い
は
「
そ
ら
み
つ
大
和
を
匠
き

廿
丹
よ
し
奈
良
山
越
え
て
」
と
い
ふ

青
丹
よ
し
奈
良
山
を
越
え

村

穆
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

そ
の
後
の
ノ
麻
呂
研
究
の
動
向
を
さ
き
ど
り
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

田

正

博

ヽ
、

1

し
カ

天
の
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を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

て
る
宜
讃
の
枕
詞
で
あ
る
も
の
を
、
眼
の
あ
た
り
に
す
る
大
津
の

「
大
宮
と
こ
ろ
」

い
っ
そ
う
屯
要
性

に
冠
し
、
か
つ
て
の
繁
栄
を
印
紋
づ
け
る
こ
と
に
よ

ろ
ん
、
な
い
。
見
や
す
い
例
と
し
て
長
歌
未
尾
の

で
、
独
創
的
枕
詞
と
し
て

こ
の
歌
は
、
萬
葉
集
在
一
の
配
列
の
様
態
か
ら
見
て
、

人
麻
呂
の
技
法

ら
し
め
し
け
む

も
も
し
き
の
大
宮
と
こ
ろ

さ

さ

お

ほ

み

や

ひ

と

楽
浪
の
志
賀
の
暦
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ
（
三

0
)

春
草
の
茂
く
生
ひ
た
る

（
三
一
）

の
八
つ

[光
J

一
ー
ニ
九
）

持
統
ニ
ー
三
(

1
ノ

J

J
l

九
）
年
の
作
ら
し
く
（
洪
葉
考
）
、
人
麻
呂
の
本
格
的
宮

廷
歌
の
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

2
 

l
l

l

 

作
1
の
枕
詞
は、

「
玉
た
す
き
．
即
唸
の•
そ
ら
に
み
つ
•
青
丹
よ
し

•
あ
ま
ざ
か
る

・
石
走
る
．
m胆
た
つ
•
も
も
し
き
の
」

「
玉
た
す
き
・

穆
木
の
•

そ
ら
に
み
つ

・

石
走
る
」

を
追
究
す
る
糸
口
を
与
え
て
い
る
。
と
い

っ
て
、
伝
来
の
枕
詞
に
は
生
み
の
苦
し
み
が
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
、
む

「
も
も
し
き
の
」

の
四
つ
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
、
人
麻
呂
の
エ
火
の
ほ
ど

に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
来
、
火
宮
の
堅
固
で
広
大
な
さ
ま
を
と
り
た

っ
て
、
か
え
っ
て
荒
廃
の
悲
哀
を
深
め
て
い
る
。
伝
来
の
枕
詞
も
、
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
伝
来
の
も
の
に
も
こ
う

し
た
工
夫
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
独
創
の
枕
詞
に
託
さ
れ
た
表
現
意
図
を
追
究
す
る
こ
と
は
、

楽
浪
の
志
賀
の
盆

翌

批

良

大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
厨

H
i」
「
這
心
砂
と

反
歌

i
「
霰
た
つ
春
日
か
霧
れ
る

春
日
の
希
れ
る

Llmが
繁
く
な
り
ぬ
る
」
と
い
ふ

或
い
は
「
見
れ
ば
さ
（
幽
葉

ふ
し
も
」
と
い
ふ

見
れ
ば
悲
し
も

す

め

ろ

さ

み

C
と

天
皇
の
神
の
命
の

さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
暉
5
び
「
這
国
砂

大
宮
は
こ
こ
と
問
け
ど
も

大
殿
は
こ
こ
と
言

へ
ど
も

さ
さ
な
み

大
津
の
宮
に
天
の
下
知

ぁ
ム
み

楽
浪
の
一

い
は
ば
し

る
淡
海
の
国
の

・

ひ
な

あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
石
走

囮
た
っ

(128) 



こ
ヽ
。

t,> 

二
、

「
そ
ら
に
み
つ
」
は
、
近
江
荒
都
歌
に
一
例
見
え
る
だ
け
で
、

と

成
に
腺
与
す
る
ぺ
＜
布
訊
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
。
以
下
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

「
そ
ら

あ
た
う
か
ぎ
り
の
考
察
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
み

き
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
そ
ら
に
み
つ
」
と
「
石
走
る
」
は
、

部
分
の
文
脈
を
充
足
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

‘,ノ

，
 

2
 

そ
の
文
脈
を
充
足
さ
せ
る
機
能
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
こ
と

ー（
 

近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
、
右
四
つ
の
独
創
的
枕
詞
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
格
別
の
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
長
歌
冒
頭
の

典
文
学
全
集
「
萬
業
集
」

が
知
ら
れ
る
。

「
畝
傍
の
山
」
の
聖
性
を
あ
ら
わ
し
（
林
屋
辰
三
郎
「
中
世
芸
能
史
の
研
究
」
四
十
四
ペ
ー
ジ

・
日
本
古

一
）
、
ひ
い
て
は
、
神
聖
な
天
皇
の
系
譜
を
説
く
文
脈
を
ひ
き
た
て
る
は
た
ら
き
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
七
句

文
が
「
棧
木
乃
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
を
菫
祝
す
れ
ば
、
毛
詩
周
南
に
見
え
る
天
子
讃
歌
で
あ
る
「
南
有
二
樗
木
＿
‘

只
君
子
、
福
屈
蔽
レ
之
、
云
ミ
」

人
麻
呂
の
技
法

葛
萬
累
こ
之
、

（
楼
木
）
を
辿
想
さ
せ
つ
つ
、
歴
代
天
皇
が
大
和
で
天
下
を
統
治
さ
れ
つ
づ
け
た
こ
と
へ
の
囲
災
を
あ
ら

わ
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

(iJ島
憲
之
「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
」
中
）
。
い
ず
れ
も
、
被
枕
（
畝
傍
の
山

・
い
や
継
ぎ
継
ぎ

に
）
を
喚
起
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
枕
詞
が
は
め
こ
ま
れ
た
文
脈
に
対
応
し
、

本
稿
の
見
る
と
こ
ろ
、
残
る
二
つ
の
独
創
的
枕
詞
「
そ
ら
に
み
つ
」
と
「
石
走
る
」
と
に
も
、
同
様
の
は
た
ら
き
を
認
め
る
こ
と
が
で

「
そ
ら
こ
み
つ
」

二
、
七
三
、
九
八
紀
歌
謡
七
五
ノ
一
本
、

「
石
走
る
」

「
そ
ら
み
つ
」

続
紀
歌
謡
天
平
十
五
年
五
月
五
日
第
一
首
、

近
江
荒
都
歌
全
体
の
構

の
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
（
記
歌
揺
七

萬
葉
集
で
は
巻
―
|
―
ほ
か
五
例
）
。
一
般
の
か
た
ち三

楽

「
穆
木
の
」

に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

こ
の
枕
詞
は
、
類
音
を
も
っ
て

「
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
」
を
起
こ
す
一
カ
、
厭

の
実
修
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
玉
た
す
き
」
は
、

ウ
ナ
グ
と
言
い
か
け
つ
つ

「
畝
傍
の
山
」
を
郡
く
（
「冠
辞
考
」
所
引
荷
田
在
満
説
）
。

と
同
時
に
、
巫
女
に
よ
る
神
事



こ
の
人
和
に

と
う
た
い
お
こ

「
天
降
」
っ
た
と
い
う

ま
た
、
大
伴
家
持
の
作
に
「
あ
き
づ
品
大
和
の
国
を

ぁ

b
天
降
り
ま
し
掃
ひ
平
ら
げ

千
代
重
ね
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 天

叩
百
に
磐
船
浮
か
ペ

知
ら
し
来
る
天
の
日
継
き
と

釦
贔
に
ま
獄
し
じ
貫
き

か
じ神

な
が
ら
我
が
人
君
の

い
洲
ぎ
つ
つ
国
見
し
せ
し
て

を
、

そ
の
意
識
の
反
映
と
捉
え
る
こ
と
が

ミ
に
は
「
見」

の
文
字
を
も
ち
い
て
い
る
。

「
虚
兄
都
」
（
巻
十
九
ー
四
二
四
五
、
四
二
六
四
）

「
空
見
津
」

（
三
十

一
年
四
月
）

天
つ
神
の
子
、
饒
速
日
命
が
「
大
空
よ
り
こ
の
国
を
よ
い
国
だ
と
見
て
天
降
っ
た
」
か
ら
「
そ
ら
み
つ
ー
や
ま
と
」
と
言
う
の
だ
と
す

ま
ず
、
「
そ
ら
み
つ
」
を
訓
字
表
記
し
た
例
を
見
る
と
、
「
虚
兄
津
」
（
巻

一
ー
一
）
「
店
1JL
」
（
巻
―
|
二
九
或
云
）
「
趾
見
通
」
（
巻
五
ー
八
九
四
）

空
」
の
文
字
を
あ
て
、

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
巻
十
三
ー
三
二
三
六
）
な
ど
、

こ
の
一
定
す
る
用
字
は
、
萬
築
）
が
「
そ
ら
み
つ
」

ミ
に
見
る
意
を
窓
識
し
て
い
た
徴
証
で
あ
り
（
萬
葉
集
全
註
釈
）
、
同
時
代
の
史
古
の
伝
承
は
、

の
ソ
ラ
に
人
布

天
の
下
治
め
た
ま

へ
ば
云
、
、
」
（
巻
十
九
ー
四
二
五
四
）
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
磐
船
」
を
浮
か
ぺ
て
「
国
兄
」
を
し
、

そ

ら

み

の
は
、
前
掲
神
武
紀
の
伝
承
と
よ
く
符
合
し
て
お
り
、
「
虚
空
見
つ
ー
や
ま
と
」
の
慣
用
表
現
を
ふ
ま
え
展
開
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
（
枕
詞
燭
明
抄
）
。
さ
ら
に
、
山
上
憶
良
が
大
唐
大
使
（
丹
比
広
成
）
に
贈

っ
た
「
好
去
好
来
歌
」
が
「
神
代
よ
り
言
ひ
伝
て
来
ら
く

す

め

か

み

い

つ

く

さ

さ

ら
み
つ
（
原
文
「
虚
見
通
」
）
大
和
の
国
は
皇
神
の
厳
し
き
国
言
霊
の
幸
は
ふ
国
と
語
り
継
ぎ
言
ひ
継
が
ひ
け
り
」

い
ず
れ
も
ソ
ラ
に
は
人
水
を
意
味
す
る
「
店

・

意
味
に
理
解
し
て
用
い
て
い
た
ら
し
い
ふ
し
が
あ
る
。

の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
萬
葉
ノ
は
、

語
法
上
の
無
理
に
も
か
か
わ
ら
す
、

こ
の
枕
詞
を
神
武
紀
に
伝
え
る
よ
う
な

る
こ
の
伝
説
は
、

語
法
上
に
無
理
が
あ
り
（
寓
葉
集
古
義
ほ
か
）
、

い
わ
ゆ
る
民
問
語

iM
の
一
種
で
、

「
そ
ら
み
つ
」

の
厭
義
を
伝
え
る
も

み
つ
」
に
つ
い
て
は
、
神
武
紀
に
つ
ぎ
の
出
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

に
ざ
は
や
ひ
の
み

C
と

お

は

ぞ

ら

め
ぐ

饒
速
日
命
、
天
の
盤
船
に
乗
り
て
太
虚
を
翔
り
行
き
て
、

そ

ら

み

や

ま

と

「
虚
空
見
つ
日
本
の
国
」
と
日
ふ
。

く

に

お

せ

あ

ま

く

ピ

い

に

こ
の
郷
を
院
り
て
降
り
た
ま
ふ
に
及
ポ
り
て
、

}
麻
呂
の
技
法

そ

k
づ

カ
れ
因
り
て
日
け
て

一
四
]

(130) 



で
、
ま
ず
、
こ
の
点
を
独
創
の
―
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
冠
辞
考
ほ
か
）
。

つ
」
と
変
わ
ら
な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
（
薦
葉
代
匠
記
ほ
か
）
。
し
か
し
、

に
同
じ
と
し
て
、
見
る
動
作
の
起
点
を
示
す
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
厭
文
「
天
仮
満
」

と
考
え
る
必
要
を
生
じ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
|
（
場
所
）
に
見
る
」
と
言
う
と
き
は
、
「
島
廻
す
と
磯
爪
見
し
花
」
（
巻
七
ー
ニ
―
七
）
「
住
吉
に
行
く
と
い
ふ
道
が

昨
日
見
し
恋
忘
れ
貝
」
（
巻
七
ー
一
―
四
九
）
の
よ
う
に
、

あ
る
場
所
に
主
体
と
と
も
に
存
在
す
る
対
象
を
見
る
ば
あ
い
に
限
ら
れ
て
お

ヽ

た

だ

う

な

は

ら

り
、

一
方
、
あ
る
場
所
か
ら
そ
こ
に
な
い
対
象
を
見
る
ば
あ
い
に
は
、

「
布
留
山
従
直
に
見
渡
す
都
に
ぞ
」
（
巻
九
ー
一
七
八
八
）
「
悔
似

の
八
十
島
の
上
由
妹
が
あ
た
り
見
む
」
（
巻
十
五
ー
三
六
五

一
）
の
よ
う
に
助
詞
「
ゆ
（
よ

・
よ
り
）
」
を
用
い
る
の
が
一
般
で
あ
り
、

「そ

t
i
3
 

ら
に
み
つ
」
を
大
空
よ
り
見
た
の
意
に
解
し
う
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
原
文
「
満
」
は
、
萬
葉
歌
に
お
い
て
、
充
足
を
意
味

人
麻
呂
の
技
法

人
麻
呂
が
、

伝
来
の
枕
詞
「
そ
ら
み
つ
」

に
手
を
加
え
て

の

「
満
」
を
「
兄
つ
」

二
五

の
借
訓
表
心

こ
の
立
場
に
よ
る
と
、
「
そ
ら
に
み
つ
」

の

「
に
」
を
「
ゆ
」

こ
の

「
そ
ら
に
み
つ
」

に
つ
い
て
、
意
味
は
「
そ
ら
み

「
そ
ら
に
み
つ
」

の
か
た
ち
に
し
た
の
は
、

四
七
日
を
五
音
に
繋
え
た
も
の

し
、
航
海
に
関
与
す
る
神
々
に
加
え
て
、
「
天
地
の
大
御
神
た
ち

「
見
虚
」
）
ゆ
天
翔
り
見
わ
た
し
た
ま
ひ
」
と
う
た
っ
て
い
る
の
も
（
巻
五
ー
八
九
四
）
、

ナ
空
か
ら
国
見
を
し
つ
つ
天
降
っ
て
来
る
の
は
呈
宅
の
祖
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ

ト

で
あ

い
ず
れ
の
神
と
限
定
し
な
い
か
た
ち
で
う
た
っ
て
お
り
、
そ
の
点
、
饒
辿
日
命
を
主
体
と
す
る
神
武
紀
の
伝
承

い
る
点
で
は
一
致
す
る
。
思
う
に
、
大
和
の
創
始
に
あ
ず
か
る
祖
神
の
天
降
り
に
ま
つ
わ
る
語
と
し
て

の
反
映
が
神
武
紀
や
憶
良
歌

．I
冬
持
歌
に
兄
出
だ
さ
れ
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
寓
葉
ノ
の

の
が
神
武
紀
の
伝
承
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
の
推
測
は
、
以
上
の
二
点
に
も
と
づ
く
。

「
そ
ら
み
つ
」
理
解
を
投
彩
す
る
も

「
そ
ら
み
つ
」
が
認
識
さ
れ
、
そ

と
の
間
に
相
迎
を
見
せ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
、
仰
ぐ
べ
き
祖
神
の
降
臨

・
照
腕
に
か
か
わ
る
語
と
し
て

「
そ
ら
み
つ
」
を
意
識
し
て

り
、
位
艮
の
ば
あ
い
は
、

せ
て
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
。

家
持
の
ば
あ
い
、

冒
頭
部

「
そ
ら
み
つ
ー
人
和
の
困
」

に
対
応
さ

大
和
の
大
国
御
魂
」
を
も
ち
だ
し
て
「
ひ
さ
か
た
の
天
の
み
空
（
原
文
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識
し
た
こ
と
を
示
す
例
が
少
な
く
な
い
。

「
青
垣
の
大
和
」
（
播
磨
国
風
土
記
美
災
郡
）

人
麻
呂
の
技
法

の
み
で
、
借
訓
の
用
例
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
c

「
そ
ら
に
み
つ
」
を

す
る
ミ
ツ

・
タ
ル

・
タ
タ
ハ
シ
を
表
記
す
る
い
わ
ゆ
る
正
訓
字
と
し
て
の
用
法
の

ほ
か
に
は
、
音
仮
名
と
し
て
マ
の
表
記
に
用
い
ら
れ
る

「
虚
空
見
つ
」
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
は
、
む
つ
か
し
い

一
方
、
橘
守
部
は
、
近
江
荒
都
歌
に

「
山
の
満
足
て
、
蒼
天
ま
で
登
上
れ
る
を
云
」 「

天
水
満
」
と
表
出
さ
れ
て
い
る
の
に
若
目
し
て
、
「
そ
ら
み
つ
」
は
「
そ
そ
り
み
つ
」

ソ
ラ
、
く
ツ
ヤ
マ

「
蒼
天
満
山
」
と
「
山
」
に
言
い
か
け
つ
つ

＜
枕
詞
だ
と
説
明
し
て
い
る
（
稜
威
言
別

・
萬
葉
集
桁
嬬
手
）
。
「
そ
ら
み
つ
」
を

「
そ
そ
り
み
つ
」

の
約
と
す
る
点
、

「
そ
ら
み
つ
」
に
つ
い
て
は
神
武
紀
の
伝
承
の
よ
う
な
解
が
流
通
し
て
い
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
屈
し
て
い
な
い

守
部
説
の
疑
点
を
止
揚
し
て
、
澤
潟
久
孝
氏
は
、
「
一
般
に
は
む
し
ろ
神
武
紀
説
の
行
は
れ
て
ゐ
た
中
に
、

解
を
解
と
し
た
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
た
（
前
掲
論
文
）
。

こ、

、

t
し

ヽ
つ

＇＞ 

こ
の
立
場
は
、
「
天
依
満
」
の
用
字
に
も
か
な
い
、
用
字

か
ら
推
定
さ
れ
る
「
ソ
ラ
ー
ニ
ー
ミ
ツ
」
と
い
う
語
の
構
成
に
も
無
理
な
く
適
合
す
る
。

う

ら

や

す

く

は

ほ

C

ら

だ

し

わ

．

か

み

ほ

つ

「
大
和
」
に
対
す
る
諮
辞
と
し
て
は
、
「
浦
安
の
国

・
細
し
文
の
千
足
る
国

・
磯
輪
上
の
秀
直
〈
国
」

（
神
武
紀
三
十
一
年
四
月
）
、

あ
る
い
は
、
大
和
の
中
核
を
な
す
地
名
を
や
が
て
枕
詞
と
し
て
冠
し
た
「
あ
き
づ
品
大
和
」
（
紀
歌
揺
六
二
、
六
三
、
七
五
、
萬
葉
集
巻
一
ー
ニ

ほ
か
）
「
磯
城
島
の
大
和
」
（
巻
十
三
ー
三
二
五
四
ほ
か
）
、
ま
た
、

を

だ

て

「
小
楯
大
和
」
（
記
歌
謡
五
九
ほ
か
）

た
ま
か
さ

「
玉
脇
の
内
つ
国
」

大
和
を
太
陽
の
出
づ
る
国
と
捉
え
る
心
梢
を
反
映
す
る

C
も

山
陸
れ
る
大
和
」
（
記
歌
謡
三
一
ほ
か
）

（
神
武
紀
三
十
一
年
四
月
）
な
ど
、

こ
の
点
か
ら
も
、
守
部
説
を
止
揚
し
た
澤
祀
説
は
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
和
を
山
に
囲
ま
れ
た
聖
地
と
し
て
意

和
」
（
巻
三
ー
三

一
九
）
な
ど
の
ほ
か
に
、

「
た
た
な
づ
く
青
垣

「
日
の
本
の
大

人
麻
呂
の
み
が
、

は
、
注
意
を
ひ
く
。

ーヽ2
 

3
 

ー（
 

守
部
の

点
な
ど
、
疑
問
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、

「
天
が
満
」

の
表
品
に
着
目
し
て
の
説
で
あ
る
だ
け
に
、

「
そ
ら
に
み
つ
」

の
解
釈
と
し
て

た
よ
う
に

ま
た
、

す
で
に
ふ
れ

う
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
し
、

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
約
で

「
大
和
」
を
}
特

二
六



ろ
が
、

認
す
れ
ば
足
り
る
。

だ
が
、
当
面
は
、
「
石
走
る
」
が
岩
に
水
が
激
し
て
飛
び
散
る
意
で
、

二
七

淡
海
の
国
の
湖
水
の
さ
ま
を
印
象
づ
け
る
枕
詞
で
あ
る
こ
と
を
確

が
あ
る
と
し
て
、
岩
に
激
す
る
大
海
の
認
で

「
石
走
る
」
が
「
淡
海
の
国
」

に
冠
せ
ら
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る

（
井
手
至
「
語
源
研
究
の
た

ア
フ
ミ
の
国
は
「
大
海
」

の
国
と
意
識
さ
れ
た
可
能
性

「
大
和
」
を
迎
＜
枕
詞
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
で
あ
．っ

た
と
言
っ
て
、
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
当
面
の
近
江
荒
都
歌
に
お

「
大
和
」
を
提
示
し
た
の
は
、
大
和
を
笛
い
て
遥
都
さ
れ
た
さ
き
が
、
水
辺
の
地
「
淡
海
の
国
の

楽
浪
の
大
津
の
宮
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
対
照
を
ね
ら
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

海
の
国
」
に
冠
せ
ら
れ
た
枕
詞
「
石
走
る
」
で
あ
る
。

元
来
、
さ
ま
ざ
ま
の
方
向
に
勢
い
よ
く
動
く
意
で
、
し
た
が
っ
て
、
「
石
走
る
」
は
「
石
ニ
ハ
シ
ル
」

に
水
が
ぶ
つ
か
っ
て
勢
い
よ
く
飛
び
散
る
さ
ま
を
表
わ
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
井
手
至
「
萬
葉
語
イ
ハ
バ
シ
ル

・
ハ
シ
リ
ヰ

・

に
冠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
淡
海
」
を
「
溢
水
」
の
意
に
と
り
な
し
て
つ
づ
け

ハ
シ
リ
デ
」
萬
葉
三
二
号
）
。

た
と
も
（
古
義
）
、
「
合
水
」

人
麻
呂
以
前
に
、

人
麻
呂
の
技
法

こ
の
語
を
「
淡
海
の
国
」

の
意
に
と
り
な
し
て
つ
づ
け
た
と
も
言
う
（
柿
本
人
麿
評
釈
篇
上
）
。
ま
た
、

列
音
と
乙
類
オ
列
音
の
交
替
を
考
磁
す
れ
ば
ア
ハ
ウ
ミ
は
オ
ホ
ウ
ミ
に
同
じ
く
、

め
に
」
言
語
七
巻
一
号
）
。
本
稿
は
、
「
石
走
る
」

の
語
義
の
点
と
論
理
の
整
合
と
い
う
点
か
ら
、
第
三
の
説
に
も
っ
と
も
心
を
ひ
か
れ
る
。

＂ぃ4

「
石
走
る
淡
海
の
国
」
と
い
う
表
現
は
、
人
麻
呂
を
も
っ
て
嘴
矢
と
す
る
も
の
で
、
人
麻
呂
の
創
案
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
と
こ

い

さ

な

に
か
か
わ
る
枕
詞
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
確
実
な
も
の
と
し
て
は
、
「
鯨
魚
取
り
」
と
「
に
ほ

「
淡
海
」

ア
フ
ミ
は
ア
ハ
ウ
ミ
の
約
で
、

ア

ヽ
レ
ま
、

ノ
シ
）
＇

の
謂
い
で
、

岩
石

こ
の
推
測
に
と
っ
て
見
逃
が
せ
な
い
の
は
、

「淡

案
ず
る
に
、
11

山
“
を
印
政
づ
け
つ
つ

か
ぎ
り
、
独
創
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
て
、
11

山
11

を
連
想
さ
せ
つ
つ

「
大
和
」
を
提
示
し
た
の
は
、

い
か
な
る
意
図
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
点
を
掘
り
下
げ
な
い

「そ
ら
み
つ
」

に
手
を
加
え
て

「
そ
ら
に
み
つ
」
と
し
た
の
は
、

大
和
が
II

山
“

に
囲
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
つ
つ
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を
と
り
た
て
る
表
現
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

二
つ
の
枕
詞
「
そ
ら
に
み
つ
」
「
石
走
る
」

の
独
創
力
無
投
の
も
の

一
五
三
番
歌
は
、
近
江
荒
都
歌
の
泳
出
に
あ
た
っ
て
参
石
さ
れ
た
形
跡
が
あ
り
（
伊
藤
博
「
｝
麻
呂
の
歌
学
」
「
萬
葉
集
の
表
現
と
方

法
」
下
）
、
人
麻
呂
は
確
実
に
目
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
石
走
る
」

詞
を
さ
し
お
い
た
選
択
の
結
果
で
あ

っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

元
来
、
「
鯨
魚
取
り
」
は
生
き
の
よ
い
大
魚
を
取
る
意
で
、
「
海
利
」
（
幽
菓

に
冠
し
た
の
は
、
流
動
す
る

11

水＂

こ
れ
ら
先
行
の
枕

「
に
ほ
謁
の
」
は
、
湖
水
の
代
表
的
景
物
を
も
ち
だ
し
、
花
や
島
を
国

r心
に
か
か
わ
る
呪
物
と
す
る
伝
統
（
片
手
至
「
花
屈
歌
の
原
流
」

「萬

葉
集
研
究
」
第
二
集
）
を
ふ
ま
え
て
土
地
の
繁
栄
を
予
祝
す
る
枕
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
お
い
て
、

「
石
走
る
」
を
選
ん
で
「
淡
海
の
国
」

と
く
に
、

そ
の
点
、
「
掠
魚
収
り
ー
淡
海
の
国
」

鯨
焦
収
り
淡
海
の
悔
を

つ
ま

そ
若
草
の
夫
の
思
ふ
灼
立
つ
（
巻
ニ
ー

一
五
三
）

あ

ぎ

ム

る

く

ま

か

づ

い
ざ
我
君
振
熊
が
痛
手
共
は
ず
は
に
ほ
店
の
淡
海
の
海
に
潜
き
せ
な
わ
（
仲
哀
記
歌
澗
三
九
）

こ
れ
ら
は
、
被
枕
が
「
淡
海
の
海
」
で
あ
り
、
竹
面
の
「
淡
海
の
困
」
と
は
相
逃
す
る
。
こ
の
相
迩
が
こ
れ
ら
の
枕
副
を
選
ば
せ
な
か

っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
屈
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
鯨
魚
取
り
」
も
「
に
ほ
烏
の
」
も
「
石
走
る
」
と
同
様
に
湖
水
に
珀
目
し
た
も
の
で
、

ど
り屈

の
」

で
あ
る
。

人
麻
呂
の
技
法

「
に
ほ
鳥
の
ー
淡
海
の
国
」
と
い
う
表
現
も
不
可
能
で
な
か

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

の
相
に
お
い
て
淡
海
の
国
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
麻
呂
の
意
図
が
あ

っ
た
こ
と
を
明
か
す
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
」
は
、

何
よ
り
も
ま
ず

II

水
“
の
都
と
し
て
位
四
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

見
ら
れ
る
と
お
り
、
近
江
荒
都
歌
に
お
い
て
、
「
大
和
」
は
歴
代
帝
都
の
地
と
し
て
、
「淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
」
は
天
智
天
皇

遥
都
の
地
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
か
た
や

11

山
＂
を
と
り
た

て
る
表
現
を
編
み
出
し
、
か
た
や

11

水
“

梢
の
柚
）
を
と
り
あ
げ
て
ほ
め
る
枕
詞
で
あ
る
。
ま
た
、

が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
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あ
る
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櫂
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こ
。t
 

い
な
い
。

）
麻
呂
の
技
出

三
、
山
水
対
照
の
構
造

そ
の
意
図
が
も
っ
と
も
顕
著
に
た
ち
現
わ
れ
た
の
が
、

二
九

（巻
七
ー
一
ー

ニ
ヒ
）
の
よ
う
に
生
命
JJ

走

「
そ
ら
に
み
つ
」
と
「
石
走
る
」

の
、

二
つ
の
枕
詞
の
独
創
で
あ

っ

和
に
あ
っ
て
は
初
代
の
宮
に
ゆ
か
り
の
山
を
も
ち
だ
し
、

で
き
な
い
。
二
つ
の
皇
都
の
地
を

I
I
山
＂
と

11

水
“
と
に
よ
っ
て
表
徴
せ
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
人
麻
呂
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

淡
海
に
あ
っ
て
は
大
津
の
宮
に
ゆ
か
り
の
水
辺
が
も
ち
だ
さ
れ
た
の
に
ち
が

前
節
に
お
い
て
、
「
そ
ら
に
み
つ
」
「
石
走
る
」
二
つ
の
枕
詞
の
独
創
を
、
本
烈
的
に
は
、
ナ
和
と
淡
海
を

11

山
“
の
地
と
11

水II
の
地

と
し
て
対
照
さ
せ
る
意
図
の
顕
現
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
を
見
通
し
た
。
こ
の
二
つ
の
枕
詞
は
、
根
幹
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

III“

と
11

水
“
と
を
通
し
て
大
和
と
淡
海
と
を
諮
芙
す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
。
満
ツ
と
は
、
「
神
代
よ
り
生
れ
継
ぎ
来
れ
ば
人
さ
は
に
旧
に
は

満
ち
て
」
（
巻
囮
ー
四
八
五
）
「
盈
ち
盛
り
た
る
秋
の
香
の
よ
さ
」
（
巻
十
ー
ニ
ニ
三
三
）
の
よ
う
に
益
力
の

充
実
を
い
う
こ
と
ば
で
あ
り
、

と
し
の
は

ル
も
「
毎
年
に
鮎
し
走
ら
ば
」
（
巻
十
九
ー
四
一
五
八
）
「
落
ち
た
ぎ
つ
走
り
井
水
の
梢
く
あ
れ
ば
」

火

と
11

水
＂
と
で
対
照
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば

、

一
方
に
山
が
、

一
方
に
水
辺
が
も
ち
だ
さ
れ
た
こ
と
を
、
偶
然
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
は

あ
り
、
も
ち
だ
さ
れ
て

0
然
と
し
え
ば
自
然
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
大
和
」
と

「
淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
」
と
が

11

山
11

初
代
天
皇
神
武
の
宮
に
ゆ
か
り
の
山
で
あ
り
、
「
志
賀
の
盾
崎
」
と

め
て
大
津
の
宮
の
荒
廃
を
嘆
く
反
歌
に
お
い
て
は
「
志
賀
の
唐
崎
」
と
「
志
賀
の
大
わ
だ
」

「
志
烈
の
大
わ
だ
」
と
は
天
智
天
皇
大
津
の
宮
に
ゆ
か
り
の
水
辺
で

と
を
も
ち
だ
し
て
い
る
。

「
畝
傍
の
山
」
は

だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
つ
の
独
創
を
果
た
し
た
意
図
は
、

に
よ
っ
て
映
発
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
読
み
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

近
江
荒
都
歌
は
、
大
和
が
歴
代
帝
都
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
た
っ
て
は
冒
頭
「
玉
た
す
き
畝
傍
の
山
」
を
も
ち
だ
し
、
長
歌
を
お
さ

一
に
か
か
っ
て
、
対
四
さ
れ
る
大
和
と
淡
海
を

'

,

K

 
J
‘
 

,11
と
'
、

I“ 
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「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」

ー ー

に
つ
い
て
、

貨
諮
す
る
べ
き
土
地
で
あ
る
と
同
時
に
、

-9-・
 

と
は
、

の
宮
は
、

人
麻
呂
の
技
法

の
躍
動
を
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
、
端
的
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
点
、

と
こ
ろ
が
、
「
そ
ら
に
み
つ
大
和
」

と
「
石
走
る
淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
」
と
が
、

て
布
濫
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
に
、

ま
ず
、
「
そ
ら
に
み
つ
」

か
な
ら
ず
し
も
、
土
地
に
対
す
る
讃
嘆
と
の
み
言
っ
て
は
す
ま
し
き
れ
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る

に
つ
い
て
は
、
「
大
和
」
を
宜
諮
す
る
枕
詞
と
言
っ
て
ま
ち
が
い
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
匝
前
の

く
こ
と
の
ゆ
る
さ
れ
ぬ
恒
久
の
帝
都
で
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
、

庄
5

と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ひ
な

一
方
、
「
石
走
る
」
は
、
上
に
接
し
て
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と
「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」

ら
し
め
し
け
む
」
と
連
動
し
て
、
淡
海
の
国
大
津
が
僻
遠
の
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
皇
都
に
選
ば
れ
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
い
わ
れ

と
こ
ろ
が
、

が
あ
っ
た
こ
と
を
に
お
わ
せ
、
「
石
走
る
」

の
諮
辞
と
し
て
の
機
能
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
む
か
た
ち
で
、
「
い
か
さ
ま
に
思
は
し
め
せ
か
」
と
遥
都
を
い
ぶ
か
る
句
が
存
在
す
る
。

「
天
の
下
知

皇
都
に
逃
ん
で
は
な
ら
ぬ
土
地
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

点
、
す
で
に
説
か
れ
る
と
お
り
、
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と
「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」

に
立
っ
て
い
る
（
伊
藤
博
「
近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義
」
「
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
」
上
）
。

文
脈
の
上
で
背
反
関
係

つ
と
に
契
沖
は
「
所
ヲ
移
シ
テ
、
天
ニ
ミ
ツ
ヤ
マ
ト
ノ
上

二
證
テ
見
ル
ベ
シ
」
と
発
言

そ
の

こ
の
旬
の
存
在
に
よ
っ
て
、

淡
海
の
国
大
津

こ
の
文
脈
を
す
っ
ぽ
り
と
お
お
い

あ
る
こ
と
と
て
、
複
雑
な
陰
緊
を
甜
び
て
い
る
。
直
前
の

「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」
は
、

「
大
津
の
宮
に
」

の
下
の

ノヽ6
 

3
 

ー

と
の
二
つ
の
挿
入
句
が
（

「
そ
ら
に
み
つ
」

の
土
地
ぼ
め
を
浮
き
た
た
せ
る
役
割
り
を
し
て
い
る

や
継
ぎ
継
ぎ
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
」

の
句
が
、
と
く
に
逆
接
の

「を」

の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て

「
そ
ら
に
み
つ
大
和
」
が
「
四
」

こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

の
と
言
っ
て
よ
い
。

つ
が
の
さ

「
楼
木
の
い

一
首
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い

こ
れ
ら
は
、
枕
詞
本
来
の
あ
り
か
た
を
継
承
し
た
も
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つ
も
、

の
対
照
に
よ
っ
て
、

｝
麻
呂
の
技
法

「
淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
律
の
宮
」

ノ
麻
呂
は
、
こ

こ
ろ
が
、

＇ ., 1
,
 

ー

に
対
骰
さ
れ
る
こ
と

「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」
に
対
応
し
て
い
る
。

と

は
、
文
脈
の
屈
折
を
あ
ら
わ
に
す
る
一

Jj
‘

し
力
し
、

本
稿
の
日
ケ
る
と
こ
ろ
、

招
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
（
代
匠
記
）
、
以
後
、
多
く
の
諸
注
が
製
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

こ
の
発
言
は
、
右
の
背
反
関
係
を
樹
感
し
解
梢
し
よ
う
と
し
た
も

「
そ
ら
に
み
つ
大
和
を
置
き
て
」

の
上
に
移
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、

る
だ
け
に
か
え
っ
て
、
ノ
麻
呂
が
邸
図
し
腐
心
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

捨
て
ら
れ
た

「
そ
ら
に
み
つ
大
和
」
を
「
罹
」
＜
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
と
し
て
強
調
し
、
か
つ
、
淡
海
へ
の
遷
都
に
そ
れ
な
り
の
い
わ
れ
を
忍
め
つ
つ

さ
力
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」
と
二
つ
の
句
が
隣
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
背
反
関
係
を
す
る
ど
く
硲
呈
す
る
す
が
た
こ
そ
、
あ
か
ら
さ
ま
で
あ

「
失
わ
れ
た
も
の
を
求
め
る
心
と
失
わ
せ
た
ノ
を
恨
む
心
と
の
複
雑
な
錯
綜
が
こ
の
屈
折
し
た
文
脈
を

論
理
の
矛
盾
は
力
え
っ
て
詩
の
言
語
と
し
て
の
高
い
密
き
を
表
わ
し
え
て
い
る
」
と
説
い
て
い
る
（
俎
葉
集
全
注

一
）
。
文
脈
の
裏
が
わ
に
詩
ノ
の
心
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
発
言
で
、

注
目
さ
れ
る
。

そ
の
屈
折
を
お
さ
め
て
皇
都
の
荒
廃
を
喫
く
構
造
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
べ
く
、
呈
矛

さ
れ
た
矛
盾
が
作
品
の
な
力
で
融
解
し
完
結
す
る
力
た
ち
で
、
高
い
詩
的
綜
合
を
実
現
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

粘
論
を
さ
き
に
言
え
ば
、
背
反
閲
係
を
お
さ
め
て
た
つ
の
は
、
独
創
の
枕
詞
「
石
走
る
」

さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
「
石
走
る
」
は
、
土
地
ぼ
め
で
あ
る
と
い
う
点
で

の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
一
方
に
お
い
て
、
「
石
走
る
淡
悔
の
困
の
楽
浪
の
人
津
の
宮
」
は
、
「
そ
ら
に
み
つ
大
和
」

に
よ
っ
て
、
11

ォ
“
に
ふ
ち
ど
ら
れ
た
土
地
と
し
て
映
発
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、

I
I
I
“
に
は
不
動
常
住
を
、
I
I
水
“
に
は
流
転
無
常
を
託
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
滸
災
す
る
べ
き
七
地
で
あ
り
つ

一
方
に
お
い
て
暗
に
、
選
べ
ば
必
滅
の
宿
命
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
土
地
と
し
て

の

近
江
荒
都
歌

こ
の
背
反
関
係
に
関
し
て
、
伊
藤
博
氏
は
、

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」

が
敬
仰
思
菜
を
根
抵
と
す
る
挽
歌
特
有
の
く
ど
き
文
句

も
＞
ぶ
か
る
と
い
う
文
脈
は
、
や
は
り
矛
盾
を
か
か
え
て
い
る
点
に
お
い
て
力
わ
ら
な
い
。

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
と

「
あ
ま

の
で
あ
っ
た
か
と
付
度
さ
れ
る
。

こゞ
ゞ

ヽ

t
ヵ

こ
の
句
を
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あ
る
い
は
、
経
緯
は
逆
で
、

ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

歌
群
に
箸
目
し
そ
れ
を
反
歌
で
ふ
ま
え
た
の
は
、

侵
入
し
た
悪
霊
に
よ
る
も
の
と
見
て
嘆
い
た
歌
」
、

一
五
二
番
歌
は
そ
れ
を
う
け
て

に
わ
か
に
決
め
か
ね
る
け
れ
ど
も
、

天
押
犬
皇
ゆ
か
り
の
土
地
を
も

「
港
は
天
皇
の
愛
さ
れ
た
店
綺
で
あ
る
と
見
、
唐
崎

人
麻
呂
の
技
法

を
捉
示
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」

こ
と
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
。

の
い
ぶ
か
り
に
、
反
面
に
お
い
て
対
応
す
る
。

こ
の
推
測
に
と
っ
て
、
反
歌
の
あ
り
か
た
は
示
唆
的
で
あ
る
。

4、
さ

楽
浪
の
志
四
の
肝
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ
（
三
0
)

楽
浪
の
志
鉗
の
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
（
三

一）

反
歌
に
水
辺
の
土
地
が
も
ち
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
長
歌
で
大
津
の
宮
が

11

水
II

の
地
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
か
か
わ
る

こ
の
反
歌
に
つ
い
て
、
二
首
は
、
近
江
朝
天
智
天
皇
挽
歌
群
の
う
ち
、

と

ま

し

め

か
く
あ
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
り
に
椋
結
は
ま
し
を
額
田
王
（
巻
ニ
ー
一
五
一
）

や
す
み
し
し
我
ご
大
氾
の
大
御
船
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
志
賀
の
唐
崎
舎
人
4

口
年
(
-
五
二
）

を
直
接
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
伊
藤
博
「
人
麻
呂
の
歌
学
」
）
。

は
そ
れ
と
も
知
ら
ず
に
い
る
こ
と
を
咬
い
た
歌
」
と
読
む
こ
と
が
で
き

（新
潮
日
本
古
典
集
成
泄
葉
集
一
）
、

ち
だ
し
て
、

死
の
巡
命
力
ら
逃
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
天
皇
を
哀
惜
し
て
い
る
。

霊」

は
、
＂水＂の

精
、
無
常
の
権
化
と
も
と
り
な
せ
る
面
を
も
っ
て
い
る
。

崩
御
を
も
た
ら
し
た
「
迷
か
ら
佼
入
し
た
悪

ノ
麻
呂
が
近
江
荒
都
歌
を
泳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
天
智
挽

い
た
ま
れ
て
い
る
の
が
荒
都
の
上
天
智
人
呈
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
ゆ
か
り
の
地
と

対
比
さ
せ
つ
つ
天
智
を
い
た
む
挽
歌
二
首
の
発
想
が
、
水
辺
の
地
で
あ
る
こ
と
と
て
当
面
の
長
歌
に
よ
く
合
致
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
か

そ
の
よ
う
な
天
智
挽
歌
に
着
目
し
た
こ
と
が
、
11

水
II

に
寄
せ
て
荒
都
を
い
た
む
発
想
を
長
歌
に
も
た
ら

し
、
見
る
と
お
り
の
反
歌
と
な
っ
て
結
実
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
が
実
梢
に
近
い
の
か
、

一
五
一
番
歌
は

「
崩
御
が
港
か
ら
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
反
歌
の
あ
り
か
た
は
、
II

水“

こ
う
し
た

11

水“

の
定
め
に
寄
せ
て
、
廃
墟
に
よ
っ

の
地
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
宮
が
滅
び
去

っ
た
の
だ
と
す
る
発
想
が
長
歌
に
こ
め
ら
れ

山
水
を
対
照
さ
せ
格
別
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
人
麻
呂
歌
と
し
て
、
ほ
か
に
、
吉
野
讃
歌
（
巻

一
ー
三
六
ー
七
、
三
ー
ー
九）
、
人
麻
呂
歌
集

か

ム

ら

常
体
の
二
首
（
巻
七
—
ー
ニ
六
八ー
九
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
野
讃
歌
は

、

吉
野
が
山
水
具
有
の
「
山
川
の
梢
き
河
内
」
で

あ
る
こ
と
を
讃
え
、
後
代
の
吉
野
語
歌
の
典
型
を
確
立
し
た
作
と
見
ら
れ
る
。

一
方
、
歌
集
常
体
の
二
首
、

子
ら
が
手
を
巻
向
山
は
常
に
あ
れ
ど
過
ぎ
に
し
）
に
行
き
ま
か
め
や
も
(
―
二
六
八
）

と

よ

み

な

わ

わ

れ

巻
向
の
山
辺
櫻
み
て
行
く
水
の
水
沫
の
ご
と
し
世
の
人
吾
等
は
（
ー
ニ
六
九
）

本
古
典
集
成
）
。

は
、
巻
向
の
山
と
水
と
を
対
照
さ
せ
、
11

山
“
に
常
住
を

11

水
“
に
無
常
を
託
し
て
妻
の
死
と
人
間
の
は
か
な
さ
を
嘆
い
て
い
る
（
新
潮
日

II
山
“
と

11

水
“
は
、
具
有
の
と
き
は
と
も
に
土
地
の
諮
美
に
か
か
わ
り
、
対
笛
さ
れ
る
と
き
は
常
住
と
無
常
と
い
う
相

反
す
る
属
性
を
表
徴
す
る
と
い
う
認
識
が
）
麻
呂
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
、
注
目
に
値
い
す
る
。

萬
葉
集
巻
三
は
、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
近
江
の
国
よ
り
上
り
来
る
時
に
宇
治
の
河
辺
に
至
り
て
作
る
歌
」
と
い
う
題
詞
の
も
と
に
、

ぎ
の
作
を
伝
え
て
い
る
。

や

そ

あ

じ

ろ

さ

も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
去
く
へ
知
ら
ず
も
（
二
六
四
）

古
来
、
こ
の
歌
を
、
近
江
荒
都
歌
が
作
ら
れ
た
旅
の
婦
途
の
作
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
寓
葉
集
桁
姻
手
ほ
か
）
。
巻
三
の
配
列
が
お
お
む
ね
年

次
を
追
う
ら
し
い
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
歌
の
前
に
、
持
統
十
（
六
九
六
）
年
に
没
し
た
高
市
皇
子
の
宮
の
荒
廃
を
う
た
う
と
推
測
さ
れ

る
作
（
二
五
七
ー
ニ
六
0
)
が
あ
り
、
近
江
荒
都
歌
と
同
時
の
旅
に
お
け
る
詠
作
と
す
る
の
に
は
疑
問
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
題
詞
と
歌
と
を

考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
二
六
四
番
歌
が
近
江
朝
廷
の
廃
亡
を
悲
し
む
心
を
こ
め
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

あ
ろ
う。

瞬
時
は
網
代
木
に
い
さ
よ
い
な
が
ら
や
が
て
流
れ
去
る
「
波
」
に
感
じ
、

人
麻
呂
の
技
法

て
い
て
し
か
る
ぺ
き
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
面
を
も
つ
。

ほ
ぽ
た
し
か
で

言

つ
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た
ら
し
い
形
跡
を
と
ど
め
て
い
る
9

（
松
田
好

四、 人
麻
呂
の
技
法

て
か
き
た
て
ら
れ
た
無
常
の
嘆
き
を
う
た
う
作
が
人
麻
呂
に
あ
る
こ
と
も
、
本
稿
に
と
っ

て
加
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

い
っ
た

い
、
讃
美
す
る
べ
き
も
の
が
反
面
に
お
い
て
も
の
を
衰
亡
に
み
ち
び
く
魔
性
を
も
示
す
こ
と
が
あ
る
と
す
る
思
考
は
、
萬
葉
人

に
と
っ

て
由
来
の
ふ
か
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
石
長
比
売
」
と
対
比
さ
れ
る
「
木
花
之
佐
久
夜
砒
売
」
が
天
つ
神
の
子
孫
に
死
の

宿
命
を
も
た
ら
し
た
と
語
る
神
話
な
ど
、
こ
の
思
考
の
―
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
麻
呂
は
、
そ
の
歌
集
の
部
立
て
の
―
つ
に
「
寄
レ
物
陳
レ
思
」
を
設
け
、
「
物
」
の
背
景
に
人
間
に
つ
な
が
る
意
味
を
読
み
と
り
、

に
寄
せ
て
「
思
い
」
を
陳
べ
る
方
法
を
自
覚
し
た
歌
人
で
あ
っ
た
（
伊
藤
博
「
寄
物
陳
思
と
正
述
心
緒
の
論
」
「
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
」
上
）
。

こ
う
し
た
詠
法
の
源
流
は
、
右
の
古
代
的
思
考
の
ほ
か
古
代
歌
謡
に
も
見
出
だ
さ
れ
る
も
の
の
、

II
山
＂
と

11

水
“
と
の
対
照
を
仕
組
み
、
II

山“

II
山
“
と
の
映
発
に
よ
っ
て

11

水“

,1
6
 

い
た
の
が
、
近
江
荒
都
歌
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
山
本
健
吉
氏
が
、

え
た
上
で
、
大
津
の
宮
に

呂
」）、

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
と
っ
た
の
は
（
「
人
麻
呂
に
お
け
る
詩
の
誕
生
」
「
柿
本
人
麻

そ
の
着
想
に
お
い
て
正
し
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
近
江
荒
都
歌
に
お
け
る
山
水
対
照
の
構
造
は
、

「
死
者
の
住
む
幽
界
」

初
案
と
推
敲
と

り
高
度
で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

に
囲
ま
れ
た
大
和
と

11

水
11

に
ふ
ち
ど
ら
れ
た
淡
海
の
国
大
津
の
宮
と
を
讃
え
つ
つ
、

の
皇
都
が
そ
の
定
め
の
ま
に
ま
に
荒
廃
に
帰
し
た
こ
と
を
哀
惜
す
る
と
い
う
技
法
を
貫

す
こ
ぶ
る
巧
妙
で
あ

萬
葉
集
は
、
近
江
荒
都
歌
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
度
に
詠
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
き
だ

っ
て
作
ら
れ
た
初
案
（
第

一
次
案
）
が
あ
っ

本
文
に
注
さ
れ
た
異
伝
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
原
で
き
る
長
反
歌
が
そ
れ
で
あ
る

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」
を
挽
歌
特
有
の
く
ど
き
文
句
と
捉

一
方
で
は
、

拡
充
し
た
の
が
人
麻
呂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

詩
の
技
法
と
し
て
は
じ
め
て
認
識
し

ニ
四

(140) 



人
麻
呂
の
技
法

作
品
の
構
造
の
上
で
、
右
の
異
伝
系
統
が
本
文
系
統
と
も
っ
と
も
大
き
な
相
迩
を
示
す
点
の
―
つ
は
、

三
五

a
 

ー
つ
は
、
長
歌
第
四
句
が
「
ひ
じ
り
の
宮
ゆ
」
と
な
っ
て
い
る

の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
冒
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
の
十
旬
は
、
連
体
修
飾
句
と
し
て
「
そ
ら
み
つ
大
和
」
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な

る。
こ
の
点
に
応
じ
て
、
見
逃
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

こ
と
で
あ
る
。
畝
傍
山
の
ふ
も
と
概
原
の
聖
帝
の
皇
居
よ
り
こ
の
か
た
云
こ
と
土
地
に
主
眼
を
お
い
た
こ
の
表
現
は
、

楽
浪
の
志
賀
の
唐
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ

こ
れ
を
含
む
冒
取

b
 

「
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
」

反
歌

は
こ
こ
と
言
へ
ど
も

f
 

箪
た
つ
春
日
か
栃
れ
る

石
走
る
淡
海
の
国
の

天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む

g
 夏

草
か
繁
く
な
別
糾
幻
i

も
も
し
き
の
大
宮
と
こ
ろ

楽
浪
の
大
津
の
宮
に

大
宮
は
こ
こ
と
聞
け
ど
も

見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

ノヽ

大
殿

41
ー（

 

玉
た
す
き
畝
傍
の
山
の

b

c

 

め
し
け
る
そ
ら
み
つ
大
和
を
置
ぎ

d
 

青
丹
よ
し
奈
良
山
越
え
て

e
 

い
か
さ
ま
に
思
は
し
け
め
か

す
め
ろ
き

天
皇
の
神
の
命
の

あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど

樅
原
の
ひ
じ
り
の
宮
ゆ

ぁ生
れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と

穆
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に

の
見
解
に
一
往
し
た
が
っ
て
第
一
次
案
を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
（
本
文
系
統
と
相
違
す
る
部
分
に
傍
線
を
施
す
）
。

か
）
。
長
歌
で
は
異
伝
を

「
或
云
」

「
一
云
」
の
か
た
ち
で
注
し
て
お
り
、

夫
「
人
麻
呂
作
品
の
形
成
」
「
萬
葉
研
究
新
見
と
実
証
」

・
位
倉
器
「
萬
葉
集
巻

一・

巻
二
に
お
け
る
人
麻
呂
歌
の
異
伝
」
国
語
と
国
文
学
四
0
巻
八
号
ほ

の
か
た
ち
で
注
し
、

反
歌
第
二
首
で
は

る
。
こ
れ
は
、
第
二
反
歌
の
異
伝
が
近
江
荒
都
歌
と
は
本
来
別
個
に
、
異
伝
の
歌
詞
に
よ
れ
ば
比
良
の
地
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
も
と
も
と
反
歌
が
一
首
で
あ
っ
た
荒
都
歌
に
推
敲
を
加
え
る
際
に
手
を
加
え
て
反
歌
と
し
て
と
り
こ
ん
だ
、
と
い
う
事
梢
に
由
来
す

る
と
説
く
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
神
野
志
隆
光
「
近
江
荒
都
歌
成
立
の

一問
題
」
日
本
文
学
二
五
巻

ー
ニ
号
）
。
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

天
の
下
知
ら
し

体
裁
に
相
迩
が
あ



と
見
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
点
も
右
の
文
脈
に
よ
く
対
応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
傍
線
部
d
も
異
伝
系
統
の
文
脈
に
対
応
す
る
面
を
も
つ
こ
と

こ
の
よ
う
に
、
異
伝
系
統
は
異
伝
系
統
で
そ
れ
な
り
に
神
経
を
ゆ
き
と
ど
か
せ
、

も
な
お
さ
ず
、
異
伝
が
時
を
移
し
）
を
変
え
て
伝
誦
の
末
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
詩
の
方
法
を
知
る
詩
）
に
よ
っ
て
構
成
さ

異
伝
の
構
成
と
い
え
ば
、
長
歌
と
反
歌
の
あ
い
だ
に
も
、
意
識
的
な
対
応
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
ま
ず
、
長
歌
は
、
前

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
語
り
告
げ
る
。

は
、
後
文
お
よ
ひ
注
5
ジ照）。

い
か
な
る
こ
と
ぞ
と
思
ひ
ま
ど
ひ
な
が
ら
、

を
さ
な
く
い
ふ
な
れ
ば
、

対
応
す
る
（
岩
下
武
彦
「
近
江
荒
都
歌
論
」
日
本
文
学
二
七
巻
二
号
）
。
「
さ
ぶ
し
」
と
は
、

た
い
へ
ん
よ
く
出
来
て
い
る
。

（
悩
葉
考
）

こ
の
こ
と
は
、
と
り

時
を
も
迩
へ
て
お
も
ふ
こ
そ

91
/＼
あ
は
れ
な
れ
」

を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
傍
線
部

f
.
g
で

変
化
に
と
ま
ど
い
、

「
春
日
」
と
「
以
草
」
が
も
ち
だ
さ
れ
た
の
は
、

も
と
の
状
態
に
対
す
る
執
沿

「
此
宮
の
見
え
ぬ
を
、

す
れ
ば
、
「
人
皇
第
一
代
の
皇
居
以
来
歴
代
の
帝
都
で
あ
っ
た
大
和
」

と
い
う
文
脈
に
、

そ
の
始
祖
の
当
地
に
対
す
る
予
祝
の
こ
も
る
枕

人
麻
呂
の
技
法

十
句
が
歴
代
帝
都
の
い
と
な
ま
れ
た
土
地
「
そ
ら
み
つ
大
和
」
の
辿
体
修
飾
句
で
あ
る
こ
と
に
、
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
11ナ
る
こ
と
が
で

IL
7
 

き
る
。
も
う
―
つ
は
、
傍
線
部
C
に
お
い
て
、
「
人
和
」
の
枕
詞
が
「
そ
ら
み
つ
（
原
文
「
扉
見
」
）
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

C

ら
み
つ
」
は
、
第
二
節
で
ふ
れ
た
と
お
り
、
当
時
、
皇
室
始
祖
の
降
臨
神
話
に
か
か
わ
る
枕
詞
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
蒻
い
。
と

詞
「
そ
ら
み
つ
」
が
布
四
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
よ
く
対
応
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
対
応
は
、
異
伝
が
か

り
そ
め
の
所
産
で
は
な
く
、

一
貫
す
る
配
廊
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
想
俊
さ
せ
る
。

対
応
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
諸
点
を
加
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」
と
、
そ
れ

を
う
け
る
「
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む
」
と
が
、
時
の

OO係
に
お
い
て
対
応
す
る
（
幽
葉
集
注
釈
）
。
ま
た
、
「
殴
た
つ
春
日
か
栃
れ
る
反

h
 

草
か
繁
く
な
り
ぬ
る
」

と
い
う
、

宮
の
荒
廃
に
と
ま
ど
い
、

疑
い
つ
つ
現
状
を
の
ぺ
る
表
現
が
、
長
歌
の
結
び
「
見
れ
ば
さ
ぶ
し

ti」
と

三
六

「そ
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の 段
で
橿
原
の
聖
帝
の
宮
以
来
の
宮
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
大
和
を
提
示
し
、
後
段
に
お
い
て
、

統
治
し
た
天
智
天
皇
の
、
廃
墟
と
な
っ
た
大
宮
と
こ
ろ
を
慨
嘆
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
大
和
と
淡
海
と

す
め
ろ
き

に
お
け
る
統
治
者
「
生
れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と
」
と
「
天
皇
の
神
の
命
」
と
を
も
ち
だ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
者

る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
歌
は
、

反
歌
が
、
「
楽
浪
の
志
製
の
唐
綺
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ
」

た
。
こ
の
一
首
の
反
歌
は
、
祝
線
を
大
津
の
宮
ゆ
か
り
の
唐
崎
に
転
じ
て
い
る
点
に
長
歌
か
ら
の
展
開
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ

き
、
姿
勢
を
異
に
す
る
面
が
あ
る
。

人
麻
呂
の
技
法

異
伝
系
統
に
お
い
て
も
、
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」
と

「あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」
と
が
連
接
し
て

三
七

と
こ
ろ
が
、

一
貫
す
る
作
品
と
読
む
こ
と
が
で
き

そ
こ
を
捨
て
て
淡
悔
の
国
大
津
の
宮
で
天
下
を

ぜ
ん
た
い
に
土
地
に
即
く
歌
と
い
う
性
質
が
つ
よ
い
。

こ
の
長
歌
に
あ
わ
さ
れ
た

の
一
首
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、

を
も
ち
だ
し
な
が
ら
も
土
地
の
景
物
で
あ
る
「
船
」
に
焦
点
を
あ
て
て
う
た
う
点
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
異
伝
系
長
歌
に
対
応
す
る
反
歌
は
第
一
首
の
み
で
あ
る
と
い
う
ぺ
く
、
異
伝

系
統
で
は
反
歌
が
一
首
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
、
文
脈
の
検
算
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
。

以
上
、
異
伝
系
統
は
、
長
歌
自
体
に
お
い
て
も
、
ま
た
長
歌
と
反
歌
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
も
、

る
。
作
り
な
し
た
主
体
と
し
て
、
人
麻
呂
以
外
を
想
定
し
う
る
余
地
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。

一
貫
し
つ
つ
も
、
異
伝
系
統
に
は
、
表
現
上
の
す
き
間
が
、
す
く
な
く
と
も
―
つ
あ
る
。

「
石
走
る
淡
海
の
国

楽
浪
の
大
津
の
宮
に

ら
ん
で
い
る
。
こ
の
矛
盾
の
叙
述
が
あ
る
か
ら
に
は
、
異
伝
系
統
に
お
い
て
も
、
淡
海
の
国
大
津
の
宮
が
諮
芙
す
る
ぺ
き
面
と
逗
都
を
し

天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む
」
の
直
前
に
置
か
れ
て
お
り
、
本
文
系
統
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
と
同
じ
矛
盾
を
は

て
は
な
ら
ぬ
地
で
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
る
面
を
も
つ
こ
と
を
「
石
走
る
」

に
こ
め
た
つ
も
り
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
本
文
系
統
で
こ
の
矛

の
あ
り
か
た
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う。

ち
な
み
に
、
第
二
反
歌
（
三

一
）
は
、
異
伝
•

本
文
と
も
に
「
昔
の
）
」
に
焦
点
を
お

ど
も
、
土
地
に
興
味
を
そ
そ
ぎ
、
「
大
宮
人
」

長
歌

さ
き
に
ふ
れ

は
、
「
そ
ら
み
つ
大
和
」
と
淡
海
の

「
大
宮

・
大
殿
」
と
に
対
す
る
連
体
修
飾
句
の
一
部
で
あ
り
、

け
っ
き
ょ
く
土
地
に
収
束
さ
せ
ら
れ

(143) 



備
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

い
ぶ
か
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
と
し
て

し
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
受
け
手
が
「
石
毛
る
」

つ
（
既
述
）
、
か
つ
、
下
の

の
は
た
ら
き
に
思
い
至
れ
ば
、

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」

一
首
の
仕
組
み
が
一
挙
に
得
心
さ
れ
る
よ
う
に
準

「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」
と
の
背
反
も
い
っ
そ
う
顕
芳
に
押

と
も
よ
く
照
応
す
る
。
よ
く
照
応
し
、

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」

の

つ
」
と
あ
ら
た
め
て
大
和
が
11

山“

っ
て
、
見
た
と
お
り
の
巧
妙
な
文
脈
を
仕
組
ん
だ
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

b
 

と
こ
ろ
が
、
長
歌
冒
頭
以
下
「
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
」
に
い
た
る
十
句
を
こ
の
ま
ま
辿
体
修
飾
句
と
し
て
お
く
と
、

「
そ
ら
に
み
つ
」

に
股
ら
れ
た
恒
久
の
地
で
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
、

に
工
夫
を
こ
ら
し
て
も
、
依
然
、
歴
代
の
帝
都
で
あ
る
が
ゆ
え
に
四
＜
べ
か
ら
ざ
る
土
地
と
し
て
人
和
を
提
示
し
た
と

見
ら
れ
る
面
が
残
る
。
連
体
修
飾
の
機
能
を
捨
て
、
し
か
も
、
下
文
と
の
照
応
に
効
果
を
も
た
せ
る
か
た
ち
と
な
れ
ば
、

で
も
な
く
、
逆
接
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
「
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
」
が
返
ば
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
選
び
と
ら
れ
た
詞
句
「
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
」
は
、
直
後
の

「
そ
ら
に
み
つ
」

こ
こ
ろ
み
る
ま

の
讃
辞
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
翡
め
つ

ノヽ4
 

4
 

ー

せ
っ
か

く

（

「
石
走
る
」
と
の
対
比
を
う
ち
だ
す
こ
と
に
よ

と
の
背
反
関
係
を
う
け
と
め
う
る
構
造
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

人
麻
呂
は
、

た
が
っ
て
、
推
敲
の
手
が
も
っ
と
も
大
き
く
加
え
ら
れ
た
の
は
、

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」
と

矛
盾
は
矛
盾
と
し
て
残
り
、

の
無
常
を
暗
示
す
る
機
能
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
異
伝
系
統
で
は
、

人
麻
呂
の
技
法

盾
を
昇
華
さ
せ
る
も
の
は
、
「
石
走
る
」

み
つ
大
和
」
に
は
、
「
石
走
る
」

独
創
は
、
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。

の
、
本
来
の
諮
辞
と
し
て
の
機
能
と
、
「
そ
ら
に
み
つ
」
と
の
対
照
の
結
果
生
じ
る
、
大
津
の
宮

大
和
は
歴
代
の
帝
都
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
「
そ
ら

を
映
発
し
矛
盾
を
う
け
と
め
さ
せ
る
だ
け
の
力
が
な
い
。

こ
の
欠
陥
を
お
お
う
こ
と
は
、
む
つ
か
し
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、

「
石
走
る
」

三
八

の

異
伝
系
統
の
こ
の
す
き
問
に
気
づ
き
、
可
能
な
か
ぎ
り
構
成
を
緊
密
な
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
た
結
果
が
、
本
文
系
統
で
あ
っ
た
。
し

「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」

c
 

「
そ
ら
み
つ
」
を
「
そ
ら
に
み



人
麻
11
占
の
技
法

が
「
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
」

に
改
め
ら
れ
、

ひ
と
つ
こ
と
ば
が
動
か
さ
れ
る
と
、
そ
の
波
紋
は
、

三
九

か
く
て
、
「
石
走
る
淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
」
．
が
荒
廃
に
帰
す
る
べ
き
宿
命
に
あ
っ
た
こ
と
が
一

首
の
な
か
に
定
位
さ
れ
、
「
い

か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」
と
「
あ
ま
ざ
か
る
夷
に
は
あ
れ
ど
」

と
の
背
反
を
う
け
て
お
さ
め
る
構
造
が
、
最
小
限
度
、
実
現
さ
れ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
荒
都
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
客
観
視
さ
れ
、
哀
惜
の
対
象
と
し
て
十
分
の
形
象
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
長
歌
の
む
す
び
が
「
見
れ
ば
さ
ぶ
し

bI」
よ
り
「
兄
れ
ば
悲
し
も
」
に
改
め
ら
れ
、

あ
ら
わ
に
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。g

 

へ
の
推
敲
と
、
そ
の
上
の
「
簸
た
つ
春
日
か
篠
れ
る
夏
草
か
繁
く
な
り
ぬ
る
」
を
「
春
草
の
茂
く
生
ひ
た
る

底
た
つ
春
日
の
森
れ
る
」

岩
下
武
彦
氏
の
説
く
と
お
り
で
あ
ろ
う

へ
と
改
め
た
こ
と
と
が
ふ
か
く
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
ぱ
、

「
近
江
荒
都
歌
論
」
）
。
眼
の
あ
た
り
し
た
荒
廃
を
詩
の
形
象
の
内
面
に
十
分
と
り
こ
む
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
疑
い
口
ご
も
る
語
気
で

う
た

っ
た
の
が
初
案
で
あ
っ
た
。
荒
都
が
哀
惜
の
対
象
と
し
て
形
象
化
さ
れ
お
お
せ
た
と
き
、
こ
の
語
気
は
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
る
は
ず
で
、

事
実
、
推
敲
に
よ

っ
て
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
、
春
草
と
春
霞
と
が
宮
跡
を
お
お
う
現
実
を
直
視
す
る
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

初
案
に
よ
れ
ば
、
人
麻
呂
が
近
江
荒
都
に
た
ち
寄
っ
た
の
は
、
晩
春
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
複
が
た
ち
、

g
 

草
の
季
節
で
あ
っ
た
。
「
飯
た
つ
春
日
か
栃
れ
る
夏
草
か
繁
く
な
り
ぬ
る
」
は
、

こ
ろ
が
、
推
敲
の
結
果
、
季
節
は
、
「
春
草
」
「
春
日
」
と
、

象
で
あ
り
、

た
け
た
か
く
生
長
し
た

い
つ
ば
か
り
の
春
と
限
定
さ
れ
な
い
か
た
ち
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
捨

一
種
の
虚
構
で
あ
る
。
思
う
に
、
推
敲
に
よ
っ
て
荒
都
を
客
観
す
る
視
座
を
確
保
し
た
結
果
、
荒
廃
と
は
も
っ
と
も
す
る
ど

く
対
立
す
る
萬
物
生
動
の

「
春
」
が
歌
の
季
節
に
選
ば
れ
、
哀
惜
を
い

っ
そ
う
き
わ
だ
た
せ
る
技
法
が
貫
か
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

柁
8

こ
と
は
、
季
節
の
不
統

一
を
ぬ
ぐ
う
だ
け
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
首
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
及
ば
ず
に
は
い
な
い
。

大
和
に
対
す
る
連
体
修
飾
の
機
能
を
捨
て
相
対
的
に
独
立
的
傾
向
を
つ
よ
め
た
た
め

「
見
れ
ば
悲
し
も
」

b
 

「
天
の
下
知
ら
し
む
し
け
る
」

こ
の
実
景
に
応
じ
て
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と

（
前
掲

一
種
諦
観
を
も
っ
て
対
象
を
い
た
む
姿
勢
が
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初
案
か
ら
第
二
次
案
へ

、

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

推
敲
の
焦
点
が
、

「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
か
」
と
「
あ
ま
ざ
か

の
）
」

た
一
竹

が
ヽ

wー
初
の
一

rr
（三
0
)
と
同
エ
て
あ
り
つ
つ
、

詞
l l 

を
転
用
し
て
反
歌
が
も
う
一
首
加
え
ら
れ
た
こ
と
も
、

皇
）
を
も
浮
か
ひ
あ
が
ら
せ
た
本
文
系
統
へ
と
、
相
貌
を
あ
ら
た
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、

長
歌
は
、

よ
り
土
地
に
即
く
異
伝
系
統
か
ら
、

こ
れ
に
対
応
し
て
の
措
四
で
あ
ろ
う
。

へ
と
、
い
わ
ば
主
体
を
傍
観
す
る
表
現
か
ら
あ
た
力
も

木
文
に
お
い
て
は
、
「生

こ
の
文
脈
の
変
化
は
、
後
段
の

｝
麻
呂
の
技
法

に
、
「
生
れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と
」
が
そ
の
主
体
と
し
て
せ
り
あ
が
り
、
「
穆
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
」
と
相
侯
っ
て
冒
頭
十
句
が
時
問

こ
れ
に
応
じ
て
、
「
宮
ゆ
」
が
「
御
世
ゆ
」
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

の
叙
述
に
傾
い
た
。

知
ら
し
め
し
し
を
」
と
す
る
と
、
十
句
の
独
立
性
が
つ
よ
ま
る
と
同
時
に
、
知
ら
し
め
し
た
の
が
ど
こ
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
が
、
そ
の

「
天
皇
の
神
の
命
」

兄
れ
ば
「
天
皇
の
神
の
命
」
が
「
大
宮

・
大
殿
」

「
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
」

ぶ
ん
不
明
確
に
な
る
う
ら
み
が
生
じ
る
（
萬
葉
考
ほ
か
）
。

「
そ
ら
に
み
つ
大
和
を
四
き
て
」
ま
で
言
い
つ
い
で
大
き
く
息
を
休
め
る
か
た
ち
に
し
た
の
は
、

で

4
休
止
を
お
き
な
が
ら
も
呼
吸
を
つ
づ
け
て

の
様
相
に
も
彩
開
を
与
え
な
い
で
は
お
か
な
い
。
異
伝
も
本
文
も
、
部
分
と
し
て

の
辿
体
修
飾
成
分
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
も
の
の
、

れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と
」
が
浮
き
た
っ
た
ぶ
ん
だ
け
、
対
四
さ
れ
た
「
天
皇
の
神
の
命
」
も
文
脈
の
前
面
に
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
感
が

あ
る
。
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
け
め
妍
」
か
ら
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
」

眼
前
の
天
智
に
い
ぶ
か
り
を
向
け
た
力
の
よ
う
な
表
現
に
改
め
ら
れ
た
の
も
、

土
地
に
即
き
な
が
ら
そ
の
土
地
に
息
づ
い
た
｝
間
（
歴
代
天
Q
と
天
神
火

こ
の
長
歌
の
変
貌
に
関
述
し
て
把
掠
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
加
え
ら
れ

「
楽
浪
の
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
と
も
北
11

の
ノ
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」

に
興
味
を
い
っ
そ
う
つ
よ
く
注
ぐ
作
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
歌
一
首
か
ら
反
歌
二
首
へ
の
変
化
も
、
長
歌
の
推
敲
と
方
向
を
―
つ
に

い
と
な
み
は
複
雑
な
試
行
を
重
ね
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、

っ
て
復
原
す
れ
ば
、
基
本
的
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
と
思
う
。

こ
の
と
き
に
旧
作
の
短
歌
（
三
一
異
伝
系
統
）

そ
の
推
敲
の
あ
と
を
文
脈
を
追
い
論
理
を
た
ど

こ
の
点
に
対
す
る
配
屈
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
十
句
の
末
尼
を

「
天
の
下

四
〇
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と
こ
ろ
が
、
人
麻
呂
は
、
ふ
た
た
び
詠
出
の
機
会
を
得
た
。
推
敲
の
結
果
、

技
法
が
、

る
夷
に
は
あ
れ
ど
」
と
の
背
反
に
心
を
ひ
そ
め
、

背
反
を
昇
華
さ
せ
る
べ
く

て
一
首
に

11

山
II

と
11

水
II

の
対
照
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
最
小
限
度
、

一
瞬
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
異
伝
の
存
在
は
負
重
で
あ
る
。

五
、
宮
廷
歌
人
人
麻
呂

四

一
首
は
、
土
地
に
即
＜
度
合
い
を
ゆ
る
め
、
山
水
の
対
照

達
成
が
推
敲
の
末
に
果
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

た
し
か
で
あ
ろ
う
。
巧
妙
か
つ
高
度
な

以
上
、
近
江
荒
都
歌
が
、
山
水
対
照
の
構
造
を
布
懺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
的
綜
合
を
達
成
し
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
、

萬
葉
人
は
、
旅
に
お
い
て
、
あ
る
所
を
通
過
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
こ
で
の
あ
る
物
を
見
て
鎮
魂
の
歌
を
う
た
う
、

お
よ
び
、
そ
の

い
わ
ば
騰
旅
信
仰
と

も
い
う
べ
き
習
俗
を
伝
え
て
い
た
。
近
江
荒
都
を
過
ぎ
る
と
き
に
大
宮
と
こ
ろ
を
見
て
悲
し
ん
だ
当
面
の
歌
が
こ
の
羽
俗
の
所
産
で
あ
る

こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
、
晴
れ
の
歌
体
で
あ
る
長
歌
形
式
に
そ
の
悲
傷
を
託
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
官
命
を
帝
び
て
旅
す
る
宮
廷
集
団
を

、
る
（
前
掲
伊
藤
博
「
近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義
」
）
。
第
四
節
の
考
察
に
よ
っ
て
、

代
表
し
て
人
麻
呂
が
う
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
し

系
統
は
、
土
地
に
即
く
面
が
つ
よ
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
腿
旅
信
仰
を
う
け
、
現
地
で
鎮
魂
を
は
た
す
べ
く
手
向
け
ら
れ
た
の
は
、
け
だ

し
、
こ
の
異
伝
系
統
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
よ
る
巧
妙
な
構
成
が
完
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詩
想
が
定
位
さ
れ
、
技
法
が
最
大
限
に
駆
使
さ
れ
た
の
は
、
時
を
う
つ
し
て
の
推

敲
で
あ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
く
、
か
つ
、
よ
り
高
度
な
享
受
者
を
念
頭
に
お
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

よ
り
高
度
な
披
蕗
の
場
と
い
え
ば
、
基
本
的
に
は
、
帰
京
後
、
召
さ
れ
て
宮
廷
に
参
上
し
た
際
と
い
う
の
が
、
も
っ
と
も
想
定
し
や
す

[
0
9

人
麻
呂
歌
が
持
統
天
皇
の
治
世
に
集
中
し
て
詠
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
璽
祝
す
れ
ば
（
稲
本
達
雄
r
萬
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
」
）
、
そ
の
場

人
麻
呂
の
技
法

異
伝

「
そ
ら
に
み
つ
」
「
石
走
る
」
二
つ
の
独
創
的
枕
詞
に
よ
っ
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人
麻
呂
の
技
法

が
持
統
天
呈
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
、
天
皇
臨
席
の
睛
れ
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
想
定
し
や
す
い
。
近
江
荒
都
の
主
天
智
天
坦
は
、

荒
都
に
あ
つ
い
悲
傷
を
手
向
け
る
作
の
受
け
手
と
し
て
持
統
は
ま
っ
さ
き
に
指
折
ら
れ
た
は
ず
で
、

ず
で
あ
る
。

こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
持
統
を
中
心
と
す
る
場
で
の
披
涵
を
予
想
す
る
が
ゆ
え
に
、
荒
都
歌
は
推
敲
さ
れ
、
詩
的
綜
合
を
果

伊
藤
博
氏
は
、
近
江
荒
都
歌
の
文
学
史
的
意
義
を
数
え
て
、
謡
旅
信
仰
に
よ
り
な
が
ら
文
芸
の
世
界
を
樹
立
し
た
こ
と
、
文
学
史
上
も

っ
と
も
巨
大
な
歌
人
人
麻
呂
の
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
定
着
を
示
す
の
が
こ
の
作
で
あ
る
こ
と
、

文
学
史
的
意
義
を
椋
榜
す
る
荒
都
歌
の
昇
華
は
、
推
敲
に
よ
り
、
生
み
の
苦
し
み
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
た
さ
れ
た
。
そ
の
推
沿

人
と
い
う
方
法
概
念
に
よ
る
規
定
が
、
作
品
の
技
法
を
た
ど
る
表
現
論
、
ひ
い
て
は
作
品
を
通
し
て
す
る
文
学
史
論
に
有
効
に
切
り
む
す

ぶ
こ
と
を
語
り
告
げ
る
、
も
っ
と
も
初
期
の
ノ
麻
呂
作
品
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
近
江
荒
都
歌
の
軍
要
性
は
は
か
り
し
れ
な
い
。

原
文
「
石
走
」
を
イ
ハ
パ
シ
ノ
と
訓
み
、
イ
ハ
バ
シ
（
石
戸
）
ノ
間
と
言
い
か
け
て
「
淡
海
一
に
冠
し
た
と
す
る
説
力
あ
る
（
冠
辞
去
9

)

。
し
か
し
、
こ

の
歌
を
見
る
に
、
ノ
の
訓
赤
え
は
、
「
天
下
」
の
よ
う
に
漢
語
の
字
面
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
ば
あ
い
、
お
よ
び
「
淡
海
国
」
「
大
律
宮
」
の
よ
う
に
慣
用

的
表
記
に
よ
っ
た
ば
あ
い
に
限
ら
れ
て
お
り
、
「
石
走
」
を
イ
ハ
バ
シ
ノ
と
訓
み
う
る
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
通
説
に

し
た
が
い
、
イ
ハ
パ
シ
レ
と
訓
ん
て
考
察
を
進
め
る
。

ー

注

を
駆
り
た
て
た
根
源
の
動
機
は
、
人
麻
呂
が
宮
廷
に
披
硲
の
場
を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
宮
廷
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
存
す
る
。
宮
廷
歌

に
あ
た
る
見
解
だ
と
思
う
。

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
（
前
掲
論
文
）
。
肯
槃

た
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た

、

歌
心
ふ
か
い
持
統
の
こ
と
と
て
（
巻
一
—
二
八
な
ど
）、

見
た
と
お
り
の
詩
的
達
成
は
、

十
分
に
効
を
奏
し
て
う
け
い
れ
ら
れ
た
は

持
統
に
と
っ
て
は
父
に
あ
た
る
。

四
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「
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
」
の
下
に
休
止
が
あ
る
と
す
る

一
般
の
解
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。
異
伝
系
統
（
人
麻
呂
自
身
の
初
案
で
あ
る
こ
と
は
後
述
）

に
「
そ
ら
み
つ
大
和
を
置
き
青
丹
よ
し
奈
良
山
越
え
て
」
と
あ
る
の
に
対
比
す
れ
ば
、
本
文
系
統
で
は
「
大
和
を
置
き
て
」
の
下
に
呼
吸
の
切
れ
め

が
あ
る
と
見
る
ぺ
き
で
、
「
知
ら
し
め
し
し
を
」
と
「
そ
ら
に
み
つ
大
和
を
置
き
て」

と
は
、
逆
接
の
呼
吸
を
お
き
な
が
ら
も
連
接
す
る
と
見
る
ぺ
き

か
と
思
っ
（
こ
の
こ
と
、
第
四
節
で
も
ふ
れ
る
）
。
「
大
和
を
置
き
て
」
の
下
の
「
青
丹
よ
し
」
が
奈
良
山
（
ま
た
は
奈
良
）
に
格
別
の
愛
着
を
こ
め
る
際
の

表
現
で
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
三
日
、
柏
本
四
郎
氏
直
話
）
、
そ
の
提
示
は
、
一

首
の
冒
頭
（
巻
一
ー
八
0
、
巻
十
三
ー
三
二
三
七
ほ
か
）
も
し
く
は
休
止
の
あ
と

（
巻
一
ー
一
七
、
巻
十
三
ー
三
二
三
六
な
ど
）
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
用
例
の
四
分
の
一
＿

i

以
上
）
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
も
、

右
の
可
能
性
が
考

5
 

4
 

原
文
「
臨
立
」
を
蔑
葉
集
孜
証
は
カ
ス
ミ
タ
チ
と
訓
み
、
「
枕
詞
に
あ
ら
ず
。
（
略
）
霞
立
は
き
れ
る
と
い
ふ
へ

、

か
A

る
詞
な
れ
ば
、
霞
た
ち
と
よ

ま
で
は
解
を
な
さ
ず
」
と
し
て
お
り
、
継
承
者
も
多
い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
と
、
下
の
「
霧
れ
る
」
と
重
複
す
る
感
が
あ
り
（
疵
葉
集
注
釈
）
、
説
明
的
に

す
ぎ
る
の
で
（
萬
葉
集
全
注
一
）
、
カ
ス
、
、
、
タ
ッ
と
訓
み
「
春
日
」
の
枕
詞
と
す
る
旧
訓
に
し
た
が
う
。

「
よ
そ
に
見
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
よ
そ
（
遠
く
）
か
ら
見
る
と
い
う
訳
が
与
え
ら
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
ち
な
み
に
日
本
古
典
文
学
全
集

本
と
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
が
と
も
に
そ
う
訳
し
て
い
る
例
を
あ
げ
れ
ば
、
巻
十
一
ー
ニ
七
四
四
、
巻
十
ニ
ー
三

0
0
1、
三
0
三
三
‘
――

-0九
七
、

巻
十
五
ー
三
六
二
七
な
ど
で
、
た
し
か
に
そ
の
訳
が
あ
て
は
ま
る
も
の
が
多
い
。
だ
が
、
こ
の
表
現
の
本
義
は
、

無
縁
な
も
の
と
し
て
見
る
の
意
て
あ

り
、
意
を
と
っ
て
訳
せ
ば
「
よ
そ
（
遥
く
）
か
ら
見
る
」
と
も
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
「
よ
そ
に
見
る
」
が
そ
れ
自
体
「
よ
そ
か
ら

見
る
」
の
意
と
意
識
さ
れ
た
ば
あ
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
用
例
は
お
よ
そ
第
三
期
以
後
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
第
二
期
以
前
の
例
は
、

い
ず
れ

も
本
義
ど
お
り
と
見
て
狂
い
は
な
い
（
巻
ニ
ー
一
七
四
、
巻

i-―ー
囮
二
三
な
ど
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
当
面
「
そ
ら
に
み
つ
」
を
大
空
よ

り
見
た
の
意
に
解
し
う
る
可
能
性
は
認
め
に
く
い
。

3
 

2
 

あ

を

み

づ

ら

よ

さ

み

あ

が

に

人
麻
呂
に
は
、
「
石
走
る
」
の
用
例
が
も
う

―
つ
あ
る
。
「
青
角
髪
依
網
の
原
に
人
も
逢
は
ぬ
か
も
石
走
る
淡
海
県
の
物
語
り
せ
む
」

八
七
、
歌
集
詩
体
）
で
あ
る
。
「
依
網
の
原
」
の
所
在
や
「
淡
海
県
の
物
語
り
」
の
内
実
が
明
ら
か
て
な
く
、
ま
た
、
近
江
荒
都
歌
と
の
先
後
も
不
明
で

あ
る
。
も
し
、
こ
の
歌
が
荒
都
歌
よ
り
先
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
石
走
る
淡
海
の
国
」
の
表
現
は
、
荒
都
歌
に
お
い
て
の
独
創
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ば
あ
い
に
も
、
淡
海
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
枕
詞
の
な
か
で
、
荒
都
歌
が
「
石
走
る
」
を
選
択
し
た
の
は
な
ぜ
な
の

か
、
そ
の
意
図
を
追
究
す
る
必
要
は
、
依
然
と
し
て
減
殺
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

慮
さ
れ
る
。

人
麻
呂
の
技
法

四 （
巻
七
ー
．
ニ
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8
 

7
 

6
 

人
麻
呂
の
技
法

さ
き
に
ふ
れ
た
二
六
四
番
歌
に
つ
い
て
、
孔
子
川
上
の
嘆

（論
語
子
窄
第
九
）
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
代
匠
記
）
。
そ
の
と
お
り
だ
と

す
る
と
、
お
な
じ
論
語
に
、
山
水
を
対
比
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
仁
者
と
智
者
に
配
し
た
立
が
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
「
子
日
、
智
者
楽
＞
水
、
仁
者
楽
＞

山
、
押
者
勅
、
仁
者
静
、
智
者
楽
、
仁
者
寿
」
（
雅
也
第
六
）
で
あ
る
。
こ
の
章
が
「
山
」
を
「
安
固
自
然
、
不
＞
動
而
跨
物
生
」
と
し
、
「
水
」
を
「
流

而
否
知
＞
已
」
と
し
て
捉
示
す
る
点
（
集
解
）
、
応
用
す
れ
ば
、
11

山
“
に
常
住
を

11

水
“
に
無
常
を
託
す
る
当
面
の
発
想
を
荘
く
面
を
も
つ
と
も
考
え

点

、
占
代
的
思
考
の
面
に
あ
わ
せ
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
ま
た
、
後
の
「
播
磨
国
風
土
記
」
は
‘
{却
冤
皇

f
（顕
宗
天
応
）

の
ぷ
釈
ど
し
て
「
淡
海
は

喜

る

国

大

和
は
青
垣
冑
垣
の
大
和
に
い
ま
し
し
試
叩
の
す
丸
配
『
の
御
忠
肛
如
面
』
ら
ま
」
と
い
う
洞
章
を
伝
え
て
い
る
（
芙
嚢
郡
）
。
こ
の
、泳

辞
に
お
い
て
、
冒
頭
「
淡
海
は
水
柁
る
国
」
は
、
野
垣
山
に
囲
ま
れ
た
大
和
と
対
比
さ
れ
、

「大
和
は
行
垣
」
以
下
を
ひ
き
た
て
る
序
詞
的
な
役
目
を

果
た
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
（
木
本
通
扮
『
上
代
歌
謡
詳
解
』
）
。
持
統
朝
の
人
麻
呂
ら
が
こ
の
詞
立
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、

定
か
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、

「
大
和
」
と
「
淡
而
」
と
を
11

山＂

と
11

水
＂
に
よ

っ
て
対
照
さ
せ
る
発
想
が
、
提
示
さ
れ
れ
ば

n然
に
受
け
容
れ
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
、
当
面
、
参
考
に
な
る
。
か
り
に
、
何
ら
か
の
た
ず
き
に
よ
り
人
麻
呂
が
こ
の
詠
辞
を
知
っ
て
い
た
と
す
る
と
、

「
水
停
る
国
」
に
対
し
て

「石
走
る
淡
海
の
国
」
と

11

水
＂
の
流
動
を
う
ち
だ
し
た
こ
と
に
な
っ
て
、
本
稿
に
と
っ
て
は
、

よ
り
都
合
が
よ
い
。
だ
が
、
そ
こ
ま
で
言
え
ば
、
憶

測
が
過
ぎ
よ
う
。

岩
卜
武
彦
氏
は
、
「
宮
」
を
治
世
（
御
世
）
を
意
味
す
る
語
で
、
当
時
す
で
に
古
い
言
い
か
た
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
観
点
か
ら
、
異
伝
と
本
文
と
の

関
係
を
考
察
し
て
い
る
（
「
近
江
荒
都
漱
異
伝
考
」
国
文
字
研
究
汽
料
館
紀
要
三
号
）
。

興
味
ぷ
か
い
が
、
本
稿
は
、
文
脈
を
重
視
す
る
立
場
に
た
っ
て
、
「宮」

は
「
大
和
」
に
対
応
し
、
大
和
を
帝
都
の
地
た
ら
し
め
た
初
代
の
皇
居
が
言
及
さ
れ
た
も
の
と
見
て
考
察
を
進
め
る
。

異
伝
「
霞
た
つ
春
日
か
霧
れ
る

fI繁
く
な
り
ぬ
る
」
と
本
文
「
春
草
の
茂
く
生
ひ
た
る
殴
た

つ
春
日
の
霧
れ
る
」
と
で
は
、

春
日
を
う
た

ぅ
二
句
と
点
の
繁
茂
を
う
た
う
二
句
の
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
直
前
の
「
大
宮
は
こ
こ
と
聞
け
ど
も
大
殿
は
こ
こ
と
言
へ
ど
も
」
が

「
大
宮
」
（
大
）
よ
り
「
大
殿
J

(
細
）
へ
と
焦
点
を
絞
り
（
金
子
元
臣
『
腐
葉
集
評
釈
』
）
、
直
後
の
「
も
も
し
き
の
大
宮
と
こ
ろ
見
れ
ば
悲
し
も
（
さ

ぶ
し
も
）
」
が
ふ
た
た
び
「
大
宮
と
こ
ろ
一
全
体
に
焦
点
を
拡
げ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
理
解
す
る
ぺ
き
も
の
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
異
伝
系
統
一

J

は
、

「
大
宮
」
か
ら
「
大
殿
」
へ
焦
点
を
絞
っ
た
の
に
並
行
し
て
「
春
日
」
か
ら
「
夏
草
」
へ

、

こ
れ
も
大
よ
り
細
へ
と
叙
述
を
対
応
さ
せ
た
の
に

対
し
て
、
本
文
系
統
で
は
、

「
大
宮
」
か
ら
「
大
殿
」
へ
焦
点
を
絞
っ
た
の
を
う
け
て
ま
ず
細
部
の
「
春
草
」
を
言
い
、

つ
い
て
視
界
を
拡
け
て
「
在

日
」
の
さ
ま
を
う
た

っ
て
、

結
ひ
に
お
け
る
「
大
宮
と
こ
ろ
」
の
焦
点
の
拡
大
に
す
ぺ
り
こ
む
よ
う
に
仕
組
ん
た
も
の
て
あ
ろ
う
。
大
か
ら
細
へ

、
細

か
ら
大
へ

と
い
う
本
文
系
統
の
焦
点
の
移
行
は
き
わ
め
て
自
然
で
、

長
歌
を
む
す
ぶ
「
も
も
し
き
の
大
宮
と
こ
ろ
見
れ
ば
悲
し
も
」
の
焦
点
の
拡
大

四
四
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本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
井
手
至
先
生
を
は
じ
め
、

た
い
。 ，

 
あ
と
が
き

本
学
上
代
研
究
会
の
方
々
よ
り
有
益
な
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

已
し
て
、

号
ロ

四
五

は
、
つ
づ
く
反
歌
に
お
い
て
故
宮
ゆ
か
り
の
水
辺
を
も
ち
だ
し
て
の
抒
情
へ
と
展
開
し
、

茫
洋
と
余
削
を
ひ
い
て
荒
都
へ
の
悲
傷
を
う
た
い
お
さ
め
て

い
る
。
異
伝
系
統
か
ら
本
文
系
統
へ

、
こ
こ
に
も
構
想
の
定
貯
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

異
伝
系
統
が
現
地
で
の
詠
、
本
文
系
統
が
帰
京
後
の
詠
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
伊
藤
博
氏
に
指
摘
が
あ
る
（
前
掲
「
近
江
荒
都
歌
の
文
学

史
的
意
義
」
）
。
な
お
、
旅
中
の
詠
作
に

つ
い
て
、
後
代
の
芭
蕉
が
「
旅
に
て
は
句
も
出
が
た
き
も
の
に
て
候
」
云
と
（
元
保
元
年
ト
ニ
月
丘
日
、
其
角
宛
也

簡
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
尾
形
仇
氏
の
紹
介
に
よ
っ
て
知
っ
た
（
昭
和
五
十
六
年
卜
月
六

n、
朝
H
新
聞
夕
刊
）
。
作
品
の
形
成
と
完
結
を
追
究
す
る

立
場
に
と

っ
て
、

す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
む
。

謝
意
を
表
し
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