
♂

蒲
生
野
の
相
聞
歌
(
万
葉
2
0
・
2
1
歌
)

天
皇
､
蒲
生
野
に
遊
猟
し
給
ふ
時
に
､
額
田
王
の
作
れ
る
歌

あ
か
ね
さ
す
紫
野
ゆ
き
漂
野
ゆ
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

(
二
〇
歌
)

皇
太
子
の
答
ふ
る
歌

紫
の
に
は
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
は
人
妻
故
に
わ
れ
恋
ひ
め
や
も

(
二
一
歌
)

紀
に
い
は
-
'
｢
天
皇
の
七
年
丁
卯
の
夏
五
月
五
日
､
蒲
生
野
に
遊
猟
す
｡

時
に
､
大
皇
弟

･
諸
王

･
内
臣
､
ま
た
群
臣
'
皆
悉
従
ふ
｣
と
い
ふ
｡

天
智
天
皇
が
琵
琶
湖
畔
の
蒲
生
野
で
猟
を
催
さ
れ
た
の
は
同
天
皇
七
年
五
月

五
日
の
こ
と
で
'
左
注
に
引
か
れ
て
い
る
通
り
で
す
｡
そ
れ
は
額
田
王
が
三
輪

山
悲
歌
を
奏
で
た
後
､

一
､
二
年
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
｡
二
〇
歌
の

｢君
｣

は
皇
太
子
大
海
人
皇
子
､
二
一
歌
の

｢妹
｣
は
額
田
王
｡
こ
れ

に
天
皇
を
加
え

た
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
い
ず
れ
文
中
で
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

こ
こ
で
は
主
と
し
て
次
の
点
が
問
題
で
す
｡

H

二
〇
歌
は
､
解
釈
上
､
三
､
四
､
五
句
の
切
れ
続
き
が
問
題
に
な
り
ま

す
｡

3I
二
1
歌
に
お
い
て
も
'
二
'
三
句
の
切
れ
続
き
が
問
題
で
す
.

臼

第
三
と
し
て
､
二
〇
歌

･
二
1
歌
の
連
関
が
問
題
で
す
O
そ
れ
は
両
作

者
の
心
情
如
何
に
き

あ
ま
り
ま
す
｡

以
上
の
問
題
点
を
こ
の
順
序
で
検
討
し
ま
す
｡
結
果
は
､
期
せ
ず
し
て
通
解

福

沢

武

一

の
批
判
に
な
っ
て
い
-
の
で
す
｡

H

｢野
寺
は
見
ず
や
｣

ま
ず
二
〇
歌
の
解
釈
で
す
｡

｢紫
野
ゆ
き
｣
と

｢標
野
ゆ
き
｣
は
､
別
人
の
別
々
な
動
作
で
は
あ
り
ま
せ

ん
｡
類
語
を
重
ね
､
柴
草
を
栽
培
し
た
標
野
を
あ
ち
こ
ち
す
る
さ
ま
を
表
現
し

た
の
で
す
｡

あ
ち
こ
ち
す
る
の
は

｢君
｣
か
?

そ
れ
と
も

｢野
守
｣
か
?

そ
の
と
き
､

三
､
四
､
五
句
の
切
れ
続
き
が
問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
｡
説
は
大
別
し
て
次
の

四
種
で
す
｡

H

第
五
句
は
倒
置
で
'
第
三
句
は
意
味
上
第
五
句
へ
つ
ら
な
る
｡

こ
れ
が
古
住
以
来
の
通
解
で
す
｡
訳
文
を

一
書
に
代
表
し
て
も
ら
い
ま
す
｡

柴
草
の
植
ゑ
て
あ
る
禁
固
に
､
あ
ち
行
き
こ
ち
行
き
し
て
､
あ
な
た
が

袖
を
振

っ
て
合
図
を
し
て
居
ら
れ
る
の
を
､
番
人
は
見
て
ゐ
る
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
｡
(武
田
氏
旧
版
全
注
釈
)

臼

第
五
句
は
倒
置
｡
三
句

(標
野
ゆ
く
)
は
四
句
を
修
飾
す
る
O

こ
れ
は
山
脇
氏
の
解
で
､
そ
の
訳
文
は
'

柴
草
の
生
え
て
居
る
御
猟
場
を
往
来
す
る
野
守
は
､
君
が
袖
を
振

っ
て
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御
供
の
女
房
に
情
を
寄
せ
給
う
お
姿
を
見
な
い
か
｡
(正
訓
)

臼

第
四
句
は
挿
入
句
｡
三
句
は
五
句
を
修
飾
し
､
第
五
句
は
連
体
形
止
め

の
余
情
表
現
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
佐
伯
氏
の
提
唱
で
'
所
論
は

｢万
葉
語
研
究
｣
に
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
｡
同
解
し
て
い
る
の
は
中
西
氏
の
講
談
社
文
庫
本
で
す
｡

そ
の
後
､
以
上
の
諸
説
を
批
判
し
､
次
の
新
見
を

｢万
葉
集
新
説
｣
に
寄
せ

た
の
は
沢
潟
氏
で
す
｡

的

三
句
は
四
句
を
修
飾
す
る
.
五
旬
は
倒
置
で
は
な
-
､
独
立
文
で
､
連

体
形
の
余
情
表
現
で
あ
る
｡

こ
の
説
に
従
う
の
は
-

沢
潟
氏

(大
成
三
･
注
釈
)
･
新
版
全
注
釈
･
賀
古

氏
探
究

･
次
田
真
幸
氏

(講
説

･
評
釈
)
･
三
谷
氏
万
葉
古
今
新
古
今
｡

そ
の
訳
文
だ
け
で
は
い
ず
れ
の
説
と
も
決
し
か
ね
る
も
の
が
若
干
あ
り
ま
す
｡

特
に
次
の
訳
文
が
気
に
な
り
ま
す
｡

紫
草
の
咲
い
て
ゐ
る
野
を
行
き
な
が
ら
､
標
野
を
行
き
な
が
ら
､
野
守

は
鬼
は
し
な
い
で
せ
う
か
､
あ
な
た
が
袖
を
振
り
ま
す
よ
｡
(土
屋
氏
名
歌

評
釈
)
同
氏
小
径
'
同
文

こ
れ
を
沢
拓
氏
は
四
に
組
み
入
れ
ま
し
た
｡
実
は
､
日
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
?

後
に
は
､
た
と
え
は
私
注
で
t
H
説
を
と
る
の
が
土
屋
氏
で

す
｡

二

沢
潟
氏
が
諸
説
を
批
判
し
た
こ
と
を

三
一口
し
ま
し
た
｡
例
に
よ
っ
て
周
到
な

論
述
で
す
｡
そ
こ
で
氏
の
口
つ
き
を
借
用
し
､
自
分
な
り
の
結
論
を
導
き
た
い

と
考
え
ま
す
｡

早
速
H
説
の
検
討
か
ら
始
め
ま
す
｡
引
用
は
沢
拾
氏
の

｢新
説
｣
所
収
論
文

で
す
｡

集
中
に
は
無
造
作
に
考

へ
て
所
謂
四
､
五
句
倒
置
と
見
え
る
も
の
が
相

当
に
多
い
｡
ざ
っ
と
見
る
と
五
､
六
十
首
以
上
に
も
及
ぶ
や
う
に
見
え
る
｡

し
か
し
そ
れ
ら
は
正
確
に
一
'
二
､
三
'
五
､
四
と
解
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
｡
(
一
三
〇
ペ
)

沢
煎
氏
は
多
く

の
用
例
を
引
い
て
実
証
に
つ
と
め
ま
す
｡
そ
の
結
論
は
次
の

よ
う
で
す
｡

第
三
句
は
第
四
句
へ
つ
づ
い
て
ゐ
る
｡
否
､
三
､
四
が
は
な
せ
な
い
か

ら
第
五
句
が
倒
置
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
-
-
即
ち
､
こ
の
五
句
の
関
係

を
図
に
示
す
と
､

1
-
2
-
3

)
4

5

と
い
ふ
や
う
に

な

る

｡
(
一
三

一
べ
)

沢
潟
氏
は
倒
置
と
解
せ
ら
れ
た
場
合
の
主
題
歌
に
論
及
し
て
い
き
ま
す
｡

明
か
に
四
､
五
の
倒
置
と
認
め
ら
れ
る
の
も
､
四
､
五
が
倒
置
だ
か
ら

三
は
五
に
つ
づ
-
と
見
る
べ
き
も
の
は

一
例
も
な
く
-
-
､
も
し
本
論
の

歌
の
み

｢標
野
ゆ
き
｣
を

｢野
守
は
見
ず
や
｣
を
さ
し
お
い
て
'
｢
君
が
袖

ふ
る
｣
に
つ
づ
け
よ
う
と
な
ら
は
､
特
に
し
か
認
む
べ
き
論
拠
を
示
さ
な

い
限
り
､
そ
の
解
釈
は
認
め
難
い
の
で
あ
る
｡
(
一
三
四
-
玉
.へ
)

主
題
歌
の
倒
置
説
は
致
命
的
で
す
｡
沢
潟
氏
の
指
摘
は
な
お
も
続
き
ま
す
｡

-

倒
置
さ
れ
た
結
句
に
用
言
止
め
は
極
め
て
少
い
は
か
り
か
､

い
づ
れ
も
中
止
形
で
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
､
｢君
が
袖
ふ
る
｣
の
如

き
連
体
形
の
例
は

一
つ
も
見
え
な
い
｡
(
一
三
八
べ

)

も
は
や
倒
置
説
の
不
成
立
は
決
定
的
で
す
｡

三

倒
置
で
な
い
､
し
か
も
三
句
は
四
句
へ
つ
ら
な
る
I

と
す
れ
ば
'
沢
潟
氏

の
唱
え
る
軸
説
が
最
も
有
力
に
な
り
ま
す
.
氏
ご
自
身
の
弁
証
を
き
く
こ
と
に

し
ま
す
｡
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｢野
守
は
見
ず
や
｣
は

｢
し
め
野
ゆ
き
｣
に
立
派
に
つ
づ
く
言
葉
な
の

で
あ
る
｡
｢ゆ
き
｣
｢見
る
｣
の
語
を
つ
づ
け
た
も
の
と
し
て

｢行
き
て
見

て
｣
(
二
六
九
八
歌
)
-
-
な
ど
の
ほ
か
に
､
ノ

ゆ

き

つ

つ

ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
ゐ
る
時
は
を
み
な
え
し
咲
き
た
る
野
べ
を
遊

書

追

都

み
ぺ
し

見

倍

之

(
三
九
五

1

秦
八
千
島
)

か

ゆ

き

か

く

ゆ

き

-
-
う
な
ひ
川
活
き
瀬
ご
と
に

鵜
川
立
ち
可

由

書

加

久

遠

岐

見
つ

れ
ど
も
-
‥
･
(
三
九
九

1

家
持
)

な
ど
あ
っ
て
､
｢紫
野
ゆ
き
標
野
ゆ
き
｣
つ
つ
｢野
守
｣
が

｢見
る
｣
と
い

ふ
事
は
極
め
て
す
な
は
に
接
続
す
る
事
な
の
で
あ
っ
て
､
代
匠
記
に
は
や

く
｢
二
の
行
は
野
守
の
ゆ
く
な
り
｣
と
あ
る
の
は
至
当
の
事
な
の
で
あ
る
｡

(
二

一六
ペ
)

早
速
､
次
の
よ
う
な
疑
問
が
起
き
ま
す
｡

-

1
歌
の
中
心
は

｢野
守
｣
な
の
か
?

｢
君
｣
な
の
か
?

も
ち
ろ
ん

｢君
｣
で
す
.
と
こ
ろ
が
国
の
説
だ
と
､

T
体
ど
っ
ち
だ
ろ
う
と

惑
い
ま
す
｡
説
の
発
表
当
時
か
ら
次
の
よ
う
に
借
問
さ
れ
た
の
で
す
｡

上
の
句
全
部
が

｢野
守
｣
に
か
か
る
と
し
ま
す
と
'

一
首
中

｢君
｣
に

か
か
る
の
は
結
句
の
｢君
が
袖
ふ
る
｣
だ
け
に
な
り
ま
す
｡
｢君
｣
に
む
か

っ
て
贈

っ
た
歌
で
す
か
ら
､少
し
物
足
ら
な
い
や
う
に
思
ほ
れ
ま
す
｡
(｢新

説
｣
の
一
文
中
の
沢
潟
氏
あ
て
斎
藤
茂
吉
氏
書
簡
)

こ
れ
に
対
し
て
沢
薦
氏
は
最
後
の
切
り
札
を
投
げ
ま
す
.

し
か
し
､
｢
か
う
解
釈
す
る
事
が
面
白
い
｣
と
い
ふ
の
で
な
く
て
､
｢
か

う
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
｣
事
が
訓
話
の
第

1
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

紫
草
生
ふ
る
し
め
野
を
か
ゆ
き
か
く
ゆ
き
す
る
の
が
｢野
守
｣
よ
り
も
｢
君
｣

で
あ

っ
た
方
が
よ
い
や
う
に
思
は
れ
た
に
し
て
も
､
｢野
守
｣
と
解
釈
せ
ざ

る
を
得
な
け
れ
ば
､
そ
の
解
釈
の
上
に
正
し
い
鑑
賞
は
生
ま
れ
ね
は
な
ら

ぬ
｡
(
一
四
〇
｡へ
)

ち
ょ
っ
と
陰
口
し
ま
す
｡
-

ず
い
ぶ
ん
力
ん
だ
も
の
で
す
ね
｡

そ
の
後
の
批
判
的
な
見
解
は
次
の
よ
う
で
す
｡

紫
野
行
き
標
野
ゆ
き
つ
つ
野
守
が
見
る
の
だ
と
解
す
べ
L
と
い
う
説
が

有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
､
こ
れ
だ
と
作
品
の
価
値
は
ず

っ
と
下

落
し
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
｡
語
法
と
し
て
は
そ
の
方
が
順
当
の
よ
う

だ
が
､
し
か
し
詩
的
措
辞
は
し
ば
し
ば
超
文
法
､
反
文
法
で
あ
り
う
る
か

ら
､
私
は
や
は
り
作
品
と
し
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
方
を
さ
き
に
重
ん
じ
た

い
｡
そ
う
す
る
と
､
紫
野
行
き
標
野
ゆ
く
の
は
ど
う
し
て
も

｢君
｣
で
な

い
と
ぴ
っ
た
り
来
な
い
｡
(西
郷
私
記
)

こ
の

(飼
説
)
如
く
解
す
れ
ば
'
句
の
つ
づ
き
は
最
も
自
然
に
解
さ
れ

る
事
に
な
る
と
思
う
が
､
し
か
し
短
歌
の
制
作
心
理
よ
り
見
る
時
は
､

1

首
の
重
み
が
野
守
の
方
に
移
っ
て
ゆ
-
こ
と
に
な
っ
て
疑
問
が
残
る
｡
(大

久
保
氏
新
釈
)

こ
こ
で
も
､
つ
い
陰
口
が
き
き
た
-
な
り
ま
す
｡
卑
屈
に
な
る
こ
と
は
な
い

で
す
よ
､
と
｡
な
ぜ
な
ら
､
倒
置
の
場
合
'
沢
潟
氏
の
批
判
は
適
正
で
す
｡
し

か
し
挿
入
句
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
の
で
す
｡

四

改
め
て
挿
入
説
に
当
た
り
ま
す
｡
こ
れ
ま
で
保
留
し
て
お
い
た
の
で
す
｡
佐

伯
氏
の
1
文
を
引
用
す
る
こ
と
で
始
め
ま
す
｡

こ
れ
は

｢紫
野
行
き
標
野
ゆ
き
君
が
袖
ふ
る
を
野
守
は
見
ず
や
｣
と
い

ふ
や
う
な
意
味
だ
と
い
は
れ
る
｡
か
う
考

へ
れ
ば
倒
置
と
も
な
ら
う
が
､

或
は
､
｢野
守
は
見
ず
や
｣
と
い
ふ
軽
挙
を
せ
め
た
言
葉
を
挿
入
し
た
と
も

考

へ
ら
れ
よ
う
か
｡
(万
葉
語
研
究
二
三
七
べ
)

全
-
同
感
で
す
｡
佐
伯
氏
は
次
の
類
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
｡

板
ぶ
き
の
黒
木
の
屋
根
は
山
近
し
明
日
の
日
と
り
て
持
ち
参
り
こ
む

(七
七
九

家
持
)
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こ
の
｢
山
近
し
｣
は
挿
入
句
で
あ
っ
て
､
｢黒
木
の
屋
根
は
山
近
し
｣
と

つ
づ
く
の
で
は
な
い
｡
｢
野
守
は
見
ず
や
｣
を
挿
入
句
と
考

へ
る
の
に
参
考

に
な
る
と
思
ふ
｡
(
二
三
八
べ
)

こ
れ
に
対
す
る
沢
潟
氏
の
反
論
は
次
の
よ
う
で
す
｡

｢山
近
し
｣
は

｢黒
木
の
屋
根
は
｣
に
ぢ
か
に
つ
づ
か
な
い
も
の
で
め

り
､
こ
れ
は
明
か
に

｢
あ
す
の
日
と
り
て
｣
の
間
に
入
れ
ら
れ
た
挿
入
句

と
見
る
べ
く
､
そ
れ
に
類
似
の
も
の
を
あ
げ
れ
ば
'

針
袋
と
り
あ
げ
前
に
置
き
か
へ
さ
へ
は
お
の
と
も
お
の
や
裏
も
つ
ぎ

た
り

(
四

二

一九

大
伴
地
主
)

政
の
上
の
つ
ま
ま
を
見
れ
ば
板
を
延

へ
て
年
深
か
ら
し
神
さ
び
に
け

り

(
四

一
五
九

家
持
)

な
ど
､
第
三
句
は
第
四
句

へ
ぢ
か
に
つ
づ
か
ず
'
｢
お
の
と
も
お
の
や
｣

｢年
深
か
ら
し
｣
は
挿
入
句
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
､
｢
野
守
は
見
ず
や
｣

は

｢
し
め
野
ゆ
き
｣
に
立
派
に
つ
づ
く
言
葉
で
あ
る
｡
(新
説

二
二
六
ペ
)

沢
潟
氏
も
挿
入
句
の
場
合
､
そ
の
挿
入
句
を
ま
た
い
で
'
前
後
が
連
接
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
｡
た
だ
し
､
そ
の
際
は
前
後
の
断
絶
が
自
明
だ
と
い
う

の
で
す
｡
果
た
し
て
上
指
の
挿
入
句
の
場
合
と
主
題
歌
と
の
区
別
が
絶
対
的
で

し
ょ
う
か
?

七
七
九
歌
は

｢
黒
木
の
屋
根
は
｣
と

｢山
近
し
｣
の
問
が
切
れ
て
い
ま
す
0

四

二

一九
歌
も

｢
か
へ
さ

へ
は
｣
で
切
れ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
四

一
五
九
歌
は
､

｢根
を
延

へ
て
｣
が

｢年
深
か
ら
し
｣

へ
つ
ら
な
ら
な
い
こ
と
が
自
明
と
い
い

か
ね
ま
す
｡
そ
の
証
拠
に
'
｢年
深
か
ら
し
｣
を
挿
入
句
と
明
言
し
た
の
は
新
版

の
全
注
釈
と
沢
薦
氏
ご
自
身
の
注
釈
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
す
｡

全
く
同
じ
こ
と
が
次
の
作
品
に
も
い
え
ま
す
｡

み
け
向
ふ
南
開
山
の
巌
に
は
降
り
L
は
だ
れ
か
消
え
の
こ
り
た
る

(
一
七

丁⊥..1

〇
九

人
麿
歌
集
)

主
題
歌
と
全
-
同
じ
構
成
で
す
｡
第
四
句
は
挿
入
句
で
あ
り
､
第
五
句
は
余

情
表
現
の
連
体
形
止
め
で
す
｡
誤
解
さ
れ
や
す
い
点
ま
で
共
通
し
て
い
ま
す
｡

う
っ
か
り
す
る
と
三
句
を
四
句

へ
つ
ら
ね
か
ね
な
い
の
で
す
｡
｢巌
に
は
｣
と
｢降

り
し
｣
の
続
き
に
だ
け
目
を
く
れ
て
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
主
題
歌
の
場
合
だ

っ
て
同
様
で
す
｡

五

佐
伯
氏
の
解
説
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡

｢
君
が
袖
ふ
る
｣
は
､
｢袖
ふ
る
こ
と
よ
｣
と
い
ふ
や
う
な
詠
嘆
的
い
ひ

方
で
､
普
通
な
ら
こ
の
次
に

｢
野
守
は
見
ず
や
｣
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
､

こ
れ
を
上
に
あ
げ
て
文
中
に
は
さ
ん
だ
の
は
､
今
の
言
葉
で
い
へ
ば
､

野
守
が
見
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
､
袖
な
ん
か
お
振
り
に
な
っ
て
､

と
い
っ
た
心
持
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
①
(前
掲
書
二
三
七
-
八

人lE

こ
れ
に
全
面
的
に
同
調
し
て
い
る
の
は
窪
田
氏
で
す
｡

四
､
五
句
は
意
味
か
ら
い
へ
は
'
｢
君
が
袖
振
る
野
守
は
見
ず
や
｣
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
が
､
｢
野
守
は
見
ず
や
｣
を
倒
句
と
し
て
､
挿
入
句
の
形
に

お
い
て
入
れ
て
ゐ
る
-
-
0
(
同
氏
評
釈
)

こ
れ
だ
と
H
の
通
説
と
本
質
的
に
相
違
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
｡
そ
の
成
立
か

ら
し
て
も
､
本
来
文
末
に
あ
っ
た
も
の
を
上
に
あ
げ
た
と
い
う
ご
と
き
性
格
の

も
の
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
｡
｢
山
高
し
｣
｢
お
の
と
も
お
の
や
｣
等
々
が
端
的
な

感
概
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ま
す
｡
し
か
し
､

一
歌
の
中
心
は
､
む
し

ろ
挿
入
句
の
次
に
当
た
る
箇
所
､
｢
明
日
の
日
と
り
て
｣
｢裏
も
つ
ぎ
た
り
｣
等

な
の
で
す
｡
さ
れ
ば
こ
そ
､
挿
入
句
の
前
と
後
と
が
密
接
に
つ
ら
な
っ
て
中
心

を
高
揚
さ
せ
る
の
で
す
｡
挿
入
句
そ
の
も
の
も
中
心
を
引
き
立
て
る
薬
味
と
な

っ
て
い
る
の
で
す
｡

こ
れ
を
要
す
る
に
､
挿
入
句
の
機
能
は
倒
置
の
機
能
と
大
差
の
な
い
も
の
で
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2

は
あ
り
ま
せ
ん
｡
本
質
的
に
特
殊
な
横
能
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
す
｡

J

こ
こ
で
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
挿
入
句
が
直
接
関
係
す
る
の
は
直
後
の

句
で
す
｡
い
う
な
ら
は
､
挿
入
句
は
次
句
に
先
行
す
る
詠
嘆
で
す
｡
疑
問

･
嘆

き

･
不
審

･
驚
き
､
等
々
の
主
観
を
端
的
に
吐
露
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り

ま
す
｡

改
め
て
主
題
歌
の
句
の
か
か
り
を
図
示
し
ま
す
｡

l
I
2
-
3)

)
5

4

川は
､
ま
さ
し
く

間

投
句
で
す
.
1
､
2
､
3
と
せ
り
上
が
っ
て
､

1
直
線

に

5の
頂
点
に
達
し
ま
す
.
そ
の
頂
点
が
高
い
ぽ
っ
か
り
に
､

仰の
主
観
的
詠

嘆
が
投
入
さ
れ
た
の
で
す
｡
頂
点
の
5
を
せ
り
上
げ
る
た
め
の

投入
で
も
あ
る

の
で
す
｡

先
に
沢
潟
氏
の
説
に
ふ
れ
､
否
定
を
保
留
し
ま
し
た
｡
そ
こ
で
は
四
句
ま
で

が
ひ
と
続
き
に
野
守
の
動
作
を
叙
述
し
､
た
だ
五
句
だ
け
に
詠
嘆
を
点
じ
ま
し

た
｡
せ
り
上
が
り
な
ど
全
然
あ
り
ま
せ
ん
｡
お
よ
そ
挿
入
句
説
の
比
で
は
な
い

の
で
す
｡
も
は
や
否
定
を
遷
延
さ
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
ま
し
て
'
正
訓

の
臼
の
説
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
は
第
五
句
を
第
四
句
の
修
飾
と
し
か

認
め
な
か
っ
た
の
で
す
｡

こ
の
句

(第
四
句
)
は
挿
入
句
で
､
歌
意
は
一
･
二
･
三
･
五
と
つ
づ

く
｡
(全
書
)

こ
の
句

(第
四
句
)
を
中
間
に
は
さ
み
こ
ん
だ
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
｡

-
-
御
料
地
と
し
て
の
し
る
し
の
し
て
あ
る
野
を
行
き
な
が
ら
'
あ
な

た
は
袖
を
振
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
｡
野
の
番
人
が
見
る
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
｡
(佐
伯
氏
評
解
)
②

挿
入
句
説
を
列
挙
し
ま
し
た
｡
右
の
訳
文
は
挿
入
句
を
後
ま
わ
し
に
し
て
い

ま
す
｡
そ
の
た
め
､
せ
り
上
が
る
動
き
が
皆
無
で
す
｡
次
の
よ
う
に
し
た
ら
多

少
は
動
き
が
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
?

紫
の
標
野
を
あ
ち
こ
ち
し
な
が
ら
､
(野
守
は
鬼
は
し
ま
せ
ん
か
､)
め

な
た
が
し
き
り
と
袖
を
お
振
り
に
な
る
こ
と
よ
｡
③

肖

｢紫
の
に
は
へ
る
妹
を
｣

柴
草
9
よ
う
に
に
お
う
あ
な
た
を
憎
い
と
思
っ
た
ら
､
人
妻
と
知
り
な

が
ら
恋
を
し
ま
し
ょ
う
か
｡
(小
学
館
本
に
よ
る
)

｢妹
を
憎
-
あ
ら
は
｣
の
箇
所
は
こ
の
よ
う
に
通
解
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
こ

に
疑
問
が
懐
か
れ
ま
す
｡

-
‥
･よ
そ
ふ
る
君
が
憎
か
ら
な
-
に

(
二
六
五
九
)

-
-
海
の
玉
藻
の
憎
-
は
あ
ら
ぬ
を

(
二
二
九
七
)

わ
れ
こ
そ
は
憎
く
も
あ
ら
め
‥
-
･
(
一
九
九
°
)

こ
の
よ
う
に
､
｢惜
し
｣
は
､
ガ
･
ノ
･
ハ
等
に
接
続
し
て
い
ま
す
｡
｢恋
し
｣

｢
か
な
し
｣
な
ど
も
同
様
で
す
｡
ヲ
は
異
例
で
す
｡
｢妹
を
憎
し
｣
を
保
存
す
る

た
め
に

｢憎
-
あ
ら
は
｣
を

｢憎
い
と
思
う
な
ら
は
｣
に
す
り
か
え
る
こ
と
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
｡
こ
の
こ
と
を
つ
と
に
指
摘
し
た
の
は
森
本
治
書
氏
で
す
｡
所

説
は
春
陽
堂
版
万
葉
集
講
座
日
の

｢万
葉
集
品
詞
概
説
｣
で
す
.

森
本
氏
は
主
題
歌
を
初
め
と
し
､多
数
の
例
歌
を
引
い
て
詳
論
し
て
い
ま
す
｡

こ
こ
に
は
必
要
最
少
限
の
要
点
を
抜
記
す
る
に
と
ど
め
ま
す
｡

-

皆
人
を
寝
よ
と
の
鐘
は
打
つ
な
れ
ど
君
を
し
恩

へ
は
い
寝
か
て
ぬ
か
も

(
六
〇
七

笠
女
郎
)

2

海
山

も
隔
ら
な
-
に
何
し
か
も
旦
コロを
だ
に
も
こ
こ
だ
と
も
し
き

(六

八
九

大
伴
坂
上
女
郎
)

そ
がひ

3

わ
が
背
子
を
い
づ
く
行
か
め
と
さ
き
竹
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も

(
一
四

二

一)
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4

夜
並
べ
て
君
を
釆
ま
せ
と
ち
は
や
ふ
る
神
の
社
を
祈
ま
ぬ
日
は
な
し
(
二

六
六
〇
)

あ士
のが
は

血
さ

5

天

漢

瀬
ご
と
に

幣

を

奉
る
心
は
君
を
幸
-
釆
ま
せ
と

(
二
〇
六
九
)

いはひ
Y

6

草
枕
旅
ゆ
-
君
を
幸
-
あ
れ
と
斎

会

す

ゑ
つ
わ
が
床
の
へ
に

(
三
九
二

七

大
伴
坂
上
郎
女
)

右
の

｢
を
｣
は
､
其
の
殆
ど
全
部
が
､
少
し
語
を
補
入
し
て
解
釈
す
る

と
､
目
的
格
を
示
す
格
助
詞
と
し
て
も
解
さ
れ
る
気
が
す
る
の
で
､
従
来
､

酸
味
の
ま
ま
放
棄
さ
れ
て
ゐ
た
｡
例
へ
は

｢麗
し
い
妹
を
憎
く
思
ふ
な
ら

は
｣
｢皆
人
を
寝
か
せ
よ
と
の
鐘
｣
｢日
吉
を
何
故
に
か
し
た
は
し
-
思
ふ
｣

｢吾
背
子
を
ど
こ
か
へ
行
か
せ
よ
う
か
と
｣
等
と
補
充
し
て
解
す
る
の
で

あ
る
｡
し
か
し
､
か
か
る
補
充
は
便
宜
的
な
も
の
で
'
補
充
の
結
果
は
原

作
の
意
と
は
異
っ
た
別
歌
の
解
釈
を
立
て
た
と
同
様
に
な
る
L
t
中
に
は

目
的
格
助
詞
と
し
て
は
ま
る
で
解
釈
の
つ
け
難
い
歌
も
あ
る
か
ら
､
補
充

的
解
釈
を
放
棄
し
て
､
此
等
の

｢
を
｣
は
間
投
助
詞
と
し
て
､
殆
ど
歌
意

に
は
無
関
係
の
語
と
見
な
し
､
｢妹
｣
｢皆
人
｣
｢
日
吉
｣等
は
そ
れ
ぞ
れ
主

語
と
し
て
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
(
二
〇
二
べ
)

こ
の
線
で
主
題
歌
を
受
け
と
っ
た
注
解
を
列
挙
し
て
み
ま
す
｡

いも
を

を

妹
乎
の
乎
は
俗
に
ガ
と
い
ふ
が
如
し
｡
(注
疏
)

あ
な
た
が
憎
い
な
ら
は

全
釈
･斎
藤
氏
秀
歌
･斎
藤
劉
氏
名
歌
鑑
賞
･

窪
田
氏
評
釈

･
佐
々
木
氏
評
釈

･
尾
崎
氏
選
釈

･
新
潮
古
典
集
成
本

ヲ
は
間
投
助
詞
で
､
｢妹
｣
は
主
格
｡

森
脇
氏
解
釈
と
鑑
賞
･大
系
･

竹
内
氏
新
講

･
大
久
保
氏
新
釈

最
後
の
数
氏
が

｢妹
を
｣
の
解
明
に
ふ
れ
て
い
ま
す
｡
立
ち
入
っ
た
考
察
は

森
本
氏
に
き
く
べ
き
で
す
｡

二

刀

森
本

説を
ま
と
も
に
批
判
し
た
の
は
沢
潟
氏
で
す
｡
氏
の
立
場
は
通
解
と
も

臭
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
見
解
に
耳
を
傾
け
ま
し
ょ
う
｡

｢
を
｣
を
森
本
治
書
君
は
間
投
助
詞
と
L
t
｢妹
｣
を
主
格
と
し
て
解
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
｢心
を
痛
み
｣
⑥
の
｢
を
｣
を
同
じ
-
間
投
助

詞
と
さ
れ
る
と
同
じ
意
味
で
､
文
法
的
処
理
と
し
て
一
応
認
め
ら
れ
る
が
､

｢心
を
｣
即
ち

｢
心
が
｣
で
な
い
や
う
に
､
｢妹
を
｣
即
ち

｢妹
が
｣
で
な

iZ5
皆
人
を
寝
よ
と
の
鐘
は

(
六
〇
七
)

わ
が
背
子
を
い
づ
-
行
か
め
と
二

四

一
二
)

な
ど
の
.
｢
を
｣
と
同
じ
-

｢
に
対
し
て
｣
と
い
ふ
や
う
な
意
味
を
持
っ
た

｢
を
｣
で
な
い
か
と
私
は
考

へ
る
｡
(同
氏
注
釈
)

｢
を
｣
に

｢
に
対
し
て
｣
を
当
て
て
い
い
例
が
確
か
に
あ
り
ま
す
｡

し
ろ
た
へ
の
袖
は
ま
ゆ
ひ
ぬ
我
妹
子
が
家
の
あ
た
り
を
や
ま
ず
振
り
L
に

(
二
六
〇
九
)

こ
の

｢
を
｣
は

｢方
に
向
か
っ
て
｣
が
通
解
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
異
解
は
次

の
よ
う
で
す
O

家
の
方
を
断
え
ず
振
り
ま
わ
い
た
の
で

(総
釈
春
日
氏
説
)

家
の
あ
た
り
を
懐
し
み
望
ん
で
の
意

(佐
々
木
氏
評
釈
)

｢
ま
ね
-
｣
｢懐
か
し
み
望
む
｣
の
省
略
が
認
め
ら
れ
る
位
置
で
は
あ
り
ま
せ

ん
O
主
題
歌
で

｢思
ふ
｣
を
補
入
し
た
の
と
同
じ
解
法
な
の
で
す
｡

-
-
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に

石
木
を
も
問
ひ
さ
げ
知
ら
ず
-
-

(七
九
四

憶
良
)

こ
れ
も

｢石
木
に
向
か
っ
て
｣
が
代
匠
記
以
来
の
通
解
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

佐
々
木
氏
も
､
森
本
氏
も
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
こ
で
次
の
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
の
で
す
｡

元
来

二
を
使
用
す
べ
き
場
合
に
､
ヲ
を
使
用
す
る
格
が
あ
り
-
-
｡
(全

注
釈
七
九
四
歌
注
)
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月

し
か
し
'
主
題
歌
の
場
合
は
問
題
で
す
｡
｢妹
を
｣
を

｢妹
に
対
し
て
｣
と
換

言
し
て
も
意
を
な
し
か
ね
ま
す
｡

-
-
美
し
い
妹
を
､
好
ま
し
か
ら
ず
思
ふ
の
で
あ
っ
た
ら
､
(沢
潟
氏
注

釈
)

｢
に
対
し
て
｣
を
主
張
し
､
訳
文
は
通
解
と
寸
分
異
ら
な
い
こ
と
も
理
解
に

苦
し
み
ま
す
｡
要
す
る
に
､
主
題
歌
に
関
す
る
限
り
､
｢
に
対
し
て
｣
の
解
法
杏

潔
-
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡

｢を
｣
を
そ
の
ま
ま
で
受
け
と
る

一
説
が
ま
だ
あ
り
ま
す
｡
と
て
も
賛
同
で

き
る
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
引
用
だ
け
し
て
お
き
ま
す
｡

イ
モ
ヲ
の
ヲ
は
下
の
コ
ヒ
メ
の
目
的
格
と
し
て
置
か
れ
た
の
で
あ
ら
う
0

コ
フ
は
常
に
は
二
を
取
る
の
ーで
あ
る
が
､
ヲ
を
取
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ

を
次
の
ニ
ク
ク
の
目
的
格
と
し
た
の
で
は
文
理
が
合
は
な
い
｡
(土
屋
氏
私

注
)
高
安
氏
万
葉
の
歌
を
た
ず
ね
て
､
同
解

三

森
本
氏
が
引
き
合
い
に
し
た
例
歌
の
諸
注
に
当
た
る
こ
と
に
し
ま
す
｡
そ
の

間
か
ら
主
題
歌
理
解
の
新
し
い
途
を
方
向
づ
け
え
た
ら
幸
い
で
す
｡

-

皆
人
を
寝
よ
と
の
鐘
-
-

(
六
〇
七
)

｢皆
人
を
｣
が
主
格
､
｢寝
よ
｣
が
そ
の
述
語
｡
-

こ
れ
が
通
解
で
す
O

も

一
つ
の
見
解
は

｢皆
人
を
｣
は

｢皆
人
に
｣
の
意
で
､
｢寝
よ
と
｣
の
次
の

省
略
部

｢告
げ
る
｣

へ
修
飾
し
て
い
き
ま
す
｡
こ
の
説
も
成
立
可
能
で
す
｡
引

用
の
助
詞

｢と
｣
の
直
後
に
は
補
足
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
｡
⑤

2

-
-
日
言
を
だ
に
も
こ
こ
だ
と
も
し
き

(
六
八
九
)

｢
目
言
を
｣
を
主
格
に
解
さ
な
い
注
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
次
の
解
説
に
尽
-
さ

れ
て
い
ま
す
｡

｢を
｣
に
つ
い
て
新
考
に
'
古
今
集
材

｢あ
や
な
-
あ
だ
の
名
を
や
立

ち
な
む
｣
'
閃

｢香
を
だ
に
に
ほ
へ
人
の
知
る
べ
-
｣
な
ど
と
同
類
だ
と
し

て
ゐ
る
｡
間
投
助
詞
と
見
る
の
で
あ
る
｡
(沢
潟
氏
注
釈
)

沢
潟
氏
に
反
問
し
た
い
｡
-

同
じ
も
の
を
主
題
歌
に
認
め
て
は
ど
う
し
て

い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
?

｢
を
｣
は
本
来
､
問
投
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
｡
固
定
す
る
前
､
主
格
の

場
合
に
も
､
｢
に
向
か
っ
て
｣
に
も
､
も
っ
と
ほ
か
に
も
､
幅
広
-
使
わ
れ
た
の

で
す
｡
I
の

｢皆
人
を
｣
な
ど
は
､
端
的
な
呼
び
掛
け

｢皆
人
よ
｣
こ
そ

一
番

ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
と
考
え
ま
す
｡

3

わ
が
背
子
を
い
づ
く
行
か
め
と
-
-

(
一
四

一
二
)

｢背
子
を
｣
の
通
解
は
主
格
､
｢行
か
め
｣
が
述
語
で
す
｡
異
解
は
｢背
子
を
｣

の
ま
ま
受
け
と
り
ま
す
｡

一
例
を
示
し
ま
す
｡
⑥

夫
を
何
処

へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
か
､
と
高
を
-
く
っ
て
-
-

(佐
々

木
氏
評
釈
)
大
系

･
沢
潟
氏
注
釈
､
同
解

｢行
か
め
と
｣
の
次
に
は
省
略
を
認
め
て
よ
-
､
成
立
可
能
で
す
｡

以
上
の
よ
う
に
し
て
対
立
す
る
二
つ
の
説
を
保
留
し
て
釆
ま
し
た
が
､
次
の

例
歌
は
当
否
を
決
す
る
試
金
石
に
等
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
｡

の

4

夜
並
べ
て
君
を
釆
ま
せ
と
-
-
祈
ま
ぬ
日
は
な
し

(
二
六
六
〇
)

｢夜
並
べ
て
｣
は

｢釆
ま
せ
｣
を
修
飾
し
て
い
ま
す
｡
従

っ
て
､
｢
君
を
｣
も

｢釆
ま
せ
｣
と
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
諸
注
は
､
-

川

君
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
と

武
田
氏

(総
釈
)
･
全
釈
･
佐
々
木
氏

評
釈

･
大
系

･
沢
潟
氏
注
釈
-
-

脚
君
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
と

武
田
氏
全
注
釈

･
窪
田
氏
評
釈

仰
君
を
よ
こ
し
下
さ
い
と

折
口
氏
口
訳

･
私
注

･
大
成

〓
二

川は
｢釆
ま
せ
｣
の
語
義
を
曲
解
し
て
い
ま
す
.
｢君
を
｣
を

｢釆
ま
せ
と
｣

の

次に
修
飾
さ
せ
た
切
は
認
め
か
ね
ま
す
.
と
い
う
こ
と
は
'
1
3
の
場
合
も
､

次
の
5
6
の
場
合
も

､引
用
の

｢
と
｣
以
後
に

｢
-
-
を
｣
を
修
飾
さ
せ
る
不

可
を
証
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
｡
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-
-
君
を
幸
-
釆
ま
せ
と

(
二
〇
六
九
)

こ
こ
の
川
説
は
'
全
釈

･
大
系

･
沢

潟
氏
注
釈
な
ど
｡

似
付は
語
る
に
足
り

ま
す
ま
い

｡

6

-
-
君
を
幸
く
あ
れ
と

(
三
九
二
七
)

こ
こ
で
川
説
は
､
-

佐
々
木
氏

(総
釈

･
評
釈
)
･
全
釈
･
窪
田
氏
評
釈
･

大
系
｡

語
注
の
検
討
は
こ
れ
ま
で
で
す
｡

要
す
る
に
森
本
氏
の
説
が
正
統
だ
っ
た
の
で
す
｡
｢
を
｣
は
間
投
助
詞
で
す
0

そ
の
本
来
を
考
え
れ
ば
､
六
〇
七
歌
の

｢皆
人
を
｣
の
と
こ
ろ
で
≡
1n
し
た
よ

う
に
､
呼
び
掛
け
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
場
合
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
4
5
6

が
そ
れ
で
す
｡
4
を
例
に
し
ま
す
と
'

｢毎
晩
'
あ
な
た
よ
､
お
い
で
-
だ
さ
い
｣
と
-
-
祈
ら
な
い
日
と
て
な

い
の
で
す
｡

四

呼
び
掛
け
に
関
連
さ
せ
た
い

｢
を
｣
が
別
に
あ
り
ま
す
｡
森
本
氏
の
例
の
一

文
に
き
っ
か
け
を
求
め
る
こ
と
に
し
ま
す
｡
ま
ず
例
文
で
す
｡

7

大
夫
と
思

へ
る
吾
を
か
-
は
か
り
み
つ
れ
に
み
つ
れ
片
恋
を
せ
む

(七

一
九

家
持
)

8

し
ば
し
ば
も
相
見
ぬ
君
を
天
沃
舟
出
は
や
せ
よ
夜
の
ふ
け
ぬ
間
に

(
二

〇
四
二
)

9

ね
も
ご
ろ
に
思
ふ
吾
妹
を
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
よ
ど
む
頃
か
も

(
三

一
〇
九
)

諸
注
等
し
-

｢
を
｣
に

｢
-
-
な
の
に
｣
の
訳
を
与
え
て
い
ま
す
｡
わ
ず
か

な
例
外
が
次
の
ご
と
-
で
す
｡

7

自
分
は
立
派
な
男
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
｡
だ
の
に
-
-

(折
口
氏
口
訳
)

Lo･1

8

し
ば
し
は
お
会
い
す
る
あ
な
た
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
-
‥
･
(大
系
)

ヲ
は
､
名
詞

(そ
の
上
に
は
常
に
連
体
修
飾
語
が
あ
る
)
に
つ
い
て
も

逆
接
を
表
す
こ
と
が
あ
る
｡
歌
中
の
ナ
ク
こ
と
同
様
､
か
か
る
と
こ
ろ
が

禁
止
ま
た
は
命
令
で
あ
る
場
合
は
､
順
接
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡
こ

こ
も
そ
の
一
例
｡
(小
学
館
本
二
〇
四
二
歌
注
)

森
本
氏
は
こ
れ
ら
の
例
歌
の
上
に
次
の
l
頬
を
設
け
ま
し
た
.

｢
-
-
な
る
も
の
を
｣
と
訳
さ
れ
て
ゐ
る

｢
を
｣
で
､
｢名
詞
十
を
｣
で
'

文
が

一
旦
切
れ
る
形
で
あ
る
｡
併
し
､
此
例
の
大
部
分
は
そ
の
名
詞
が
下

の
文
の
主
語
や
客
語
や
補
語
に
な
る
｡
故
に
形
の
上
で
は
切
れ
る
が
､
意

味
の
上
で
は
続
-
｡
従

っ
て
此
時
の

｢
を
｣
を
接
続
助
詞
と
見
る
人
が
多

い
｡
但
し
ヲ
自
身
に
接
続
の
働
き
は
な
-
､
ヲ
は
唯
感
動
を
添

へ
る
｡
(前

掲
書

一
九
七
べ
)

森
本
氏
は

｢
を
｣
に
区
切
れ
を
求
め
ま
し
た
｡
先
の
7

(七
一
九
歌
)
の
折

口
氏
の
理
解
に
徹
し
た
解
法
で
す
｡
こ
こ
に
改
め
て
表
明
し
ま
す
｡
全
く
同
感

だ
､
と
｡

森
本
氏
は
こ
の

｢を
｣
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
｡

｢
よ
｣
と
訳
し
て
当
る
｡
(同
上
雷
同
べ
)

呼
び
掛
け
の

｢
よ
｣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
感
動
を
こ
め
た
述
部
を
構
成
す
る

の
で
す
｡
｢-
-
な
の
だ
｣
と
訳
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
｡
｢吾
を
｣
で
結
ぶ
次

の
よ
う
な
数
例
と
同
等
で
す
｡

む
ら
さ
き
の
名
高
の
浦
の
名
告
藻
の
磯
に
磨
か
む
時
待
つ
吾
を

(
二
二
九

六
)(-

-
磨
い
て
く
れ
る
時
を
待

っ
て
い
る
私
な
の
だ
｡
)

そ
れ
に
し
て
も
'
｢
を
｣が
前
段
の
結
び
に
な
る
時
､
前
段
と
後
段
の
関
係
が

問
題
に
な
り
ま
す
｡
例
歌
の
7
8
9
を
見
て
く
だ
さ
い
｡
前
段
は
前
提
で
す
｡

既
定
の
前
件
で
す
｡
後
段
が
予
想
に
反
す
る
時
､
違
和
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ

ま
す
｡
前
段
に
か
な
う
後
段
は
格
段
に
強
調
さ
れ
る
の
で
す
｡
念
の
た
め
例
歌
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に
訳
を
与
え
ま
し
ょ
う
｡

7

男

一
匹
だ
と
思
っ
て
い
た
私
な
の
だ
｡
い
ま
こ
う
ま
で
や
せ
衰
え
て
片

恋
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
で
い
る
こ
と
よ
｡

8

し
ば
し
ば
会
え
も
し
な
い
あ
な
た
な
の
で
す
｡
天
の
川
の
舟
出
を
早
-

し
て
-
だ
さ
い
｡
夜
の
ふ
け
な
い
う
ち
に
｡

9

心
か
ら
愛
し
て
い
る
あ
の
子
な
の
だ
｡
人
の
う
わ
さ
が
し
き
り
な
た
め

に
会
え
な
い
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
よ
｡

五

と
こ
ろ
で
主
題
歌
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
?

H

妹
な
る
も
の
を
の
意
な
り
､
(古
義
)
吉
原
氏
詳
解
､
同
解
⑦

目

ほ
れ
ぼ
れ
と
す
る
よ
う
な
い
と
し
い
人
だ
｡
そ
の
お
前
が
憎
い
く
ら
ゐ

な
ら

(折
口
氏
口
訳
)

そ
こ
も
と
わ
､
柴
草
の
様
に
匂
お
て
居
る
美
し
い
女
で
あ
る
｡
そ
れ
だ

か
ら
な
か
な
か
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
も
し
そ
こ
も
と
お
愛
す
る
情

が
少
し
で
も
以
前
よ
り
冷
め
て
あ
る
な
ら
は
､
今
わ
は
や
人
妻
で
あ
る
か

ら
'
我
わ
､
そ
こ
も
と
お
恋
い
よ
お
か
'
恋
い
わ
し
な
い
の
で
あ
る
｡
(山

脇
氏
正
訓
)

は
で
は
で
し
い
彼
女
よ
｡
そ
れ
が
､
憎
い
く
ら
い
な
ら

(折
口
氏
日
本

舌
代
叙
情
詩
集
)

臼

柴
草
の
色
の
映
え
る
よ
う
な
'
ほ
で
や
か
に
美
し
い
お
前
よ
､
お
前
が

憎
い
と
思
う
な
ら

(山
本
氏
文
芸
読
本
)

柴
草
の
よ
う
に
は
で
は
で
し
い
わ
が
愛
人
よ
､
た
と
え
お
前
が
人
妻
だ

っ
て
'
な
ん
で
焦
れ
ず
に
お
ら
れ
よ
う
か

(
万
葉
百
歌
池
田
氏
訳
)
⑧

解
法
が
出
そ
ろ
っ
て
い
て
驚
き
ま
す
｡
年
次
順
に
次
か
ら
次
と
導
か
れ
た
こ

と
も
明
白
で
す
｡

ま
ず
H
で
す
が
､
通
解
よ
り
上
で
す
｡
｢
は
な
や
か
な
あ
な
た
を
憎
く
思
う
な

ら
ば
｣
は
平
板
だ
か
ら
で
す
｡
｢
に
お
や
か
な
あ
な
た
が
憎
い
な
ら
ば
｣
の
解
も

同
様
で
す
｡
H
で
す
と
､
｢
う
る
わ
し
い
あ
な
た
で
あ
る
の
に
'｣
(吉
原
氏
詳
解
)

の
よ
う
に

｢
に
お
や
か
さ
｣
が
働
き
を
も
っ
て
き
ま
す
｡

し
か
し
不
満
が
懐
か
れ
ま
す
｡
｢
に
お
や
か
な
あ
な
た
だ
け
れ
ど
､
憎
い
な
ら

-
-
｣
と
､
な
ぜ
こ
と
さ
ら

｢憎
さ
｣
に
こ
だ
わ
る
の
で
し
ょ
う
｡
こ
の
物
言

い
は
消
極
的
す
ぎ
ま
す
｡

jI
は

｢妹
を
｣
に
句
切
れ
を
求
め
ま
し
た
.

一
､
二
句
は

｢妹
｣
の
絶
賛
に

な

った
の
で
す
｡
先
の
例
歌
7
8
9
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡

二

二
句

は

一
歌
の
前
提
で
す
｡
そ
こ
か
ら
三
句
以
下
の
心
情
が
自
然
と
導
か
れ
て
き
ま

す
｡ひ

と
り
正
訓
は

｢惜
し
｣
を

｢愛
す
る
情
が
冷
め
て
あ
る
｣
と
解
説
し
ま
し

た
｡
こ
れ
は
｢惜
し
｣
の
意
味
内
容
を
稀
薄
に
し
た
も
の
で
'
従
い
か
ね
ま
す
｡

｢惜
し
｣
は
愛
憐
の
反
対
で
す
｡
だ
し
ぬ
け
に
口
に
さ
れ
た

｢憎
く
あ
ら
は
｣

は
､
憎
ん
で
当
然
な
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
｡
詳
し
く
は
次
章

で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
､
そ
の
憎
し
み
を
解
消
し
､
人
妻
で
あ
る
こ
と
を
も
問
題

と
し
な
い
恋
心
の
た
だ
ご
と
で
な
さ
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
そ
の
恋
に

い
ま
現
に
身
を
任
せ
て
い
る
の
が
作
者
大
海
人
皇
子
で
す
｡
恋
心
は

一
'
二
句

に
ま
と
も
に
吐
露
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
心
情
の
端
的
な
揚
言
で
す
｡
三
句

以
下
は
裏
側
か
ら
の
念
押
し
で
あ
り
､
細
説
に
当
た
る
も
の
で
す
｡
補
足
で
す
｡

そ
の
意
味
で
次
の
陳
述
は
適
正
だ
と
思
い
ま
す
｡

｢
を
｣
で
つ
な
が
れ
た
第

一
の
事
実

｢汝
は
紫
草
の
如
く
旬

へ
る
妹
な

り
｣
わ
､
第
二
の

｢人
妻
な
る
も
我
は
猶
汝
を
忘
る
る
能
は
ず
｣
と
ゆ
う

事
実
の
根
拠
に
な
る
も
の
で
あ
る
｡
(正
訓
)

1
'
二
句
は
ど
ん
な
に
強
-
て
も
強
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
.
日
の
呼

び
掛
け
と
も
と
れ
ま
す
｡
が
､
情
念
の
表
白
と
し
て
は
jI
の

｢
あ
な
た
は
紫
色

が
映
え
る
よ
う
に
､
か
が
や
か
な
い
と
し
い
人
な
の
だ
｣
の
陳
述
に
は
る
か
に
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及
び
ま
せ
ん
｡
こ
の
陳
述
を
作
者
そ
の
人
が
選
ん
だ
こ
と
を
信
じ
た
い
の
で
す
｡

以
上
の
よ
う
な
意
味
あ
い
か
ら
次
の
感
受
は
見
逃
せ
ま
せ
ん
｡

こ
の

｢を
｣
は
感
動
を
あ
ら
わ
す

｢
を
｣
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
｡

直
接
に
｢惜
し
｣
に
も

｢恋
ふ
｣
に
も
つ
な
が
ら
な
い
で
'
と
に
か
く

｢
に

は
へ
る
妹
｣
と
感
動
し
た
と
見
'
｢
を
｣
は
そ
れ
に
余
韻
を
も
た
せ
た
と
考

え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
｡
(高
安
国
世
氏
万
葉
の
歌
を
た
ず
ね
て
)

六

最
後
に
な
っ
て
追
記
し
ま
す
｡
最
初
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
す
｡
冒

頭
の

｢紫
の
｣
で
す
O
問
題
は
､
枕
詞

･
序
詞

1
般
に
わ
た
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
す
｡

｢
ム
ラ
サ
キ
ノ
に
は
へ
る
｣
を
語
注
に
当
た
る
と
次
の
よ
う
で
す
｡

川

う
る
わ
し
い

折
口
氏
口
訳

似
紫
草
の
よ
う
に
う
る
わ
し
い

美
夫
君
志

･
旧
版
新
講
-
･･･

榊
紫
草
が
咲
き
に
お
う
よ
う
に
う
る
わ
し
い

佐
々
木
氏
選
釈

･
沢
薦
氏

新
釈
-
-

仰

紫
色
の
よ
う
に
う
る
わ
し
い

全
釈
･武
田
氏

(新
解
･全
注
釈
)
-
-

仰

紫
色
が
映
え
る
よ
う
に
う
る
わ
し
い

山
田
氏
講
義

･
斎
藤
氏
秀
歌

･

沢
潟
氏
注
釈

･
坪
野
氏
秀
歌

･
全
書

･
佐
伯
氏
奈
良
時
代
の
国
語

･

西
郷
氏
私
記

･
堀
内
氏
万
葉
の
恋
歌

山
田
氏
の
所
説
が
断
然
光

っ
て
い
ま
す
｡
暗
夜
の
北
斗
の
よ
う
に
｡
要
点
を

抜
記
し
ま
す
｡

こ
れ
は
次
の
｢
に
は
へ
る
｣
に
対
す
る
主
格
に
し
て
､
｢紫
の
に
は
へ
る
｣

と
い
へ
る

一
の
句
を
以
て
妹
を
形
容
せ
る
に
あ
る
な
り
｡
-
-
も
し

｢如

き
｣
と
い
ふ
語
を
加

へ
て
釈
せ
む
と
せ
ば
'
｢
に
は
へ
る
｣
と

｢妹
｣
と
の

間
に
入
れ
て
｢紫
の
に
は
へ
る
｣
如
き
美
し
き
妹
と
解
す
べ
し
｡
(同
氏
講

義
)

こ
の
見
解
に
沿
う
の
は
先
の
料
で
す
.
通
解
は

川で
す
｡

仙
川が
選
べ
な
い

の
は
､
柴
草
の
花
は
見
る
影
も
な
い
か
ら
で
す
｡

川は
枕
詞

の働き
を
最
小
限

に
評
価
し
た
結
果
で
す
｡
い
う
な
ら
は
､
山
田
氏
は
最
大
限
に
評
価
し
た
の
で

す
｡
そ
し
て
'
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
の
は
我
田
引
水
で
し
ょ
う
か
?

そ
の
後
'
佐
伯
氏
が
山
田
説
を
全
面
的
に
支
持
し
ま
し
た
｡
(奈
良
時
代
の
国

語
参
照
)

歌
意
と
し
て
重
要
な
の
は

｢
に
は
へ
る
妹
｣
で
す
O
そ
の

｢
に
は
ふ
｣
を
導

く
た
め
に

｢紫
の
に
は
ふ
｣
と
冠
し
ま
し
た
｡
こ
れ
は
歌
意
か
ら
い
え
は
従
で

す
が
､
｢紫
の
｣
で
切

っ
て
｢紫
色
の
よ
う
に
｣
な
ど
と
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
｡
｢紫
の
｣
は

｢
に
は
へ
る
｣
ま
で
-
い
こ
ん
で
い
ま
す
｡
音
義
と
も

｢
に
は

へ
る
妹
｣
ま
で
有
楼
的
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
O
い
う
な
ら
は
'
主
旋
律
に
対

す
る
陪
音
が
枕
詞

･
序
詞
な
の
で
す
｡
そ
の
陪
音
は
切
り
捨
て
る
べ
き
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡

紫
の
よ
う
に

｢
に
は
へ
る
妹
｣
で
は
な
-
､
｢紫
の
に
は
へ
る
｣
こ
と
が

｢
に
は
へ
る
妹
｣
で
あ
る
と
い
う
風
に
､
両
者
が
直
観
的
に
一
瞬
に
結
合

し
て
い
る
わ
け
で
､
修
辞
的
に
は

｢
よ
う
に
｣
の
媒
語
を
経
な
い
枕
詞
的

比
職
に
近
い
で
あ
ろ
う
｡
(西
郷
氏
私
記
)

そ
の
通
り
で
す
｡
｢
に
は
へ
る
よ
う
に
｣
と
補

っ
た
の
は
便
宜
だ
っ
た
の
で
す
｡

以
上
で
追
記
を
終
わ
り
ま
す
｡
ぜ
ひ
追
記
し
た
か
っ
た
わ
け
が
お
わ
か
り
で

し
ょ
う
か
?

一
､
二
句
の
陳
述
性
を
確
保
し
た
か
っ
た
の
で
す
｡
も
と
も
と

確
保
す
べ
き

l
歌
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
｡
そ
の
時
'

一
､
二
句
は

一
片
の

呼
び
掛
け
で
は
な
-
て
､

-

紫
色
が
映
え
る
よ
う
に
か
が
や
か
な
あ
な
た
な
の
だ
｡

こ
の
よ
う
に
大
前
提
ら
し
い
揚
言
に
な
る
の
で
す
｡

190



娼

肖

｢憎
-
あ
ら
ば
｣

｢野
守
は
見
ず
や
｣
と
い
え
ば
'

野
守
は
兄
は
し
な
い
か
､
の
意
で
､
し
か
も
見
ら
れ
る
事
を
恐
れ
る
不

安
の
気
拝
の
こ
も
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡
(沢
潟
氏
新
釈
)

こ
れ
に
対
す
る
答
歌
は
､
-

見
ら
れ
な
ど
し
な
い
'
と
か
､
見
ら
れ
て
も

か
ま
わ
な
い
､
と
か
､
な
に
か
不
安
に
ふ
れ
た
発
言
が
あ
っ
て
当
然
で
す
｡
と

こ
ろ
が
､
大
海
人
皇
子
は
二
一
歌
で
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
よ
う
と
も
し
て
い
ま
せ

ん
｡こ

れ
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
問
題
で
す
｡
あ
ま
り
に
も
有
名
な
相
聞
歌
で

す
が
､
そ
の
相
聞
た
る
ゆ
え
ん
が
不
明
の
ま
ま
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

奇
態
で
す
｡
た
だ
前
に
も
後
に
も

一
人
'
伊
藤
左
千
夫
が
こ
の
点
に
ま
と
も
に

立
ち
向
か
っ
て
い
ま
す
｡

多
-
の
解
者
が
､
此
の
歌
を
以
て
直
に
前
の
額
田
王
の
歌
に
和
し
た
も

の
と
し
て
あ
る
は
眼
識
の
至
ら
ぬ
の
で
あ
る
｡
此
の
集
の
例
に
､
直
に
歌

に
答

へ
た
も
の
に
は
必
ず
和
歌
と
書
い
て
あ
る
｡
茨
に
は
そ
れ
が

｢答
御

歌
｣
と
詞
書
が
あ
る
は
柳
か
証
と
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
｡
詞
書
な
ど
に

そ
れ
ほ
ど
重
き
を
置
け
ぬ
は
勿
論
で
あ
れ
ど
､
第

一
に
此
の
御
歌
は
前
の

女
王
の
歌
に
和
し
た
と
い
ふ
点
は
何
所
に
も
な
い
は
見
る
通
り
で
あ
る
か

ら
､
此
の
詞
書
に
例
異
っ
た

｢答
｣
の
字
の
あ
る
は
注
目
す
べ
き
価
が
あ

る
｡
(左
千
夫
新
釈
)

こ
の
説
を
必
ず
し
も
採
り
ま
せ
ん
｡
し
か
し
､
耳
を
傾
け
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
｡
二
一
歌
が

｢答
歌
｣
に
な
っ
て
い
な
い
点
を
左
千
夫
は
端
的
率
直
に
言

明
し
ま
し
た
｡
そ
の
解
決
の
た
め
に
題
詞
を
疑
う
途
を
と
り
ま
し
た
｡

敢
え
て
提
言
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
題
詞
を
疑
う
前
に
､
作
品
の
理
解
そ
の

も
の
を
反
省
す
べ
き
だ
､
と
｡
つ
ま
り
､
諸
注
は
自
己
批
判
す
べ
き
だ
っ
た
と

考
え
る
の
で
す
｡

左
千
夫
の
見
解
は
､
そ
れ
以
後
､
ほ
と
ん
ど
進
展
を
み
ま
せ
ん
で
し
た
｡
歌

解
の
方
も

一
進

一
退
を
続
け
ま
し
た
｡
本
章
の
主
題
は

｢答
歌
｣
の
意
味
探
索

で
す
が
､
二
〇
歌
の
歌
解
に
か
か
わ
り
ま
す
｡
以
下
'
年
代
的
な
素
述
を
こ
こ

ろ
み
る
こ
と

に
し
ま
す
｡

二

か

か
く

さ
ま

し

さ
は
か
り
に
､
左

ゆ
き

右

ゆ

き
吾
を
招
き
て
､
懸
想
の
容
貌
を
な
為
た

よ
み

ま
ひ
そ
､
吾
方
の
警
衛
の
者
等
の
見
と
が
め
む
に
と
､
恐
れ
惇
り
て

作

て

奉
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
｡
(古
義
所
収
中
山
厳
水
説
)

こ
れ
が
従
来
の
通
説
と
い
う
も
の
で
す
｡
そ
の
後
も
原
則
的
に
支
持
さ
れ
て

い
ま
す
｡紫

草
の
花
の
咲
い
て
ゐ
る
野
即
ち
天
子
の
御
料
の
野
を
通
っ
て
我
が
な

つ
か
し
い
君
が
袖
を
振

っ
て
､
私
に
思
ふ
心
を
示
し
て
ゐ
ら
れ
る
｡
あ
の

優
美
な
御
姿
を
､
心
な
き
野
守
も
見
て
は
ど
う
だ
｡
(折
口
氏
口
訳
)
山
田

氏
講
義

･
橘
氏
拾
珠
､
同
解

こ
れ
は
大
き
い
後
退
で
す
｡
｢野
守
は
見
ず
や
｣
を
曲
解
し
た
の
で
す
｡

野
守
を
天
智
天
皇
に
た
と
へ
た
の
だ
t
と
い
ふ
説
も
あ
る
が
､
こ
じ
つ

け
で
あ
る
｡
単
純
に
客
観
的
の
歌
と
見
れ
ば
､
愈
す
ぐ
れ
て
見
え
る
歌
で

あ
る
｡
皇
太
子
の
御
歌
は
､
寧
ろ
此
歌
の
内
容
に
深
く
交
渉
を
も
っ
た
も

の
と
見
な
い
が
よ
い
｡
(同
上
書
)

こ
れ
は
誤
解
の
上
塗
り
で
す
｡

か
か
る
場
合
の
贈
答
は
各
自
別
々
な
事
を
い
ふ
こ
と
も
実
際
少
-
な
い

し
､
殊
に
か
う
し
た
客
観
的
の
歌
に
対
す
る
答
歌
と
し
て
は
'
そ
れ
よ
り

外
に
方
法
は
無
い
の
で
あ
る
｡
況
や
そ
ん
な
解
釈
を
-
だ
し
た
と
こ
ろ
で
､

こ
の
歌
と
答
歌
と
の
内
容
が
し
っ
-
り
合
致
せ
ぬ
こ
と
は
五
十
歩
百
歩
な
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る
に
於
て
を
や
｡
(拾
珠
)

こ
う
し
て
通
解
と
刺
し
ち
が
い
を
や
っ
た
の
で
す
｡
も
っ
と
も
､
通
解
は
余

命
を
保
ち
､
｢客
観
的
描
写
｣
の
面
が
継
承
さ
れ
ま
す
｡

こ
の
歌
の
場
合
の
野
守
は
野
を
守
る
者
を
漠
然
と
い
っ
た
も
の
で
､
天

智
天
皇
を
指
し
奉
る
と
か
､
諸
司
だ
と
か
､
警
衛
の
者
だ
と
か
､
額
田
王

を
も
寵
め
た
も
の
だ
と
か
､
精
細
に
詮
索
す
る
と
､
歌
の
妙
味
は
無
く
な

っ
て
-
る
の
で
あ
り
､
ま
た
作
者
の
心
の
奥
底
に
は
天
智
天
皇
や
諸
臣
な

ど
と
い
ふ
写
象
が
あ
っ
た
に
せ
よ
､
歌
ふ
に
際
し
て
は
､
単
に
野
守
と
言

っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
､
そ
の
時
の
作
者
の
写
象
に
は
野
守
と
い
ふ
も
の
で

最
も
鮮
明
に
浮
ん
で
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
鑑
賞
者
は
第

一
其
処
に
目
を

附
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
-
-
今
な
ら
は
､
｢
ヒ
ト
が
見
る
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
か
｣
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
(万
葉
研
究
凹
斎
藤
茂
吉
氏
説
)

客
観
描
写
の
立
場
で
す
｡
野
守
が
軽
-
あ
し
ら
わ
れ
､
同
時
に
､
答
歌
が
答

歌
で
な
く
な
り
ま
し
た
｡
同
じ
こ
と
が
土
屋
氏
に
も
い
え
ま
す
｡

｢野
守
は
見
ず
や
｣
と
心
配
ら
し
く
言

っ
て
い
る
が
'
し
か
し
内
心
は

そ
れ
を
非
常
に
嫌
ふ
と
か
恐
れ
る
と
か
し
て
居
る
の
で
な
い
こ
と
は
､
全

体
の
調
べ
の
う
へ
に
十
分
汲
取
る
こ
と
が
出
来
る
｡
気
に
し
な
が
ら
も
寧

ろ
甘
え
て
居
る
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
｡
野
守
は
勿
論
実
際
の
標
野
の

番
を
し
て
居
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
ら
う
｡
(土
屋
氏
小
径
)

た
だ
余
り
に
人
目
に
立
ち
す
ぎ
る
袖
の
振
方
に
､
｢野
守
は
見
ず
や
｣
の

句
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ら
う
｡
(間
氏
私
注
)

明
る
く
て
､
朗
か
で
､
甘
え
た
り
し
て
､
な
ん
と
仕
合
わ
せ
な
こ
と
｡
だ
が
､

そ
ん
な
に
め
で
た
い
主
題
歌
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
?

か
り
に
こ
の
よ
う
だ
っ
た
と
認
め
ま
し
ょ
う
｡
そ
の
時
､
二
一
歌
は
ど
の
よ

う
に
答
歌
に
な
っ
て
い
る
の
か
?
-
-
こ
の
問
題
解
決

へ
は

一
歩
近
づ
く
ど
こ

ろ
か
､
二
歩
退
い
た
だ
け
な
の
で
す
｡

額
田
王
を
中
心
に
し
て
或
る
種
の
葛
藤
の
存
し
た
如
く
考

へ
る
の
は
思

ひ
す
ご
し
た
も
の
と
言
は
ね
は
な
る
ま
い
｡
此
の
歌
に
も
さ
う
し
た
陰
影

は
な
-
､
華
や
か
な
初
夏
の
行
事
に
伴
ふ
明
朗
な
る
感
興
を
汲
む
べ
き
で

あ
る
.
(同
上
書
二
1
歌
注
)

三

そ
の
後
､
折
口
氏
は

｢野
守
は
見
と
が
め
は
せ
ぬ
か
｣
の
立
場

へ
も
ど
り
ま

し
た
.
(鑑
賞
短
歌
大
系
飼
万
葉
恋
愛
歌
読
本
)

そ
こ
か
ら
改
め
て
次
の
よ
う
な
横
道

へ
そ
れ
て
い
き
ま
し
た
｡

右
の
唱
和
の
御
歌
は
､
宴
会
の
座
興
を
催
し
た
歌
と
見
て
よ
い
と
思
ひ

ま
す
｡
(同
氏
恋
の
座

一
七
四
ペ
)

野
守
を
天
智
天
皇
に
あ
て
て
考

へ
る
の
は
考

へ
す
ぎ
に
な
る
｡
さ
う
し

た
内
容
的
に
ゆ
き
す
ぎ
た
昔
か
ら
の
解
釈
を
忘
れ
た
方
が
よ
い
や
う
で
あ

る
｡
そ
れ
に
又
､
当
時
か
う
し
た
関
係
に
つ
い
て
後
世
ほ
ど
気
に
や
ま
な

い
の
だ
か
ら
､
も
っ
と
あ
け
ひ
ろ
げ
た
気
拝
の
上
に
､
互
に
戯
れ
合
っ
て

ゐ
る
や
う
な
所
を
感
じ
て
よ
い
｡

こ
の
御
製
に
も
､
軽
い
ユ
ウ
モ
ア
が
見
ら
れ
る
｡
両
も
多
く
の
聴
衆

･

観
衆
を
ひ
か
へ
て
､
ざ

っ
く
ば
ら
ん
に
､
誇
り
か
に
､
か
の
愛
情
を
そ
そ

る
様
な
物
言
ひ
の
所
が
あ
る
｡
(同
氏
古
代
叙
情
詩
集
)

も
ほ
や
ま
と
も
な
贈
答
な
ど
で
は
な
-
'
公
衆
を
前
に
し
た
演
技
と
化
し
て

い
ま
す
｡
｢
不
安
｣
な
ど
は

一
切
よ
う
は
な
い
の
で
す
｡

こ
の
後
に
目
ざ
ま
し
い
進
展
が
き
ま
す
｡
佐
伯
氏
の

｢野
守
は
見
ず
や
｣
挿

入
説
の
提
唱
で
す
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
前
章
に
ゆ
だ
ね
'
同
説
に
賛
同
す
る
谷

馨
氏
に
耳
を
傾
け
ま
す
｡

と
ど

王
の
懸
念
に
よ
る
訴
え
､
あ
ら
わ
な
仕
種
を

禁

め

よ
う
と
す
る
意
も
､

諸
抄
の
多
く
の
言
う
が
如
き
深
刻
な
も
の
で
は
な
く
､
何
れ
か
と
言
え
ば

軽
-
､

一
種
の
艶
や
か
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
､
私
に
は
解
さ
れ
て
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く
る
の
で
あ
る
｡
第
四
句
に

｢
不
見
哉
｣
と
'
反
語
に
な
る
助
詞

｢哉
｣

を
用
い
､
結
句
を
詠
嘆
の
連
体
止
と
し
た
句
法
も
､
そ
う
し
た
心
の
弾
み

を
現
わ
し
て
い
る
と
思
う
｡
茂
吉
の

｢
ヒ
ト
が
見
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

か
｣
の
口
調
は
'
そ
う
し
た
機
微
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
､
私
に
は
面
白

い
｡
即
ち
､
下
二
句
そ
れ
自
体
に
､
女
の
娼
態
が
､
言
外
の
情
と
し
て
湛

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡
野
守
が
字
義
通
り
の
意
で
あ
る
と
す
れ
ば
､

彼
等
の
見
る
こ
と
な
ど
､
二
人
に
と
っ
て
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
｡
ふ

と
胸
を
掠
め
た
程
度
の
懸
念
で
あ
っ
て
､
諸
注
の
言
う
が
如
き
強
い

｢
不

安
｣
と
ま
で
考
え
る
を
要
し
な
い
心
ゆ
ら
ぎ
と
見
る
の
が
歌
意
に
即
し
て

自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
娼
態
は
､
そ
こ
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

(谷
氏

｢額
田
王
｣
)

谷
氏
の
論
旨
に
は
客
観
説
が
大
幅
に
物
を
言
っ
て
い
ま
す
｡
不
安
は
半
ば
､

半
ば
以
上
'
影
を
ひ
そ
め
､
娼
態
が
前
面
に
大
映
L
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の

明
る
さ
､
｢軽
み
｣
は
折
口
説
と
土
屋
説
に
二
脈
も
三
脈
も
通
じ
て
い
ま
す
｡
そ

れ
は
も
は
や
遊
び
の
世
界
で
す
｡
｢答
歌
｣
の
問
題
解
決
な
ど
と
っ
く
に
超
越
し

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
｡

折
口
説
が
完
全
に
復
活
し
た
の
は
そ
の
後
で
す
｡
教
え
子
た
ち
が
師
説
を
顕

彰
し
た
の
で
す
｡

こ
の
唱
和
の
歌
は
､
狩
猟
の
と
き
の
宴
席
の
歌
で
あ
る
｡
宮
廷
で
､
そ

の
こ
ろ
詞
才
を
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
額
田
王
が
宴
席
の
座
興
に
歌
っ
た

の
だ
｡
｢
野
守
は
見
ず
や
｣
と
言
っ
て
も
､
余
興
で
あ
り
､
仮
構
で
あ
っ
て
､

あ
け
ひ
ろ
げ
た
気
持
で
の
戯
れ
な
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
大
海
人
の
歌
は
､
女
の
即
興
の
戯
れ
に
即
座
に
応
じ
た
ゆ

と
り
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
､
自
分
の
真
情
を
吐
露
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
て
､
実
は
大
勢
の
聴
衆

･
観
衆
を
前
に
し
て
の
座
興
な
の
で

あ
る
｡
そ
の
唱
和
の
歌
を
言
葉
通
り
に
取
っ
て
､
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
悲

劇
的
な
恋
を
想
像
す
る
読
者
は
､
作
者
に
う
ま
-
か
っ
が
れ
た
こ
と
に
な

る
｡
(山
本
氏
文
芸
読
本
)
山
本
･
池
田
両
氏
共
著
万
葉
百
歌
･
堀
内
氏
万

葉
の
悲
歌
'
同
解

こ
れ
は
笑
う
べ
き
邪
説
で
す
｡

も
し
主
題
歌
が
そ
ん
な
も
の
だ
っ
た
ら
､
僕
は
公
然
と
言
い
ま
す
｡
1

額

田
王
､
大
海
人
'
そ
し
て
万
葉
'
糞
-
ら
え
｡

実
は
､
そ
う
で
な
い
こ
と
を
信
じ
ま
す
｡
万
葉
を
'
万
葉
歌
人
た
ち
を
､
護

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
｡

四

谷
氏
は
挿
入
句
説
の
立
場
で
し
た
｡
だ
っ
た
ら
､
も
っ
と
別
な
結
論
が
出
た

は
ず
で
す
｡
挿
入
句
の
理
解
に
徹
し
な
か
っ
た
ぽ
っ
か
り
に
､
半
歩
の
前
進
も

望
め
な
か
っ
た
の
で
す
｡

挿
入
句
が
宿
す
疑
問

･
反
凝

･
不
審

･
詠
嘆
等
々
は
､
そ
の
直
後
の
句
に
関

係
し
ま
す
｡
そ
の
こ
と
は
先
に
ふ
れ
ま
し
た
｡
念
の
た
め
に
一
例
を
掲
げ
ま
す
｡

大
夫
や
片
恋
せ
む
と
嘆
け
ど
も
醜
の
大
夫
な
は
恋
ひ
に
け
り

(
二

七

舎
人
皇
子
)

挿
入
句

｢醜
の
大
夫
｣
は
自
喝
で
す
｡
自
頓
す
べ
き
当
の
こ
と
は

｢
な
は
恋

ひ
に
け
り
｣
で
す
｡
そ
れ
を
先
取
り
し
て

｢醜
の
大
夫
｣
と
置
い
た
の
で
す
｡

先
取
り
し
た
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
｡
｢
な
は
恋
ひ
に
け
り
｣が
事
実
の
陳
述

で
あ
る
の
に
対
し
､
純
主
観
的
想
念
で
あ
る
こ
と
が
最

.
も
重
要
で
す
｡
結
果
的

に
は
挿
入
句
の
か
か
わ
る
箇
所
､
例
歌
で
す
と

｢
な
は
恋
ひ
に
け
り
｣
を
浮
き

彫
り
に
す
る
役
目
を
果
た
し
ま
す
O
｢な
は
恋
ひ
に
け
り
｣
は
1
歌
の
中
心
で
す
.

挿
入
句
は
引
き
立
て
役
､
添
え
役
な
の
で
す
｡
毛
色
の
変
っ
た
脇
役
と
い
う
べ

き
で
し
ょ
う
｡
自
ら
の
愚
し
い
行
為

(客
観
)
を
､
も

一
つ
別
な
立
場
の
自
分

(主
観
)
が
瑚
笑
し
､
主
題
を
い
や
が
上
に
高
揚
さ
せ
て
い
る
の
で
す
｡

同
様
に
し
て
､
主
題
歌
の
挿
入
句

｢野
守
は
見
ず
や
｣
は

｢君
が
袖
ふ
る
｣
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に
直
接
関
係
し
ま
す
｡
｢袖
ふ
る
｣
は
連
体
止
め
で
'
余
情
表
現
で
す
｡
挿
入
句

を
省
い
て
訳
を
与
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
｡

-
-
標
野
を
ゆ
き
つ
き
つ
し
て
､
あ
な
た
が
袖
を
振
る
こ
と
よ
｡

｢君
が
袖
を
振
る
こ
と
｣
が
大
映
し
に
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
あ
き
れ
ん

は
か
り
で
す
｡
そ
れ
を
日
に
し
､
作
者
自
身
の
不
安
な
気
持
ち
を
端
的
に
表
白

し
た
の
が

｢野
守
は
見
ず
や
｣
で
す
｡
い
う
な
ら
は
､
そ
れ
は
傍
白
な
の
で
す
｡

大
海
人
そ
の
人
は
､
不
安
も
も
の
か
は
'
大
胆
不
敵
に
振
舞

っ
て
い
ま
す
｡
そ

れ
が
二
〇
歌
の
主
題
で
す
.
｢野
守
は
見
ず
や
｣
は
額
田
王
の
私
的
な
つ
ぶ
や
き

に
過
ぎ

ま
せ
ん
｡
そ
れ
を
い
ち
い
ち
と
り
挙
げ
て
い
た
ら
野
暮
で
す
｡
野
守
な

ど
ー

そ
れ
が
な
に
だ
っ
た
に
せ
よ
､
最
初
か
ら
大
海
人
の
眼
中
に
な
か
っ
た

の
で
す
｡
た
ぎ
る
心
を

一
直
線
に
ぶ
ち
ま
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
｡
も
う
理

屈
で
は
な
い
｡
が
む
し
ゃ
ら
に
感
情
を
た
た
き
つ
け
た
の
が
大
海
人
の
二
一
歌

で
す
.
激
情
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
大
海
人
を
傍
か
ら
写
し
と
っ
た
の
が
額
田

王
の
二
〇
歌
だ
っ
た
の
で
す
o

牧
田
王
は
す
で
に
天
智
天
皇
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

マ
七
の
意
識
が
大

海
人
に
な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
憎
か
っ
た
ら
マ
七
を
守
れ
た
こ
と
を

自
ら
認
め
て
い
ま
す
｡
あ
ま
り
に
も
に
お
や
か
な
た
め
に
マ
七
も
マ
七
で
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
二
一
歌
で
告
白
し
て
い
ま
す
｡
そ
の
結
果
が
す
で
に

二
〇
歌
で
歌
わ
れ
た
通
り
で
す
｡
野
づ
ら
を
あ
ち
こ
ち
し
つ
つ
'
あ
ら
れ
も
な

く
袖
ふ
っ
て
い
る
の
で
す
.
ひ
と
り
は
ら
は
ら
し
て
い
る
額
田
王
こ
そ
人
妻
の

マ
七
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
｡

マ
七
を
越
し
て
い
た
ら
は
ら
は
ら
な
ど
し

ま
せ
ん
｡
｢野
守
｣
は
､
い
う
な
ら
は
'

マ
七
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
｡

五

一
つ
の
疑
問
を
長
年
懐
き
つ
づ
け
ま
し
た
｡
二
一
歌
の

｢憎
く
あ
ら
は
｣
が

唐
突
で
'
そ
の
意
を
汲
み
か
ね
た
の
で
す
｡
こ
れ
に
つ
い
て
も
左
千
夫

一
人
が

立
ち
入
っ
て
い
ま
す
｡
前
に
引
用
し
た
長
文
の
続
き
で
す
｡

予
の
考
で
は
､
此
の
御
歌
は
額
田
王
の
言
伝
か
消
息
な
ど
に
答

へ
て
詠

ま
れ
た
も
の
と
思
ふ
｡
-
-
女
王
の
心
情
を
少
し
く
推
測
し
て
見
れ
ば
､

心
の
内
は
少
し
も
変
り
な
-
､
今
天
皇
に
召
さ
れ
て
居
る
は
全
-
余
儀
な

き
た
め
と
は
云
へ
､
眼
の
前
に
て
人
妻
と
他
人
に
か
し
つ
き
余
所
々
々
し

く
あ
ひ
し
ら
ほ
れ
て
は
､
皇
太
子
も
定
め
て
自
分
を
憎
-
思
召
し
で
あ
ら

う
､
歌
に
も
云
へ
る
如
く
､
｢野
守
は
見
ず
や
｣
な
ど
頗
る
他
を
惜
っ
た
態

度
を
し
た
や
う
な
事
で
､
俗
に
い
ふ

｢あ
れ
ほ
ど
余
所
々
々
し
く
せ
な
-

と
も
｣
な
ど
皇
太
子
が
思
召
し
は
せ
ま
い
か
､
以
上
の
如
き
意
味
で
女
王

は
必
ず
皇
太
子
に
対
し
て
､
定
め
て
憎
く
思
召
さ
む
と
云
ひ
送
っ
た
ら
う

と
思
は
れ
る
｡
此
の
歌
に

｢憎
く
あ
ら
は
｣
の
詞
の
出
た
と
い
ふ
も
､
必

然
､
以
上
の
如
き
女
王
の
詞
に
対
し
て
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
遠
い
推
測
で

は
あ
る
ま
い
と
信
ず
る
｡
(新
釈
)

残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
推
測
を
信
じ
か
ね
ま
す
｡
額
田
王
の
心
情
も
左
千

夫
が
推
測
し
た
ご
と
き
も
の
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
ふ

れ
る
と
し
て
､
い
ろ
い
ろ
な
推
測
よ
り
先
に
､
題
詞
を
信
じ
て
か
か
り
た
い
と

思
い
ま
す
｡
｢額
田
王
の
歌
｣
が
あ
っ
て
､
そ
の
次
に
｢皇
太
子
の
答
ふ
る
御
歌
｣

と
あ
っ
た
ら
､
前
の
額
田
王
の
歌
に
答
え
た
は
ず
で
し
ょ
う
｡
そ
の
よ
う
に
理

解
す
べ
く
わ
れ
わ
れ
は
努
め
る
べ
き
で
す
｡

左
千
夫
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
｢憎
く
あ
ら
は
｣
を
重
視
す
べ
き
こ

と
で
す
｡
作
者
た
ち
は
ま
と
も
な
解
説
な
ど
与
え
て
い
ま
せ
ん
｡
･た
だ
関
係
あ

り
と
思
わ
れ
る
の
は

｢人
妻
｣
の
一
語
で
す
｡

思
え
は
'
額
田
王
は
単
純
な
人
妻
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
つ
い
最
近
ま
で
互
い

に
思
い
人
で
し
た
｡
い
う
な
ら
は
大
海
人
を
置
き
去
り
に
し
た
当
人
が
額
田
王

で
す
｡
愛
し
て
い
た
だ
け
に
､
憎
い
の
が
当
然
で
す
｡
額
田
王
の
方
か
ら
い
え

は
､
憎
ま
れ
て
当
然
至
極
で
す
｡

君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
は
わ
が
宿
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
-

(
四
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八
八

額
田
王
)

か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
は
大
御
船
は
て
し
泊
に
標
結
は
ま
L
を

(
一

五

一

同
)
⑨

こ
れ
ら
の
作
品
は
天
智
天
皇
に
身
も
心
も
寄
せ
て
い
た
額
田
王
を
伺
わ
せ
ま

す
｡
そ
う
し
た

｢人
妻
｣
を
憎
ま
せ
な
か
っ
た
も
の
は
､
大
海
人
の
ロ
を
借
り

れ
ば

｢紫
の
に
は
へ
る
妹
｣
で
し
た
｡
四
十
歳
が
ら
み
の
額
田
王
は
容
色
な
お

衰
え
ず
'
円
熟
の
魅
力
に
満
ち
て
い
た
で
し
ょ
う
｡
も
っ
と
大
切
な
こ
と
を
考

え
ま
す
｡
離
れ
去
っ
て
い
く
ま
で
の
額
田
王
の
心
板
を
大
海
人
は
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
思
う
の
で
す
｡

斉
明
四
年
､
す
で
に
別
れ
を
覚
悟
し
て
血
の
涙
を
流
し
て
い
ま
す
｡

泣
か
ま
く
も
慕
ひ
こ
そ
行
け
わ
が
背
子
が
い
立
た
せ
り
け
む
厳
榎
が
も
と

(九

額
田
王
)
⑲

そ
れ
か
ら
約
十
年
､
執
行
猶
予
の
よ
う
な
年
月
が
つ
づ
き
､
二
度
目
で
最
後

の
血
の
涙
を
流
し
ま
す
｡
そ
れ
が
三
輪
山
悲
歌
で
す
｡

三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
情
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
L
や

(
一
八

額
田
王
)
⑪

そ
の
間
に
も
幾
ら
泣
い
た
か
知
れ
ま
せ
ん
｡
と
て
も
憎
め
な
ど
し
な
い
大
海

人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡
標
野
で
額
田
王
を
目
に
し
て
は
､
ほ
と
ん
ど
衝
動

的
に
振
舞
っ
た
大
海
人
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
｡

主
題
歌
と
相
前
後
し
て
次
の
よ
う
な
事
件
が
あ
り
ま
し
た
｡

帝
､
群
臣
を
召
し
､
浜
楼
に
置
酒
す
｡
酒
酎
に
し
て
歓
を
極
む
｡
こ
こ

に
皇
太
弟
､
長
槍
も
て
敷
板
を
刺
し
貫
-
｡
帝
驚
き
､
大
い
に
怒
り
て
､

ま
さ
に
執

へ
て
害
せ
む
と
す
｡
大
臣
固
-
諌
め
､
帝
即
ち
止
む
｡
(鎌
足
伝
)

原
漢
文

こ
れ
を
主
題
歌

へ
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
し
か
し
'

大
海
人
の
衝
動
的
な
点
は
共
通
し
て
い
ま
す
｡
激
し
や
す
い
点
で
は
天
智
天
皇

も
負
け
て
は
い
ま
せ
ん
｡
二
人
の
男
を
と
り
も
っ
た
の
は
鎌
足
で
し
た
｡
恋
の

い
き
さ
つ
に
お
け
る
橋
渡
し
は
額
田
王
そ
の
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡
彼
女

を
憎
く
思
わ
な
か
っ
た
の
は
大
海
人
は
か
り
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
｡
壬
申
の
乱

の
生
起
な
ど
は
お
よ
そ
彼
女
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
な
か
っ
た
と
考
え
ま
す
｡

六

あ
れ
も
こ
れ
も
､
思
い
つ
く
ま
ま
述
べ
ま
し
た
｡
ぼ
や
け
た
焦
点
を
し
ぼ
り

な
お
す
必
要
を
感
じ
ま
す
｡

二
〇
歌
は

｢野
守
は
見
ず
や
｣
を
大
海
人
に
訴
え
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

-

ず
い
ぶ
ん
袖
を
お
振
り
で
す
こ
と
｡
･･････こ
れ
が
表
の
歌
意
で
す
.
裏
は
'

-

も
う
私
を
す
っ
か
り
憎
ん
で
お
い
で
と
思
い
ま
し
た
の
に
-
-
｡

こ
れ
に
対
す
る
大
海
人
の
答
え
は
､-

憎
か
っ
た
ら
袖
を
振
り
も
す
ま
い
｡

い
と
し
い
ぽ

っ
か
り
に
､
こ
う
し
て
恋
い
こ
が
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
｡

最
後
に
改
め
て
ふ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
｡
論
述
の
途
中
で
も
気
に
な
っ

て
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
｡

二
〇
歌
に
額
田
王
の
心
の
傾
斜
を
認
め
る
こ
と
､
つ
ま
り
大
海
人
へ
の
娼
態

を
感
得
す
る
こ
と
が
､
通
念
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

詞
の
上
に
恋
ふ
る
意
味
が
な
く
て
却
っ
て
相
思
の
念
禁
じ
難
き
趣
が
あ

る
｡
(左
千
夫
新
釈
二
〇
歌
評
)

そ
の
動
作
は
､
額
田
王
に
対
し
て
如
何
に
快
感
を
誘
発
せ
し
む
る
も
の

で
あ
っ
た
か
は
'
第

一
､
二
'
三
句
の
調
子
に
よ
っ
て
も
解
し
得
る
所
で

あ
る
｡
(赤
彦
氏
鑑
賞
及
び
其
批
評
二
〇
歌
評
)

等
々
々
､
列
挙
の
煩
に
た
え
ま
せ
ん
｡
つ
い
に
次
の
よ
う
な
傍
白
が
と
び
出

す
の
で
す
｡

額
田
王
の
作
の
方
に
多
-
の
姿
態
の
見
え
る
こ
と
は
嫌
味
と
ま
で
は
言

は
な
い
に
し
て
も
､
皇
太
子
の
御
歌
の
劫
直
真
率
な
る
の
に
は
遠
く
及
ば

な
い
や
う
に
思
ふ
｡
(土
屋
氏
万
葉
集
百
首
)
同
氏
小
径
巻
末
所
収
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私
感
を
述
べ
ま
す
｡

諸
家
が
受
け
と

っ
て
い
る
額
田
王

の
姿
態
は
嫌
味

の
限
り
で
す
｡
娼
婦

の
よ

う
に
不
潔

で
す
｡
そ
れ
を
賛
美
称
揚
し
て
い
る
人

々
の
気
が
知
れ
ま
せ
ん
｡

た
だ
し
､
そ
れ
は
誤
読

か
ら
き
て
い
ま
す
｡
額
田
王
そ
の
人
と
作
品
が
関
知

す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

谷
氏

の
引
用
文

に
は

｢
娠
態
｣
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
そ
れ
に
劣
ら

ぬ
語
を
費
す

の
は
田
辺
氏
で
す
｡

殻
郁
た
る
色
気

に
包
ま
れ

つ
つ
匂
う
よ
う
に
､
は
ず
む
よ
う
に
､
甘
美

な
情
緒
を
伴
な

っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(
同
氏
初
期
万
葉

の
世

界

二
〇
歌
評
)

姻
態
や
色
気
を
感
じ
た
の
は
読
者

の
勝
手
で
す
｡
額
田
王
が
辞
を
尽
-
し
て

表
現
し
た
の
は
自
ら
の
絹
態
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
は
大
海
人
そ
の
人

の
驚
倒
的
な
振
舞

い
だ

っ
た
の
で
す
o
額
田
王
自
身

の
心
情

は

｢
野
守

は
見
ず

や
｣

の
つ
ぶ
や
き

一
つ
で
す
｡

さ
れ
は
申
し
た
い
｡
わ
が
額
田
王

に
皆
し
て
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
着
せ
な

い
で
ほ
し

い
｡
彼
女
は
娼
婦
ま
が

い
の
女
性

で
は
な

い
の
で
す
｡

注

①

｢君
が
袖
ふ
る
｣
は
詠
嘆
的
な
表
現
で
す
｡
文
字
通
り

｢袖
ふ
る
こ
と
よ
｣
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
点
､
佐
伯
氏
の
訳
文
｢袖
な
ん
か
お
振
り
に
な
っ
て
｣
は
自
家
撞
着
を

犯
し
て
い
ま
す
｡
こ
こ
に
一
々
挙
げ
ま
せ
ん
が
､
同
じ
誤
り
は
数
氏
に
は
限
り
ま
せ
ん
｡
大

目
に
見
す
ご
す
こ
と
が
で
き
か
ね
ま
す
｡
一
歌
の
中
心
が
五
句
か
ら
四
旬
へ
移
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
｡

②

佐
伯
氏
は
次
の
よ
う
に
適
確
に
指
示
し
て
い
ま
す
｡

｢君
が
｣
と
あ
る
の
で
､
｢振
る
｣
は
連
体
形
'
振
る
こ
と
よ
､
と
い
う
心
持
ち
に
な

る
｡
(評
解
)

ど
う
し
て
そ
れ
を
訳
文
に
生
か
さ
な
い
の
か
､
理
解
に
苦
し
み
ま
す
C
こ
れ
ま
た
佐
伯
氏

l

人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

-
-
ま
あ
､
野
守
が
鬼
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
､
あ
な
た
は
そ
ん
な
に
袖
な
ど
お
振
り

に
な
っ
て
｡
(大
系
)

こ
の
訳
文
な
ど
は
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
?

③

諸
説
を
四
種
に
大
別
し
ま
し
た
｡
い
ま
に
な
っ
て
異
解
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
｡

孫
引
き
に
よ
っ
て
曲
り
な
り
の
紹
介
を
こ
こ
ろ
み
ま
す
｡

石
田
庄
蔵
氏
が
第
三
句
｢標
野
行
き
｣
を
万
葉
に
幾
つ
か
例
の
見
え
る
連
用
形
中

止
法
の
特
殊
な
用
法
と
さ
れ
､
第

一
句
か
ら
第
三
句
ま
で
は
客
観
の
景
､
も
し
く
は
行

動
で
あ
り
､
第
四
旬
は
疑
問
･不
安
､
も
し
く
は
警
告
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を
中
止
的
に

つ
な
ぐ
の
が

｢標
野
行
き
｣
の

｢行
き
｣
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
に
従
い
た
い
と
思
う
｡

(大
久
保
氏
新
釈
)

右
の
理
解
に
よ
る
通
釈
を
大
久
保
氏
か
ら
引
き
ま
す
｡

-
-
あ
ち
ら
行
き
こ
ち
ら
行
き
な
さ
っ
て
､
ま
あ
野
守
が
見
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
､
袖
な
ん
か
お
振
り
に
な
っ
て
｡
(前
掲
苔
)

そ
の
特
殊
な
用
法
は
一
五
歌
の

｢
入
日
さ
し
｣､

一
四
一
歌
の

｢引
き
結
び
｣
等
に
相
違

あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
は
特
殊
で
は
な
く
て
､
原
因
･結
果
を
意
味
す
る
こ
と
を
拙
著
｢省
察
｣

H
で
指
摘
し
ま
し
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
通
釈
を
補
正
し
ま
す
｡
文
末
も
改
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
｡

あ
ち
ら
行
き
こ
ち
ら
行
き
な
さ
る
の
で
野
守
が
見
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
｡袖
を
お
振

り
に
な
る
こ
と
よ
｡

局
部
的
に
は
不
可
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
全
体
を
見
る
と
き
､
一
歌
の
中
心
が
四
句
と
五
旬

の
二
つ
に
分
裂
し
t
的
説
と
同
じ
よ
う
な
結
果
に
終
わ
り
ま
す
｡

④

こ
の

｢
を
｣
は
文
法
的
理
解
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
｡

H

詠
嘆
の
間
投
助
詞
｡
次
に
-
る

｢-
み
｣
は
自
動
詞
的
｡
宣
長

(遠
鏡

･
玉
霞
)
･
山

田
氏
講
義

･
森
本
氏
前
掲
書

･
総
釈
H
武
田
氏
解

･
窪
田
氏
評
釈

jI

格
助
詞
O
｢-
み
｣
は
他
動
詞
的
｡

佐
伯
氏
奈
良
時
代
の
国
語

･
沢
括
氏
注
釈

本
来
は
｢官
に
行
く
児
を
英
悲
し
み
｣
(
五
三
二
)､
｢野
を
俵
し
み
｣
(
一
四
二
四
)

な
ど
の
や
う
に
'
動
詞
の
連
用
形
で
あ
っ
た
の
で
､
｢-
を
-
と
思
ひ
｣
｢-
杏
-
が
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⑥ ⑤

り
｣
な
ど
の
意
で
あ
っ
た
｡
(沢
掲
氏
注
釈
第
五
歌
の
注
)

従
う
べ
き
で
し
ょ
う
.
こ
の
場
合
は
'
｢-
み
｣
だ
か
ら

｢
を
｣
は
そ
の
ま
ま

｢を
｣

で
よ
か
っ
た
の
で
す
｡

こ
の
陣
営
は
､
-

総
釈
臼
石
井
氏
説
･
全
釈
･
豊
田
氏
新
釈
･
窪
田
氏
評
釈
･
大
系
･

沢
潟
氏
注
釈
｡

こ
の
支
持
は
､
総
釈
巾
窪
田
氏
･
全
注
釈
･
佐
々
木
氏
評
釈
･
私
注
･
全
書
･
沢
潟
氏
注

釈
｡

⑦⑧@
@

⑳

舌
義
は

｢妹
を
｣
の
か
か
り
を
第
五
句
と
明
示
し
て
い
ま
す
｡

難
関
の

｢憎
-
あ
ら
は
｣
を
削
除
し
た
の
は
感
心
し
ま
せ
ん
｡

こ
の
二
歌
に
つ
い
て
は
省
察
H
に
詳
論
し
ま
し
た
｡

本
紀
要
第
三
巻
第
三
･
四
号
合
併
の
拙
稿
参
照
の
こ
と
｡




