
挽
歌

展
開

１
寿
歌
・
相
聞
歌
と
の
問
１

駒
　
　
　
木

敏

１

　
本
稿
は
、
初
期
万
葉
に
お
け
る
拝
情
詩
の
形
成
過
程
を
、
挽
歌
の
展
開
を
通

し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
拝
情
詩
の
成
立
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
記
紀
歌
謡
か
ら
万
葉
創
作
歌
へ
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
具
休
的
な
作
晶
展
開
に
沿
っ
て
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
歌
の
素
材
や
発
想
、
性
格
な
ど
の
面
か
ら
挽
歌
の
展

開
を
追
い
な
が
ら
、
右
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
「
拝
情
詩
」
と
い
う
語
は
、
広
義
に
は
自
己
の
体
験
や
感
情
を
表
現
し
た
歌

を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
表
現
を
目
的
と
す
る
も
の
、
っ
ま
り
「
創
作

歌
」
の
意
に
用
い
、
内
容
的
に
は
拝
情
的
で
あ
っ
て
も
、
杜
会
性
に
依
拠
し
て

何
ら
か
の
現
実
的
な
機
能
・
目
的
を
有
す
る
「
歌
謡
」
と
は
、
異
な
る
も
の
と

し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

２

　
「
挽
歌
」
と
い
う
名
称
は
、
も
ち
ろ
ん
万
葉
集
以
前
に
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
の
表
わ
す
概
念
も
、
万
葉
集
に
お
け
る
用
法
に
基
づ
く
の
が
妥
当
で
あ

る
。
従
来
の
考
え
方
で
は
、
「
挽
歌
」
は
ほ
ぼ
コ
及
傷
歌
」
の
意
に
解
か
れ
て

い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
万
葉
の
挽
歌
は
、
内
容
か
ら
言
え
ば
必
ず
し
も

衷
傷
の
歌
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
は
も
っ
と
広
く
、
死
喪
に
関
す
る
場
な
い

し
作
歌
事
情
に
よ
っ
て
い
る
創
作
歌
、
と
い
う
範
囲
で
く
く
る
の
が
良
い
と
思

う
。
つ
ま
り
、
喪
礼
（
積
宮
か
ら
改
葬
の
時
ま
で
）
に
お
い
て
歌
わ
れ
る
歌
謡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
る
「
喪
歌
」
と
は
概
念
上
区
別
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
後

世
の
衷
傷
歌
と
も
や
や
異
な
る
も
の
が
、
万
葉
の
「
挽
歌
」
で
あ
る
。

　
さ
て
、
万
葉
以
前
の
挽
歌
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
挽

歌
の
伝
統
な
い
し
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
大
別
し
て
、
…
記
紀
歌
謡
以
来
の



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

伝
統
で
あ
る
と
す
る
説
と
、
回
大
化
改
新
以
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
説
、
と
が
あ
る
。
万
葉
以
前
の
挽
歌
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
挽
歌
の
基
本
的

な
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と
な
の
で
、
し
ば
ら
く
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　
挽
歌
の
源
流
を
古
く
記
紀
歌
謡
に
あ
る
と
考
え
る
ｏ
リ
の
説
は
、
宣
長
（
記

伝
）
以
来
一
般
化
し
て
い
る
も
の
で
、
武
烈
紀
の
影
媛
の
歌
（
紀
九
四
～
九

五
）
、
継
体
紀
の
毛
野
臣
の
妻
の
歌
（
紀
九
八
）
な
ど
を
そ
の
例
証
と
し
て
あ

げ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
葬
歌
（
記
三
四
～
三
七
）
に
結
び
っ

け
て
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
説
の
有
力
な
根
拠
は
、
葬
送
儀
礼
の
記
事
に

表
わ
れ
る
「
歌
舞
」
や
「
発
果
」
（
「
栗
泣
」
）
を
挽
歌
と
関
連
さ
せ
る
と
こ
ろ

に
あ
争

　
こ
れ
に
対
し
て
働
説
を
主
張
さ
れ
る
の
は
土
橋
寛
教
授
で
、
影
媛
の
歌
や
毛

野
匝
の
妻
の
歌
は
物
語
歌
と
し
て
作
中
人
物
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
葬
歌
と
伝
え
る
四
首
も
、
独
立
歌
謡
と
し
て
は
恋
の
民
謡
と
見

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
独
立
歌
謡
と
し
て
の
喪
歌
な
い
し
挽
歌
は

大
化
以
前
に
は
存
在
し
な
い
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
歌
舞
」
．
「
発

突
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
積
宮
儀
礼
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
、
両
者
は
直
接
に
結
び
っ
か
な
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
は
詳
し
い
考
察
は
省
く
が
、
右
の
基
本
的
な
論
点
を
文
え
る
も
の
と

し
て
、
さ
ら
に
土
橋
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
、
↑
ｏ
現
代
の
民
謡
に
も
喪
歌
的
な
も

の
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
、
同
初
期
の
挽
歌
に
は
帰
化
人
系
の
手
が
加
わ
っ
て
い

二

る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
（
紀
二
三
≧
一
一
四
、
紀
一
一
九
セ
ニ
ニ
）
、

い
東
歌
に
は
挽
歌
が
一
首
し
か
な
く
、
そ
れ
も
中
央
か
ら
伝
揃
し
た
も
の
と
考

　
　
　
　

え
ら
れ
る
、
な
ど
の
諸
点
に
よ
っ
て
も
、
挽
歌
の
成
立
は
新
し
い
と
す
る
吻
の

説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
物
語
歌
と
し
て
の
挽
歌
が
如
何
に
し
て
記

紀
に
定
着
し
た
か
、
と
い
う
問
題
は
残
る
に
し
て
も
）
。

　
さ
ら
に
歌
の
発
想
や
内
容
、
性
格
の
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
比
較
的
初
期
の

挽
歌
に
は
挽
歌
独
自
の
発
想
と
言
え
る
も
の
が
少
な
く
、
相
聞
歌
も
し
く
は
寿

歌
的
発
想
に
依
存
す
る
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
挽
歌
の
成
立
に
関
す
る
問

題
は
、
以
下
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
確
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
万
葉
以
前
で
挽
歌
が
文
献
に
表
わ
れ
る
の
は
、
書
紀
の
孝
徳
朝
以
降

で
あ
る
。
孝
徳
紀
に
は
、
中
大
兄
の
妃
造
媛
の
死
に
際
し
て
野
中
川
原
史
満

が
、
斎
明
紀
に
は
、
皇
孫
建
王
の
死
に
際
し
て
斎
明
天
皇
が
、
斎
明
天
皇
の
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

に
際
し
て
中
大
兄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
っ
た
も
の
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

民
謡
的
、
類
型
的
様
式
と
相
聞
歌
（
恋
歌
）
的
発
想
を
基
調
と
し
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
い
ま
き
　
　
　
　
を
む
れ
　
　
う
へ
　
　
　
　
　
　
　
し
る

　
ｏ
ｏ
　
今
城
な
る
小
上
が
上
に
雲
だ
に
も
著
く
し
立
た
ば
何
か
嘆
か
む
（
紀
一

　
　
　
ニ
ハ
、
斎
明
天
皇
）

　
　
　
い
　
し
し
　
つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
も

　
　
　
射
ゆ
獣
を
認
ぐ
川
辺
の
若
草
の
若
く
あ
り
き
と
吾
が
思
は
な
く
に
（
紀

　
　
　
二
七
、
同
）



　
　
　
　
　
み
な
ぎ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
だ

　
　
　
飛
鳥
川
涯
ひ
つ
つ
行
く
水
の
間
も
な
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
　
（
紀
一
一

　
　
　
八
、
同
）

　
こ
れ
ら
は
、
「
雲
だ
に
も
著
く
し
立
た
ば
何
か
嘆
か
む
」
、
「
若
く
あ
り
き
と

吾
が
思
は
な
く
に
」
、
「
問
も
な
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
の
主
想
部
に
よ
っ
て
、

挽
歌
的
心
情
の
表
現
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
首
目
を
除
い

て
、
他
は
そ
の
ま
ま
杣
聞
歌
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
第
一
首
目
は

雲
を
柵
手
の
霊
魂
の
表
象
と
し
て
思
考
す
る
呪
術
的
信
仰
に
基
づ
く
発
想
で
、

　
お
も
か
た

「
面
形
の
忘
れ
む
し
だ
は
大
野
ろ
に
た
な
び
く
雲
を
見
っ
つ
偲
は
む
」
　
（
十
四

二
二
五
二
〇
）
な
ど
、
和
手
を
恋
い
偲
ぶ
柵
聞
歌
の
発
想
と
し
て
広
く
見
ら
れ

　
　
　
　
　
＠

る
も
の
で
あ
る
。

　
何
直
の
逢
ひ
は
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ
つ
偲
は
む

　
　
　
（
二
・
二
二
五
、
挽
歌
）

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
旧
　
雲
だ
に
も
著
く
し
立
た
ば
な
ぐ
さ
め
て
見
つ
つ
も
あ
ら
む
直
に
逢
ふ
ま

　
　
　
で
に
（
十
一
・
二
四
五
二
、
椙
聞
）

　
こ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る
と
、
挽
歌
か
柵
聞
歌
か
判
別
が
し
が
た
い
。
む
し

ろ
、
こ
れ
ら
に
は
会
う
こ
と
の
で
き
ぬ
恋
に
慨
悩
し
て
い
る
杣
聞
歌
的
主
体
を

み
て
と
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
柵
手
の
表
象
と
し
て
の
雲
を
見
る
こ

と
を
歌
い
な
が
ら
、
「
直
の
逢
ひ
は
逢
ひ
か
っ
ま
し
じ
」
と
い
う
会
う
こ
と
へ

の
否
定
的
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
が
挽
歌
で
、
「
直
に
逢
ふ
ま
で
に
」
と
い

う
可
能
的
認
識
に
文
え
ら
れ
て
い
る
の
が
相
聞
歌
だ
と
い
う
程
度
の
相
違
が
認

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
一
首
目
の
場
合
、
「
雲
だ
に
も
著
く
し
立
た
ば
」

に
よ
っ
て
挽
歌
た
り
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
旧
と
比
較
し
て
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
本
貫
的
に
は
柵
聞
歌
的
発
想
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
第
二
首
目
は
「
若
く
あ
り
き
と
吾
が
思
は
な
く
に
」
の
下
旬
に
、
天
折
を
嘆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
」
こ
ぐ
さ

く
挽
歌
的
心
情
を
汲
み
と
れ
る
が
、
や
は
り
「
射
ゆ
鹿
を
っ
な
ぐ
川
辺
の
和
草
の

身
の
若
か
へ
に
さ
寝
し
児
ら
は
も
」
　
（
十
六
・
三
八
七
四
）
な
ど
の
民
謡
的
様

式
を
備
え
た
柵
聞
歌
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

目
は
相
聞
歌
と
と
る
以
外
に
は
考
え
よ
う
の
な
い
歌
で
、
「
飛
鳥
川
水
行
き
増
り

い
や
日
け
に
恋
の
増
ら
ば
あ
り
か
っ
ま
し
じ
」
　
（
十
一
・
二
七
〇
二
）
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

こ
の
種
の
発
想
は
柵
聞
歌
の
一
つ
の
類
型
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
を
し
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

　
働
　
山
川
に
鴛
鴛
二
つ
居
て
偶
よ
く
偶
へ
る
妹
を
誰
か
率
に
け
む
（
紀
一
一

　
　
　
三
、
満
）

　
　
　
も
と
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
　
　
　
　
う
っ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
こ

　
　
　
本
毎
に
花
は
咲
け
ど
も
何
と
か
も
愛
し
妹
が
ま
た
咲
き
出
来
ぬ
（
紀

　
　
　
一
一
四
、
同
）

　
こ
の
満
の
二
首
も
民
謡
的
様
式
の
著
し
い
杣
閉
歌
的
発
想
の
歌
で
、
「
誰
か

率
に
け
む
」
に
し
て
も
「
愛
し
妹
が
ま
た
咲
き
出
来
ぬ
」
に
し
て
も
、
挽
歌
的

心
情
と
し
て
は
き
わ
め
て
未
熟
で
、
柵
聞
歌
と
殆
ん
ど
区
別
の
つ
け
に
く
い
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
妃
を
失
な
っ
た
中
大
兄
皇
子
に
献
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
記
述

に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
挽
歌
と
な
っ
て
い
る
稀
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に

後
者
を
、
防
人
が
母
と
の
別
離
を
歌
っ
た
「
時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
何
す
れ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
　
　
　
　
　
　
で
　
こ

母
と
ふ
花
の
咲
き
出
来
ず
け
む
」
（
二
十
・
四
三
二
三
）
と
比
較
し
て
み
れ

ぱ
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
ゆ
　
君
が
目
の
恋
し
ぎ
か
ら
に
泊
て
て
届
て
か
く
や
恋
ひ
む
も
君
が
目
を
欲

　
　
　
り
（
紀
一
二
三
・
中
大
兄
皇
子
）

　
こ
れ
に
は
、
直
接
的
な
様
式
の
類
型
は
求
め
ら
れ
な
い
が
、
「
君
が
目
を
欲

り
」
と
い
う
表
現
は
相
聞
歌
の
類
型
的
表
現
で
あ
る
こ
と
（
望
郷
歌
に
も
あ

ゆ
る
）
、
脚
韻
式
繰
り
返
し
の
様
式
が
う
か
が
え
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
す
る
と
、

や
は
り
相
聞
歌
的
発
想
を
基
盤
と
し
た
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
以
上
、
書
紀
の
挽
歌
群
を
大
ま
か
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
等
し
く
相
聞
歌
的
発
想
様
式
の
上
に
成
り
た
っ
た
挽
歌
と
い
う
べ
き
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
初
期
の
挽
歌
が
相
聞
歌
的
発
想
様
式
の
援
用
、

改
作
、
或
い
は
直
接
の
転
用
に
よ
っ
て
成
立
し
、
ま
だ
挽
歌
独
自
の
発
想
を
発
見

し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
相
聞
歌
的
挽
歌
に
っ
い
て
、
例
え
ば
西
郷
信
綱
氏
は
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

残
宮
儀
礼
の
「
発
笑
」
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
文
献
に
表
わ
れ

た
積
宮
の
記
事
に
徴
す
る
限
り
、
「
発
栗
」
が
挽
歌
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て

い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
挽
歌
は
一
応
「
発
栗
」
や
「
突
泣
」
と
は

別
の
、
独
立
し
た
存
在
と
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
書

紀
の
影
媛
の
歌
や
毛
野
臣
の
妻
の
歌
と
の
関
連
で
こ
れ
ら
の
挽
歌
を
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
＠

け
よ
う
と
す
る
説
も
、
前
者
の
物
語
歌
と
し
て
の
性
格
（
人
称
の
混
同
－
紀
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

四
、
物
語
の
人
物
名
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
１
紀
九
五
、
九
八
、
な
ど
）

を
考
慮
し
て
い
な
い
点
で
、
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
物
語
歌
（
狭
義
）

は
、
物
語
中
の
人
物
に
仮
託
さ
れ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
お
の
ず

か
ら
独
立
歌
謡
と
は
違
っ
た
拝
情
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
物
語
歌
と
し
て
の
挽

歌
と
書
紀
後
期
の
挽
歌
（
明
ら
か
に
個
人
の
創
作
歌
と
見
ら
れ
る
）
と
を
、
同

一
の
次
元
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
孝
徳
、
斎
明
紀
以
後
に
わ
か
に
挽
歌
を
献
ず

る
記
事
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
万
葉
「
挽
歌
」
の
定
着
す
る
天

智
朝
の
直
前
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
書
紀
の
挽
歌
の
性
各

は
天
智
挽
歌
群
の
主
流
へ
続
い
て
い
る
こ
と
、
な
ど
と
も
考
え
合
わ
す
と
、
挽

歌
の
成
立
期
を
ほ
ぼ
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

３

　
万
葉
集
に
お
け
る
「
挽
歌
」
は
、
「
有
馬
皇
子
自
傷
結
松
枝
歌
二
首
」
（
巻
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

一
四
一
～
一
四
二
）
に
は
若
干
問
題
が
あ
り
、
巻
三
の
聖
徳
太
子
作
と
伝
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
の
（
四
一
五
）
も
物
語
歌
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
実
質
的
に
は
、
巻
二
の
天

智
天
皇
琵
去
の
際
の
歌
群
を
も
っ
て
晴
矢
と
す
る
。
天
智
挽
歌
群
に
な
る
と
、

そ
の
内
容
、
性
格
は
万
葉
挽
歌
の
持
つ
諸
相
を
お
お
よ
そ
反
映
し
て
い
る
と
言

え
る
ほ
ど
多
様
で
、
例
書
紀
挽
歌
群
か
ら
続
く
相
聞
歌
的
発
想
を
基
調
と
す
る

も
の
（
一
四
八
、
　
一
四
九
、
　
一
五
〇
、
　
一
五
二
）
、
旧
呪
歌
的
発
想
の
も
の



（
一
四
七
、
一
五
三
）
、
向
葬
送
儀
礼
の
精
神
を
反
映
し
た
儀
礼
的
発
想
（
一

五
五
）
、
側
死
別
に
よ
る
悲
し
み
を
発
想
の
申
心
に
す
え
た
も
の
（
一
五
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

一
五
四
）
な
ど
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
挽
歌
の
成
立
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
次
に
旧
の
歌
群
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

　
　
　
あ
ま
　
　
は
ら
ふ
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
い
の
ち
　
　
　
　
あ
ま
た

　
側
　
天
の
原
振
り
放
け
兄
れ
ば
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り
（
二
・

　
　
　
一
四
七
、
倭
姫
皇
后
）

　
こ
の
歌
は
、
題
詞
に
「
天
皇
聖
躬
不
豫
之
時
」
と
あ
っ
て
死
後
に
歌
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
の
で
な
い
こ
と
、
「
天
足
ら
し
た
り
」
と
い
う
表
現
が
「
不
豫
之
時
」
の
状

況
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
解
釈
上
の
問
題
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
諸
注
で
は
天
皇
の
病
気
平
癒
を
願
っ
た
歌
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ

の
挽
歌
と
し
て
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
山
田
弘
通
氏

は
、
「
天
足
ら
し
た
り
」
を
積
宮
儀
装
に
用
い
ら
れ
た
旗
幡
の
類
と
結
び
っ
け

て
写
実
的
表
現
と
見
、
天
皇
死
後
の
作
で
あ
ろ
う
と
し
て
題
詞
を
鋭
わ
れ
る
の

　
　
＠

で
あ
る
。
山
田
氏
の
説
は
、
諸
注
が
こ
の
歌
を
挽
歌
と
し
て
正
し
く
位
置
づ
け

え
な
か
っ
た
点
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
で
に
土
橋
教
授
の
説
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
歌
の
主
旨
は
、
衰
え
ゆ

く
天
皇
の
生
命
力
を
鼓
舞
し
よ
う
と
す
る
願
望
・
意
志
の
表
出
に
あ
る
。
古
代

的
生
死
観
に
お
い
て
は
、
生
と
死
は
明
確
な
断
絶
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

生
命
は
「
盛
と
衰
、
強
と
弱
と
に
よ
っ
て
、
青
春
と
老
衰
、
健
康
と
病
を
分
か

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

っ
生
命
カ
の
観
念
で
あ
っ
て
、
死
は
そ
の
よ
う
な
生
命
力
の
衰
亡
の
極
点
に
あ

＠
る
」
と
思
考
さ
れ
る
。
右
の
歌
は
、
ま
さ
し
く
生
命
力
の
危
機
に
瀕
し
て
歌
わ

れ
た
寿
歌
で
あ
り
、
「
不
豫
之
時
」
の
挽
歌
と
考
え
て
よ
い
、
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
寿
歌
は
現
実
の
写
生
を
す
る
も
の
で
は
な
く
、
歌
い
手
の
意
志
や
願

望
に
基
づ
く
、
望
ま
し
い
現
実
の
先
取
と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
に
寿
歌
（
タ
マ
フ
リ
の
呪
歌
）
と
挽
歌
が
相
わ
た
る
要
因
が
あ
っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
い
さ
な
　
　
　
　
　
あ
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
お
き
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
つ

　
例
　
鯨
魚
取
り
　
淡
海
の
海
を
　
沖
放
け
て
　
漕
ぎ
来
る
船
　
辺
附
ぎ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

　
　
　
漕
ぎ
来
る
船
　
沖
つ
擢
　
い
た
く
な
擦
ね
そ
　
辺
つ
擢
　
い
た
く
な
掻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

　
　
　
ね
そ
　
若
草
の
　
夫
の
　
念
ふ
鳥
立
つ
（
二
・
一
五
三
）

　
こ
の
倭
姫
皇
后
の
歌
は
、
鳥
を
死
者
（
天
智
天
皇
）
の
霊
魂
の
表
象
と
し
て

み
た
タ
マ
シ
ヅ
メ
的
発
想
の
挽
歌
で
あ
る
。
「
い
た
く
な
擾
ね
そ
」
と
い
う
強

い
命
令
は
、
鳥
に
宿
っ
て
い
る
天
皇
の
霊
魂
に
対
す
る
気
づ
か
い
で
、
水
鳥
が

飛
び
立
ち
荒
れ
る
こ
と
は
、
桐
手
の
霊
魂
が
飛
び
立
ち
荒
れ
る
こ
と
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

る
。
「
夫
の
念
ふ
鳥
」
に
っ
い
て
は
、
生
前
愛
玩
し
て
い
た
鳥
と
訳
す
注
釈
書

が
多
い
が
、
琵
琶
湖
に
浮
か
ん
で
い
る
自
然
の
鳥
類
を
愛
玩
す
る
と
い
う
こ
と

の
意
味
が
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
「
愛
て
飼
せ
給
ひ
し
鳥
を
、
崩
ま
し
て
後
放

　
＠

た
れ
」
た
と
し
て
も
、
何
故
放
し
た
の
か
の
説
明
が
つ
か
な
い
点
で
は
同
じ
で

あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
鳥
と
生
前
の
天
皇
と
の
間
に
「
見
る
」
と
い
う
呪
術

的
行
為
を
通
し
て
、
タ
マ
の
交
流
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
観
念
に
基
づ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
　
　
　
＠

発
想
さ
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
で
意
味
が
通
る
。
こ
の
歌
は
呪
歌
そ
の
も
の
と

は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
強
く
呼
び
か
け
命
令
す
る
調
子
は
、
呪
術
的
機
能
性
か

ら
い
く
ば
く
も
深
化
し
て
い
な
い
拝
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
鎮
魂
の
意

図
を
も
っ
て
創
作
さ
れ
た
歌
で
あ
ろ
う
。

　
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
死
者
の
タ
マ
が
交
流
し
あ
っ
て
い
る
呪
的
景
物
を
素

材
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
右
の
よ
う
な
挽
歌
の
存
立
点
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
次

の
よ
う
な
寿
歌
的
発
想
の
援
用
も
、
同
じ
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。

　
　
　
こ
も
り
く
　
　
　
は
っ
せ
　
　
　
　
　
あ
を
は
た
　
　
　
お
さ
か
　
　
　
　
　
　
は
し
り
で
　
　
　
よ
ろ

　
ゆ
　
隠
国
の
　
泊
瀬
の
山
　
青
幡
の
　
忍
坂
の
山
は
　
走
肖
の
　
宜
し
き
山

　
　
　
　
　
い
で
た
ち
　
　
　
く
は

　
　
　
の
　
出
立
の
　
麗
し
ぎ
山
ぞ
　
あ
た
ら
し
ぎ
　
山
の
　
荒
れ
ま
く
惜

　
　
　
し
も
（
十
三
・
三
三
三
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

こ
れ
は
書
紀
七
七
番
の
山
讃
め
の
寿
歌
と
同
型
で
、
書
紀
の
歌
が
「
あ
や
に

う
ら
麗
し
」
で
結
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
荒
れ
ま
く
惜
し
も
」
と

結
ぷ
こ
と
で
挽
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
墓
所
と
し
た
初
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
忍
坂
を
歌
っ
た
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
土
橋
教
授
や
酒
井
貞
三
氏
が
説

か
れ
る
よ
う
に
、
花
や
青
葉
を
見
は
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
は
や
す
人
も
見

ら
れ
る
山
も
繁
栄
し
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
人
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
山
も

勢
い
を
失
な
っ
て
い
く
と
い
う
融
即
的
自
然
観
に
基
づ
い
て
、
山
の
衰
亡
を
惜

し
ん
だ
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
長
い
寿
歌
的
詞
章
の
襲

用
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
伊
藤
博
氏
は
、
書
紀
の
山
讃
め
歌
が
側
の
挽
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

る
事
情
を
、
「
挽
歌
も
結
局
は
偲
び
歌
で
あ
り
、
ほ
め
歌
で
あ
っ
た
」
か
ら
だ

　
　
　
　
　
　
ゆ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
の
主
題
は
「
荒
れ
ま
く
惜
し
も
」
な
の

で
あ
っ
て
、
讃
碩
の
み
で
は
な
い
。
前
半
で
寿
歌
的
詞
章
を
列
挙
し
後
半
で
そ
の

衰
亡
を
惜
し
む
の
は
、
特
に
人
麿
な
ど
の
長
歌
挽
歌
に
特
徴
的
な
構
成
で
、
ま

た
旧
都
や
故
郷
を
偲
ぷ
発
想
（
三
・
二
五
七
、
六
・
一
〇
四
七
、
六
・
一
〇
五
九

な
ど
）
と
し
て
も
見
ら
れ
る
。
右
の
挽
歌
に
お
い
て
も
、
前
半
の
寿
歌
的
詞
章

と
結
末
部
の
主
題
は
、
一
見
不
均
衡
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
池
田
源
太

氏
が
伝
承
体
の
根
源
に
あ
る
笑
辞
（
９
ヨ
彗
け
）
と
碩
辞
（
巾
彗
晶
Ｋ
ユ
Ｏ
）
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

似
性
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
者
を
追
憶
す
る
の
に
死
者
と
関
係

の
あ
っ
た
事
物
を
賞
賛
す
る
心
理
、
と
同
じ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
相
聞
歌
的
情
調
を
持
っ
も
の
と
と
も
に
認
め
ら
れ
る
、
タ
マ
フ
リ
の

呪
歌
や
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
機
能
性
か
ら
い
く
ば
く
も
深
化
し
て
い
な
い
挽
歌
、
寿

歌
的
発
想
の
援
用
に
な
る
挽
歌
は
、
数
の
上
で
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り

発
生
期
の
挽
歌
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

挽
歌
は
、
死
に
際
し
て
歌
を
詠
む
と
い
う
慣
習
が
定
着
し
て
く
る
な
か
で
、
儀

礼
の
観
念
や
古
代
的
意
味
で
の
死
（
霊
魂
）
の
観
念
に
基
づ
き
つ
つ
創
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
書
紀
後
期
や
万
葉
初
期
の
挽
歌
の
相
聞
歌
的
性
格
の
み
を

見
て
、
そ
れ
を
「
歌
舞
」
や
「
発
芙
」
と
関
連
づ
け
る
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
ら

の
挽
歌
は
位
置
づ
け
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。



４

　
挽
歌
が
死
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
態
度
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
万
葉
集
の
死

お
よ
び
死
者
に
関
す
る
槻
念
に
つ
い
て
、
柊
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
宇
野
円
空
氏
は
原
始
霊
魂
観
に
っ
い
て
、
身
体
霊
と
し
て
の
「
霊
質
」
・
「
霊

威
」
・
「
呪
力
」
の
観
念
と
、
身
体
か
ら
分
離
し
た
「
遊
離
霊
」
の
観
念
と
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
土
橋
教
授
は
、
我
国
古
代
の
場
合
に
即
し
て

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
柊
理
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
我
国
の
場
合
に
も
、
身
体
霊

・
内
在
霊
と
し
て
の
生
命
力
の
観
念
（
タ
マ
の
揺
れ
動
く
の
は
活
動
の
姿
。
死

は
生
命
力
の
衰
亡
と
考
え
ら
れ
る
）
と
、
遊
離
魂
の
観
念
（
タ
マ
の
揺
れ
動
く

の
は
不
安
な
状
態
。
死
は
霊
魂
の
遊
離
と
考
え
ら
れ
る
）
と
の
二
っ
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
二
つ
の
観
念
は
古
く
か
ら
入
り
ま
じ
っ
て
存
在
し
て
い
る
、
と
。

　
死
者
に
対
す
る
観
念
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
残
宮
儀
礼
に
っ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
は
、
「
霊
魂
を
肉
体
よ
り
切
り
離
す
神
秘
の
作
法
」
を
そ
の
目
的
と
考
え
る

説
も
あ
る
が
、
文
献
に
よ
れ
ば
、
歌
舞
・
飲
食
を
中
心
と
す
る
呪
術
的
行
為

（
「
遊
び
」
）
が
主
要
素
で
あ
る
こ
と
、
花
糧
や
旗
幡
な
ど
の
タ
マ
フ
リ
の
呪
物

　
　
　
　
　
ゆ

を
供
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
死
者
の
復
活
を
目
的
と
し
た
儀
礼
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
が
呪
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
問
の
肉
体
そ
の
も
の
に
執
し
て
生
と
死
を

考
え
た
（
↓
身
体
霊
）
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
墳
墓
な
い
し
埋
葬
法
を
中

心
と
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
岡
田
渚
子
氏
は
、
六
世
紀
を
境
に
し
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
戒
立
と
展
開

以
前
に
は
肉
体
そ
の
も
の
に
岡
執
し
て
死
者
に
対
す
る
意
識
（
祖
霊
観
）
が
形

づ
く
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
後
に
は
霊
魂
（
遊
離
魂
）
の
働
き
と
し
て
見
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
積
宮
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な

変
化
に
応
じ
て
、
「
復
活
を
期
待
す
る
行
事
が
、
死
者
の
霊
魂
を
慰
撫
す
る
方

　
　
　
塾

向
に
展
開
」
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
事
情
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
、

初
期
万
葉
の
挽
歌
の
発
想
は
、
こ
の
よ
う
な
霊
魂
観
、
喪
葬
観
な
ど
の
混
清
し

た
あ
り
方
に
も
よ
っ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
万
葉
集
に
お
け
る
死
の
把
控
は
、
ｏ
ｏ
霊
魂
観
と
し
て
把
握
す
る
も
の
、
阿
葬

送
な
い
し
墳
墓
習
俗
の
反
映
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
、
四
他
界
観
（
黄
泉
・
天

上
他
界
）
に
よ
る
把
握
、
岬
直
接
的
表
現
（
過
ぎ
ゆ
く
・
去
ぬ
・
別
る
、
な

ど
）
、
な
ど
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
に
は
こ
れ
ら
と
挽
歌
の

発
想
と
の
関
連
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
前
節
ま
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
発
想
と
の
関
係
で
は
、
ま
ず
霊
魂
観
が
問
題

と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
挽
歌
に
表
わ
れ
た
霊
魂
観
は
、
先
述
の
一
四
七
番
の
例

を
除
い
て
は
、
殆
ん
ど
遊
離
魂
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
者
（
霊
魂
）
は
、

　
刈
　
雲
・
霞
・
霧
・
影
（
夢
）
・
空
問
を
浮
遊
す
る
も
の
・
鳥
↓
二
・
一

　
　
　
四
八
、
同
・
一
四
九
、
同
二
五
〇
、
同
・
二
二
五
、
同
二
八
二
、

　
　
　
三
・
四
二
九
、
同
・
四
七
三
、
そ
の
他
。

　
口
　
草
木
・
花
・
山
・
海
浜
の
景
（
磯
・
砂
）
↓
三
・
四
三
四
、
同
・
四
三

　
　
　
五
、
同
・
四
四
六
、
九
・
一
七
九
六
、
同
・
一
七
九
九
、
士
二
・
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
　
　
三
一
、
そ
の
他
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
ど
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
↑
ｏ
は
宇
野
氏
の
い
わ
ゆ
る
形
像
霊
（
遊
離

霊
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
眼
に
見
え
な
い
死
者
の
別
体
で
あ
り
、
第
二
存
在
で

あ
り
、
複
写
で
あ
り
、
単
な
る
記
憶
心
象
と
し
て
の
死
者
が
、
感
覚
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
し
て
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
は
、
「
見
る
」
と
か
「
触
れ
る
」
と

い
う
言
葉
と
関
連
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
生
前
の
死
者

と
の
問
に
融
即
的
な
関
係
（
「
見
る
」
・
「
触
れ
る
」
と
い
う
タ
マ
フ
リ
的
行
為

に
よ
っ
て
、
両
者
に
は
タ
マ
の
転
移
な
い
し
交
流
が
成
立
し
て
い
る
関
係
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
る
呪
的
景
物
を
通
し
て
、
死
者
を
知
覚
し
た
も
の
で
あ
る
（
鳥
は
同
の
意
味

あ
い
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
）
。

　
先
に
書
紀
な
ら
び
に
初
期
万
葉
の
挽
歌
を
検
討
し
て
、
０
Ｄ
タ
マ
フ
リ
の
呪
歌

的
発
想
、
吻
タ
マ
シ
ヅ
メ
的
機
能
性
の
強
い
発
想
、
ゆ
相
聞
歌
的
発
想
、
の
三
つ

を
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
れ
は
、
呪
歌
的
発
想
（
０
Ｄ
お
よ
び
吻
）
と
相
聞
歌
的
発

想
（
ゆ
）
と
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
「
場
」
や
右
に
の

）１（
死　
以
　
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
　
以
　
後

（
死
１
１
生
命
力
の
観
念
）
　
　
　
　
　
（
死
１
１
遊
離
魂
の
観
念
）

タ
マ
フ
リ
的
発
想
１
↓
例
タ
マ
シ
ヅ
メ
的
発
想
…
…
呪
歌
的
挽
歌

　
　
　
　
　
　
　
↑

閉
相
聞
的
歌
発
想
…
：
…
・
…
相
聞
歌
的
挽
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

ぺ
た
霊
魂
観
と
の
関
連
か
ら
考
え
る
と
、
上
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
と
思
う
。

　
い
っ
た
い
、
呪
歌
的
な
歌
と
相
聞
歌
的
な
歌
と
は
挽
歌
に
お
け
る
発
想
の
二

面
で
、
発
想
の
基
点
が
死
者
（
霊
魂
）
に
あ
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
生
命
力

の
恢
復
、
タ
マ
の
表
象
と
し
て
の
呪
物
、
タ
マ
が
交
流
し
あ
っ
て
い
る
呪
物
、

な
ど
に
関
連
し
て
対
詠
的
行
動
的
に
発
想
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
寿
歌
な
い
し

呪
歌
的
性
格
の
も
の
と
な
る
。
呪
歌
的
挽
歌
に
お
い
て
、
タ
マ
フ
リ
的
な
も
の

と
タ
マ
シ
ヅ
メ
的
な
も
の
と
の
杣
違
は
霊
魂
観
の
杣
違
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
前
者
は
生
命
力
の
観
念
に
、
後
者
は
遊
離
魂
の
観
念
に
対
応
す
る
呪
術
概

念
で
あ
る
。
挽
歌
は
む
ろ
ん
呪
術
と
し
て
の
呪
歌
そ
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
歌
に
共
通
し
て
い
る
現
実
機
能
的
（
意
志
的
・
行
動

的
）
性
格
は
、
挽
歌
が
呪
術
的
意
志
か
ら
い
く
ば
く
も
拝
情
へ
転
化
し
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
。
「
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り
」
と
い
う
寿
歌
と
し

て
の
積
極
性
と
、
「
沖
っ
擢
　
い
た
く
な
援
ね
そ
　
辺
つ
擢
　
い
た
く
な
援
ね

そ
　
若
草
の
　
夫
の
　
念
ふ
鳥
立
つ
」
の
よ
う
な
鎮
魂
と
し
て
の
肖
極
性
と
の

相
違
は
あ
る
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
呪
術
的
意
志
と
深
く
か
か
わ
っ
て
発
想
さ
れ

て
い
る
点
で
、
同
じ
性
各
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
残
さ
れ
た
者
に
基
点
を
置
い
て
発
想
さ
れ
る
場
合
、
換
言

す
れ
ば
、
会
え
な
い
嘆
き
や
悲
し
み
、
忘
れ
得
ぬ
情
な
ど
に
関
連
し
て
発
想
さ

れ
る
場
合
、
相
聞
歌
的
発
想
が
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
挽
歌
に
お
け
る
相
聞
歌
的
発
想
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
氏
以
来
の
考
え
方



が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
挽
歌
も
相
聞
歌
も
相
手
の
魂
を
身
に
「
こ
ひ
と

る
」
「
魂
坪
ひ
」
の
発
想
に
成
立
し
た
も
の
で
、
本
来
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
魂
呼
ひ
」
の
「
こ
ひ
」
歌
は
、
対
象
が
死
者
で
あ
れ
ば
挽
歌
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

り
、
生
身
の
人
間
で
あ
れ
ば
柵
聞
歌
（
恋
歌
）
と
な
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
説
の
一
つ
の
根
拠
は
、
「
魂
乞
ひ
」
の
「
乞
ふ
」
と
杣
聞
的
感
情
と

し
て
の
「
恋
ふ
」
を
語
源
的
に
同
じ
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い

が
、
「
乞
ふ
」
（
四
段
）
と
「
恋
ふ
」
（
上
二
段
）
は
「
コ
」
に
甲
乙
の
区
別
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

あ
っ
て
、
こ
の
語
源
説
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
恋
ふ
」
は
格
助
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
に
」
に
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
恋
ふ
」
感
情
は
何
よ
り
も
梱
手
と
別
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
孤
悲
」
で
あ
り
、
「
ー
を
恋
ふ
」
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
－
に
恋
ふ
」
と
い
う
の
が
本
来
の
用
法
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
語
義
的
に
こ

れ
を
そ
の
ま
ま
「
乞
ふ
」
と
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
の
欠
陥
は
、
折
口
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
魂
乞
ひ
」
歌
そ
の
も
の
の
理
解

に
も
露
□
王
さ
れ
て
い
る
。
「
魂
乞
ひ
」
の
挽
歌
と
し
て
氏
は
、
「
か
く
ば
か
り
恋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ね

ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
岩
根
し
巻
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
」
　
（
二
．
八
六
、

伝
磐
姫
皇
后
）
の
よ
う
な
歌
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
ど
こ
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
死
ん
だ
人
の
魂
を
呼
び
よ
せ
る
こ
と
」
な
ど
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を

挽
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
恋
ふ
」
の
解
釈
と
不
可
分
な
も
の
と
し

て
、
さ
ら
に
霊
魂
観
の
理
解
の
し
か
た
と
も
関
連
し
て
い
る
。

　
折
口
氏
説
で
は
、
霊
魂
は
遊
離
魂
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

に
対
す
る
呪
法
と
し
て
、
「
た
ま
ふ
り
」
（
「
魂
呼
ひ
」
、
「
魂
乞
ひ
」
）
の
概
念
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

「
魂
鎮
め
」
の
概
念
が
あ
る
（
二
つ
を
含
め
て
　
「
鎮
魂
」
と
言
う
）
。
し
か

し
、
同
一
の
霊
魂
（
遊
離
魂
）
に
対
し
て
、
積
極
的
な
呪
法
（
タ
マ
フ
リ
）
と

消
極
的
な
呪
法
（
タ
マ
シ
ヅ
メ
）
の
、
異
な
っ
た
呪
術
観
念
の
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
な
い
点
な
ど
か
ら
も
、
先
に
述
べ
た
土
橋
教
授
説
の
方
が
説
得
性
が
あ

る
と
田
甘
う
。

　
挽
歌
に
お
け
る
相
聞
歌
的
発
想
が
、
遊
離
魂
の
観
念
を
素
材
に
し
た
も
の
に

も
あ
る
こ
と
は
、
２
節
で
例
に
あ
げ
た
タ
マ
の
表
象
と
し
て
の
雲
を
歌
っ
た
も

の
や
、
タ
マ
の
交
流
が
意
識
さ
れ
た
呪
物
を
素
材
と
し
て
、
恋
人
を
偲
ぷ
歌
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

死
者
を
偲
ぷ
歌
も
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
例
証
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
杣
手
の
表
象
と
し
て
の
霊
魂
を
「
偲
ひ
」

「
恋
ふ
」
発
想
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
霊
魂
を
「
呼
び
招
く
」
と
い
う
発
想
は

見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
桐
聞
歌
的
発
想
は
、
霊
魂
を
意
識
す
る
と
し

な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
久
方
の
天
知
ら
し
ぬ
る
君
ゆ
ゑ
に
日
月
も
知
ら
ず

恋
ひ
渡
る
か
も
」
（
二
・
二
〇
〇
、
人
麿
）
の
よ
う
に
、
相
手
と
の
別
離
の
意

識
を
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
面
で
は
霊
魂
観
に
起
因
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
に
行
動
的
に
働
き
か
け
る
呪
術
的
意
志
（
折
口
氏
の
い
わ
ゆ
る

　
「
魂
町
ひ
」
や
「
魂
鎮
め
」
）
に
で
は
な
く
、
受
動
的
な
感
情
に
根
ざ
し
て
い

る
の
が
、
相
聞
歌
的
挽
歌
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
歌
の
性
格
（
呪
歌
的
発
想
に
お
け
る
現
実
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

的
、
行
動
的
性
格
。
相
聞
歌
的
発
想
に
お
け
る
拝
情
的
、
内
面
的
性
格
。
）
か

ら
言
え
ば
、
先
の
図
に
示
し
た
ご
と
く
、
０
Ｄ
な
い
し
吻
↓
働
の
過
程
が
考
え
ら

れ
る
が
、
挽
歌
が
そ
れ
自
体
の
発
展
と
し
て
こ
の
よ
う
な
過
程
を
示
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
発
生
期
か
ら
杣
聞
歌
的
発
想
が
優
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
む
し
ろ
、
古
代
霊
魂
観
が
死
を
生
と
は
隔
絶
し
た
も
の
、
と
ど
め
得

ぬ
も
の
と
し
て
認
識
し
う
る
時
期
に
至
っ
て
、
挽
歌
が
成
立
し
た
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
以
上
の
挽
歌
の
展
開
を
通
し
て
み
て
両
者
の
性
格
を

比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
死
」
と
い
う
外
的
事
件
を
感
覚
的
に
受
動
す
る
と
こ
ろ

に
、
呪
術
的
機
能
性
に
か
か
わ
る
寿
歌
な
い
し
呪
歌
的
発
想
か
ら
、
自
己
表
現

と
し
て
の
拝
情
性
へ
の
志
向
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

５

　
レ
ヴ
ィ
、
ブ
リ
ュ
ル
が
原
始
的
霊
魂
観
を
存
立
さ
せ
る
心
理
状
態
に
っ
い

て
、
「
前
論
理
性
の
心
性
に
と
っ
て
は
一
人
の
人
間
は
死
ん
で
も
或
る
状
態
に

於
て
は
生
き
て
い
る
。
現
在
生
活
し
て
い
る
人
間
の
社
会
に
融
即
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

彼
は
し
か
も
同
時
に
死
者
の
社
会
に
加
わ
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

を
援
用
し
な
が
ら
言
え
ば
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
発
生
期
の
挽
歌
は
死

者
を
感
覚
的
存
在
、
な
い
し
は
心
理
的
共
存
と
で
も
呼
ぷ
べ
き
融
即
的
関
係
に

お
い
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
死
別
の
意
味
は
、
同
時
に
次
の
よ
う
に
も
捉

え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
ふ
ね
は
　
　
　
と
ま
り
　
　
　
し
め
ゆ

　
ｍ
　
か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
り
に
標
緒
は
ま
し
を

　
　
　
（
二
・
一
五
一
、
額
田
王
）

　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
や
ま
も
り
　
　
た

　
　
　
さ
さ
波
の
大
山
守
は
誰
が
為
か
山
に
標
結
ふ
君
も
あ
ら
な
く
に
（
二
・

　
　
　
一
五
四
、
石
川
夫
人
）

　
こ
れ
ら
は
、
天
智
挽
歌
群
の
中
で
、
側
死
別
に
よ
る
悲
し
み
を
発
想
の
申
心

に
す
え
た
も
の
、
と
し
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
「
標
結
ふ
」
と

い
う
呪
術
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
　
　
つ
ま
り
、
死
を
留
め
得
な
か

っ
た
こ
と
に
対
す
る
後
悔
の
感
情
を
歌
っ
た
も
の
で
、
死
を
一
つ
の
現
実
と
し

て
内
感
し
、
そ
こ
か
ら
回
想
的
に
過
去
の
生
活
体
験
の
物
足
ら
な
さ
を
嘆
い
て

い
る
。
ま
た
、
後
者
は
失
望
感
が
中
心
と
な
っ
て
発
想
さ
れ
、
「
君
」
が
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
今
は
、
「
山
に
標
結
ふ
」
こ
と
も
意
味
が
な
い
と
言
う
。
こ

こ
で
は
い
ず
れ
も
、
死
別
”
喪
失
に
よ
る
衝
撃
が
契
機
と
な
っ
て
発
想
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

い
る
。
そ
し
て
、
「
離
れ
居
て
棚
嘆
く
君
放
り
居
て
吾
が
恋
ふ
る
君
」
（
一
五

〇
）
や
「
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
」
、
　
（
一
五
二
）
、
「
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
（
一
四
九
）

の
よ
う
な
、
杣
聞
歌
的
な
離
別
の
意
味
と
は
違
っ
た
挽
歌
的
（
死
別
の
意
味
を

捉
え
る
）
内
容
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
誰
か
率
に
け
む
」
、
「
ま
た
咲
き
出
来

ぬ
」
な
ど
の
未
熟
で
類
型
的
な
表
現
が
、
い
ま
挽
歌
独
自
の
表
現
と
し
て
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
る
姿
を
、
こ
こ
に
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
相
聞
歌
的
発
想
と
い
え
ど
も
、
挽
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
形

成
し
て
き
た
方
法
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
相
聞
歌
的
発
想
が
挽



歌
的
素
材
（
死
別
）
を
契
機
と
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
拝
情
の
質
を
高
め

て
い
く
と
い
う
事
惜
も
、
当
然
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
あ
を
は
た
　
こ
は
た
　
う
へ

　
働
　
青
旗
の
木
幡
の
上
を
通
ふ
と
は
目
に
は
見
れ
ど
も
直
に
会
は
ぬ
か
も

　
　
　
（
二
・
一
四
八
、
倭
姫
皇
后
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
か
づ
ら

　
　
　
人
は
よ
し
思
ひ
止
む
と
も
玉
髪
影
に
兄
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も
（
二
．

　
　
　
一
四
九
、
同
）

　
　
　
　
　
　
　
や
ま
へ
ま
そ
ゆ
ふ
み
じ
か
ゆ
ふ

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

　
　
　
（
二
・
一
五
七
、
高
市
・
皇
子
）

　
第
一
首
目
な
ど
は
、
和
聞
歌
的
発
想
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
空
間
に
漂
う
霊

魂
を
見
る
自
己
と
、
生
身
の
柚
手
に
会
え
な
い
と
意
識
す
る
自
己
と
を
対
照
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
挽
歌
的
な
別
離
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
え
て
い
る
例
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
首
目
以
下
は
相
聞
歌
と
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
は
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
そ
の
か
み

え
な
い
の
で
、
こ
と
に
最
後
の
歌
に
お
け
る
長
い
序
歌
形
式
は
、
「
石
上
ふ
る

　
　
　
す
ぎ
汀
ら

の
山
な
る
杉
群
の
思
ひ
過
ぐ
べ
き
君
な
ら
な
く
に
」
　
（
三
・
四
二
二
、
丹
生

王
）
な
ど
と
同
様
、
挽
歌
的
な
悲
傷
の
深
ま
り
と
は
む
し
ろ
相
対
立
す
る
発
想

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
二
者
の
場
合
と
く
に
、
書
紀
の
挽
歌
群
か
ら

ど
れ
ほ
ど
も
変
貫
し
て
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
側
　
北
山
に
た
な
び
く
雲
の
青
雲
の
星
離
れ
ゆ
ぎ
月
を
離
れ
て
（
二
．
ニ
ハ

　
　
　
一
、
持
統
天
皇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽

　
こ
の
歌
は
解
釈
上
問
腫
が
あ
る
が
、
『
注
釈
』
に
よ
れ
ば
、
「
－
－
－
青
雲
が
、

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

星
を
離
れ
て
行
き
、
月
も
離
れ
て
　
　
大
空
高
く
飛
び
去
る
・
・
」
と
い
う
こ

と
で
、
「
青
雲
」
に
天
皇
の
霊
魂
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
も
っ
と
も
、

『
注
釈
』
は
「
青
雲
」
を
実
景
と
考
え
て
お
ら
れ
る
）
。
こ
こ
に
意
識
さ
れ
て

い
る
生
と
死
の
距
離
や
、
死
別
に
よ
る
喪
失
感
を
中
心
に
し
て
、
挽
歌
独
白
の

発
想
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
ｍ
の
第
三
首
目
に
あ
る
「
君
も
あ
ら
な
く

に
」
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
挽
歌
の
拝
情
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
な
す
大
伯
皇
女
の

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
あ
し
ぴ

歌
に
は
、
「
磯
の
上
に
生
ふ
る
馬
酔
木
を
手
折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
が
あ
り
と

言
は
な
く
に
」
（
二
・
ニ
ハ
六
）
な
ど
、
こ
の
発
想
が
多
い
（
四
首
の
う
ち
三

首
）
。
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
一
種
の
パ
タ
ー
ン
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い

　
　
　
　
　
い
ろ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、
、

が
、
そ
れ
が
弗
世
大
津
皇
子
の
死
Ｈ
喪
失
感
に
確
か
に
媒
介
さ
れ
た
表
現
で
、

悲
痛
な
拝
情
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
の
皇
女
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ
せ
　
　
　
あ

　
ｏ
ｏ
　
う
つ
そ
み
の
人
な
る
吾
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
世
と
吾
が
見
む

　
　
　
（
二
・
一
六
五
、
大
伯
皇
女
）

の
拝
情
を
詠
出
で
き
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。

　
挽
歌
に
多
い
「
う
つ
せ
み
」
の
語
感
を
分
析
さ
れ
て
青
木
生
子
氏
は
、
特
に

初
期
に
お
け
る
そ
れ
は
「
死
」
を
契
機
と
し
て
強
調
さ
れ
る
「
現
実
的
意
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
り
、
「
体
験
的
感
情
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
生

と
死
の
隔
絶
の
上
に
立
ち
、
不
可
避
の
死
を
明
視
す
る
主
体
が
確
立
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
自
ら
の
具
体
的
感
覚
、
な
い
し
は
体
験
的
感
情
を
通
し
て
現
実
を
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

面
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
す
ぐ
れ
た
拝
情
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
拝
情
は
、

　
　
　
や
ま
ぷ
き

　
　
　
山
吹
の
立
ち
よ
そ
ひ
た
る
山
清
水
汲
み
に
行
か
め
ど
道
の
知
ら
な
く
に

　
　
　
（
二
・
一
五
八
、
高
市
皇
子
）

な
ど
か
ら
続
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
、
人
麿
以
前
に
お
け
る
挽
歌
の

拝
情
の
、
一
つ
の
達
成
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

　
今
ま
で
、
天
智
挽
歌
群
か
ら
は
じ
め
て
、
人
麿
以
前
に
お
け
る
挽
歌
の
拝
情

の
形
成
過
程
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
右
に
概
観
し
て
き
た
方
向
を
確

認
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
以
後
奈
良
遷
都
前
後
（
万
葉
前
期
）
ま
で
の
挽

歌
を
、
簡
単
に
見
わ
た
し
て
お
き
た
い
。

　
死
の
認
識
は
、
感
覚
的
表
象
と
し
て
の
霊
魂
、
ま
た
「
別
る
」
・
「
離
れ
る
」

な
ど
の
意
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
の
他
、
葬
送
な
い
し
墳
墓
習
俗
と
の
関

係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
や
、
他
界
観
に
基
づ
く
も
の
（
４
節
に
お
い

て
、
吻
と
倒
と
し
て
分
類
し
た
も
の
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
山
隠
る
」
・

「
磐
隠
る
」
、
（
二
・
一
九
九
、
三
・
四
七
一
、
十
五
二
二
三
六
九
二
、
な
ど
）
、

「
雲
隠
る
」
・
「
天
知
ら
す
」
、
（
三
・
四
ニ
ハ
、
ニ
ニ
一
〇
〇
、
二
・
二
〇
二
な

ど
）
、
　
「
黄
泉
道
へ
罷
る
」
（
二
・
一
五
八
な
ど
）
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　
　
お
ほ
き
み
む
っ
た
ま
　
　
　
　
と
よ
く
に
　
か
が
み
の
や
ま

　
仁
の
　
王
の
親
塊
会
へ
や
豊
国
の
鏡
山
を
宮
と
定
む
る
（
三
・
四
一
七
、
手
持

　
　
　
女
王
）

　
　
お
よ
づ
れ
　
た
は
こ
と
　
　
　
　
た
か
や
ま
い
は
ほ
　
　
　
　
　
　
こ
や

　
　
　
逆
言
の
狂
言
と
か
も
高
山
の
巌
の
上
に
君
が
臥
せ
る
（
三
・
四
二
一
、

二
一

　
　
　
丹
生
王
）

　
　
　
け
　
ふ
け
　
ふ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ひ

　
　
　
今
日
今
日
と
吾
が
待
つ
君
は
石
川
の
峡
に
ま
じ
り
て
あ
り
竺
言
は
ず
や

　
　
　
も
（
二
・
二
二
四
、
依
羅
娘
子
）

　
こ
の
よ
う
な
把
握
は
第
一
期
に
は
見
当
ら
な
い
も
の
で
、
死
者
を
感
覚
的
に

意
識
し
た
も
の
よ
り
は
、
死
者
と
の
間
に
距
離
を
持
っ
て
い
る
。
か
つ
て
森
本

健
吉
氏
は
、
挽
歌
に
「
死
」
と
い
う
表
現
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
「
死
者
に

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

対
す
る
敬
意
か
ら
、
殊
更
に
『
死
』
の
語
を
避
け
て
、
他
の
語
を
も
っ
て
腕
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
現
し
た
」
為
で
あ
る
と
説
か
れ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
敬
避
」
的
表
現
は
、
死

者
を
感
覚
的
に
意
識
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
と
も
か
く
、
右
の
よ
う
な
場

合
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
隠
る
」
と
か
「
逆
言
」
・

「
狂
言
」
と
い
う
表
現
は
、
死
者
を
現
実
世
界
の
範
曝
に
留
め
て
お
き
た
い
と

　
　
、
　
　
、

い
う
意
識
に
よ
っ
て
文
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
森
本
氏
の
言
わ
れ
る

「
現
生
的
色
調
」
）
、
そ
れ
は
よ
り
根
本
で
は
、
死
者
が
現
実
の
範
礒
に
は
な
い

　
　
　
、
　
　
、

と
い
う
感
覚
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
墳
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
相
手
の
姿
を
直
撲
的
に
表
現
し
た
右
の
歌
群
は
、
単
な

る
事
実
の
認
識
的
叙
述
で
あ
っ
て
、
素
朴
で
現
実
的
で
は
あ
る
が
、
拝
情
性
に

は
乏
し
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
死
の
事
象
に
固
執
し
密
着
す
る
の
で
な
く
、

そ
れ
を
自
ら
の
感
覚
を
通
し
て
見
る
と
こ
ろ
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
位
置
す

る
。

　
　
　
　
　
わ
　
　
た
ぢ
か
ら
　
　
　
　
た
よ
わ
　
　
を
み
な

　
¢
功
　
岩
戸
破
る
手
力
も
が
も
手
弱
き
女
に
し
あ
れ
ば
す
べ
の
知
ら
な
く
に



　
　
　
（
三
・
四
一
九
、
手
持
女
王
）

　
　
　
さ
さ
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
り
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぷ

　
　
　
楽
浪
の
志
賀
つ
の
子
ら
が
罷
道
の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
怜
し
も
（
二
・

　
　
　
二
一
八
、
人
麿
）

　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
む
ぱ
り
ゐ
か
ひ

　
　
　
零
る
雪
は
あ
は
に
な
降
り
そ
吉
隠
の
猪
養
の
岡
の
寒
か
ら
ま
く
に
（
二

　
　
　
・
二
〇
三
、
穂
積
皇
子
）

　
こ
れ
ら
は
、
事
象
の
認
識
と
い
う
客
観
的
態
度
に
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。

死
の
事
象
を
主
体
の
感
覚
に
お
い
て
受
容
し
、
主
体
の
内
面
主
観
を
く
ぐ
り
抜

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
傷
の
イ
メ
ー
ジ
の
豊
か
な
仔
情
と
な
っ
て
い
る
。
葬

送
や
墳
墓
習
俗
の
現
実
的
な
事
象
は
、
死
者
そ
の
も
の
を
感
覚
的
存
在
と
し
て

見
る
こ
と
を
阻
む
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
死
」
は
、
明
確
な
存
在
の
世
界
と

は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
を
主
体
が
感
覚

的
に
受
け
と
め
る
と
こ
ろ
に
、
よ
り
拝
情
的
な
挽
歌
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

死
者
と
の
融
即
関
係
に
着
い
て
捉
え
ら
れ
る
呪
的
景
物
（
な
い
し
は
遺
物
）

を
素
材
と
し
た
挽
歌
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
み
　
た

　
ｏ
ヵ
　
御
立
た
し
の
嶋
を
も
家
と
住
む
鳥
も
荒
び
な
行
き
そ
年
か
は
る
ま
で

　
　
　
（
二
・
一
八
○
、
舎
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
く
．
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
ね

　
　
　
み
つ
み
つ
し
久
米
の
若
子
が
い
触
れ
け
む
磯
の
草
根
の
枯
れ
ま
く
惜
し

　
　
　
も
（
三
・
四
三
五
、
河
辺
宮
人
）

　
こ
の
種
の
も
の
を
素
材
に
し
た
挽
歌
に
は
、
対
詠
的
、
意
志
的
発
想
を
と
る

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

も
の
が
多
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
右
の
歌
に
も
表
わ
れ
て
い
る
、
「
荒
び

な
行
き
そ
」
や
「
枯
れ
ま
く
惜
し
も
」
の
対
象
に
対
す
る
強
い
呼
び
か
け
は
、

タ
マ
シ
ズ
メ
の
意
志
を
内
包
し
な
が
ら
「
夫
の
念
ふ
鳥
」
を
気
づ
か
い
、
「
い
た

く
な
援
ね
そ
」
と
命
じ
た
例
の
歌
に
っ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
力
強
い
乎

び
か
け
は
、
具
体
的
、
感
覚
的
事
物
を
通
し
て
死
者
を
知
覚
し
、
〃
、
の
表
象
と

し
て
の
事
物
の
荒
亡
を
惜
し
む
と
こ
ろ
に
発
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
ま
た
一
方
、
桐
手
の
死
に
深
い
喪
矢
感
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
故
に

呪
的
景
物
を
死
者
の
「
形
見
」
と
見
、
死
者
を
「
偲
ふ
」
発
想
が
成
立
す
る
。

　
　
　
し
ほ
け
　
　
　
　
あ
り
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
¢
勾
　
潮
気
立
つ
苦
几
磯
に
は
あ
れ
ど
往
く
水
の
過
ぎ
に
し
妹
が
形
見
と
そ
来
し

　
　
　
（
九
・
一
七
九
七
、
人
麿
集
）

　
　
　
　
　
　
　
う
ら
み
　
　
ま
な
ご
　
　
　
　
に
ほ

　
　
　
玉
津
嶋
磯
の
浦
廻
の
真
沙
に
も
染
ひ
て
行
か
な
妹
も
触
れ
け
む
（
九
・

　
　
　
一
七
九
九
、
同
）

　
　
　
た
か
ま
と

　
　
　
高
円
の
野
辺
の
秋
萩
な
散
り
そ
ね
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は
む
（
二
・

　
　
　
二
三
三
或
本
歌
、
金
村
集
）

し
か
も
な
お
、
景
物
を
「
見
る
」
・
「
触
れ
る
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
死
者

と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
対
詠
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
発
想
と
な
っ
て

い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
岬
の
歌
群
は
、
生
身
の
相
手
の
喪
失
を
意
識
し
て
い
れ
ば
こ

そ
、
そ
の
表
象
と
し
て
の
景
物
に
執
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
Ｇ
功
に
お
い
て
も
、

死
者
な
い
し
霊
魂
に
対
す
る
呼
び
か
け
と
し
て
の
願
望
、
意
志
－
「
荒
び
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

行
き
そ
」
や
「
柿
れ
ま
く
惜
し
も
」
は
、
存
在
と
衰
亡
の
申
問
で
た
ゆ
た
う
死

（
霊
魂
）
に
対
す
る
気
づ
か
い
と
も
言
え
よ
う
。
同
じ
素
材
に
よ
り
な
が
ら
、

次
の
よ
う
な
一
群
は
、
杣
手
の
衰
亡
、
喪
失
感
に
重
点
を
置
く
こ
と
で
、
悲
傷

の
深
ま
り
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
も
み
ち
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
づ
さ

　
胴
　
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
子
ら
と
携
は
り
遊
び
し
磯
を
見
れ
ば
悲
し
も
（
九
・

　
　
　
一
七
九
六
、
人
麿
集
）

　
　
　
わ
ぎ
も
こ
　
　
　
　
　
と
も
　
う
ら
　
む
ろ
　
　
　
　
　
と
こ
よ

　
　
　
吾
妹
子
が
見
し
靹
の
浦
の
室
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
兄
し
人
そ
な
ぎ

　
　
　
（
三
・
四
四
六
、
旅
人
）

　
こ
れ
ら
の
挽
歌
は
、
一
面
か
ら
言
え
ば
、
融
即
性
に
基
づ
く
人
間
１
１
自
然
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

あ
り
方
が
破
れ
か
け
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
平
野
仁
啓
氏
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
集
団
表
象
と
し
て
の
自
然
観
」
で
は
な
く
、
「
個
人
表
象
と
し
て
の
自
然

観
」
が
、
こ
こ
に
発
生
し
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
タ
マ
フ
リ
的
行
為
の
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
か
つ
て
柵
手
が
「
見
し
」
室
の
木
や
「
遊
び
し
磯
」
は
、
こ
こ
で
は
内

実
を
変
え
て
い
る
。
「
室
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
人
そ
な
き
」
と
い
う
表

現
が
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
は
、
死
者
と
の
融
即
性
に
お
い
て
で

は
な
く
、
対
死
者
と
い
う
形
で
意
識
さ
れ
て
い
る
。
「
室
の
木
」
は
変
ら
ず
に

生
い
茂
っ
て
い
る
が
そ
れ
を
「
見
し
人
」
は
い
な
い
、
と
言
い
、
共
に
「
遊

び
」
、
生
命
を
寿
い
だ
「
磯
」
を
見
る
に
っ
け
、
柵
手
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
悲
し
さ
が
湧
い
て
く
る
、
と
言
う
の
で
あ
り
、
相
手
の
喪
失
感
を
強
く
体
感

す
る
と
こ
ろ
に
、
自
然
は
本
来
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
死
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

、
　
　
、
　
　
、

ゆ
か
り
の
景
物
は
、
そ
れ
故
に
却
っ
て
、
現
実
の
主
体
と
死
者
の
乖
離
を
意
識

さ
せ
る
媒
材
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
死
は
主
体
の
内
面

的
主
観
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
に
考
察
し
て
き
た
展
開
は
、
挽
歌
が
死
（
霊
魂
）
に
対
す
る
呼

び
か
け
や
、
そ
れ
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
意
志
的
姿
勢
か
ら
、
死
の
事
象
に

よ
っ
て
胚
胎
さ
れ
る
自
己
の
感
情
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
過
程
で
あ
る
、

と
も
言
え
る
。
「
い
た
く
な
援
ね
そ
」
や
「
荒
び
な
行
き
そ
」
の
外
向
的
意
志

は
、
「
見
し
人
そ
な
き
」
、
「
見
れ
ば
悲
し
も
」
の
内
面
的
感
情
へ
と
転
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
死
が
現
実
か
ら
の
消
滅
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
意

識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
の
意
味
は
主
体
の
内
面
的
主
観
に
沈
潜
し
、
そ

の
体
験
的
な
感
情
を
優
先
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
挽
歌
が
よ
り
持
情
性
（
自
己
表

現
性
）
へ
と
転
換
し
、
深
ま
る
方
向
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
自
然
の
繁
栄
な
い
し
は
永
久
性
と
人
間
の
死
（
喪
失
感
）
が
対
比

し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
対
照
・
矛
盾
か
ら
詠
出
さ
れ
る
拝
情
は
、
挽
歌
の
有
力

な
方
法
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

６

　
さ
て
、
今
ま
で
初
期
万
葉
の
挽
歌
を
中
心
に
、
そ
れ
以
前
と
以
後
の
挽
歌
を

も
概
観
し
な
が
ら
、
挽
歌
の
成
立
と
そ
れ
が
仔
情
詩
と
し
て
形
成
さ
れ
る
過
程

を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
道
す
じ
は
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ



う
か
。

　
タ
マ
フ
リ
や
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
呪
歌
的
発
想
に
お
い
て
は
、
歌
の
目
的
は
自
己

表
現
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
対
象
へ
の
現
実
的
機
能
性
（
表
現
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
効
力
、
結
果
）
に
存
す
る
。
そ
の
成
立
が
新
し
く
、
歌
謡
的
伝
統
と
の

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

直
接
的
な
関
連
を
見
出
し
が
た
い
挽
歌
で
は
あ
る
が
、
現
実
機
能
的
性
格
に
由

来
す
る
外
向
的
・
意
志
的
な
発
想
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
種
の
挽
歌
は
、
歌
謡

的
性
格
を
色
濃
く
留
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
初
期
の
カ
ケ
ァ
ィ
的
和
聞
歌

（
巻
二
参
照
）
や
国
讃
め
の
寿
歌
（
巻
一
二
一
な
ど
参
照
）
と
、
同
様
の
位
置

に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
大
王
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り
」
や
「
い
た

く
な
援
ね
そ
…
…
夫
の
思
ふ
鳥
立
っ
」
の
主
題
は
、
旦
ハ
体
的
な
場
（
外
的
状

況
）
と
の
関
連
で
捉
え
て
こ
そ
初
め
て
そ
の
意
図
が
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
っ

て
、
基
本
的
に
は
場
に
依
存
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
発
想
で
あ
る
、
と
言
わ
ね

ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
呪
歌
的
発
想
に
対
し
て
、
内
面
的
・
拝
情
的
性
格
を
帯
び
て
い

る
も
の
は
、
死
の
意
昧
を
感
覚
的
に
受
動
し
た
杣
聞
歌
的
発
想
の
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
聞
歌
的
発
想
に
あ
っ
て
も
呪
術
的
思
考
が
働
い
て
い

る
も
の
は
当
然
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
古
代
的
思
考
に
お
け
る

、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

世
界
観
と
し
て
の
呪
術
性
（
霊
魂
観
）
と
歌
そ
の
も
の
の
呪
術
性
（
現
実
機
能

性
）
と
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
、
拝
情
詩
の
形
成
過
程
を
よ
り
具
体
的
に

解
く
為
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
西
郷
信
綱
氏
は
「
青
旗
の
木
幡
の
上
を
か
よ
ふ
と
は
目
に
は
見
れ
ど
も
直
に

逢
は
ぬ
か
も
」
（
倭
姫
皇
后
）
の
歌
に
つ
い
て
、
「
魂
と
肉
体
の
分
離
が
終
っ

て
、
静
か
に
死
が
完
了
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
感
情
が
、
か
な
り

パ
ー
ソ
ナ
ル
に
ー
主
観
的
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
の
経
験
が
正
碓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
と
い
う
意
昧
ー
う
た
わ
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
挽
歌

に
お
け
る
パ
ｉ
ソ
ナ
ル
な
慮
情
内
容
の
成
立
を
、
こ
れ
ら
の
杣
聞
歌
的
発
想
の

歌
の
な
か
に
見
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
挽
歌
に
お
け
る
仔
情
詩
成
立
の
契
機

は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
某
本
的
に
は
「
死
」
の
意
味
の
感
覚
的
受
容

に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
」
な
感
情
は
、
和
聞
歌
的
発
想
を

拠
り
所
と
し
つ
つ
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
場
合
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
感
情
内
容
は
、
古

代
的
実
孤
と
し
て
は
呪
術
的
世
界
観
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
『
死
』
の
発
見
」
は
確
か
に
、
「
集
団
的
幻
覚
と
も
い
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
魂
』
」
か
ら
「
個
の
悲
傷
の
映
像
化
」
へ
と
深
ま
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
和

対
的
な
関
係
と
し
て
は
言
え
る
と
思
う
が
、
呪
術
的
世
界
観
も
他
な
ら
ぬ
古
代

的
真
実
な
の
で
あ
る
。
大
津
皇
子
の
辞
世
で
あ
る
、

　
　
　
　
大
津
皇
子
被
レ
死
之
時
磐
余
池
阪
流
レ
涕
御
作
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
　
も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む

　
　
　
（
三
・
四
ニ
ハ
）

は
、
鴨
を
見
て
最
後
の
タ
マ
フ
リ
を
行
な
う
と
い
う
呪
術
的
世
界
概
に
基
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

て
発
想
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
自
己
の
内
的
、
具
体
的
経
験
に
文
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
督
情
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
塞
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
呪
術
か
ら
の
感
情
の
解
放
と
い
う
図
式
を
も
っ
て
し
て

は
、
拝
情
詩
成
立
の
具
体
的
な
契
機
に
は
迫
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
正

．
確
に
は
、
そ
れ
は
歌
の
性
格
、
内
容
（
発
想
様
式
）
に
内
在
す
る
問
題
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
挽
歌
の
場
合
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
主
体
の
意
識
が
死

の
現
実
的
意
味
を
内
面
的
、
個
我
的
感
情
に
お
い
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
、
歌
が

呪
術
的
機
能
性
か
ら
自
己
表
現
（
拝
情
性
）
へ
と
目
的
を
転
換
す
る
動
機
が
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
当
初
相
聞
歌
的
発
想
を
援
用
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
挽
歌

の
拝
情
は
、
死
１
－
喪
失
・
隔
絶
と
し
て
体
感
し
、
「
う
つ
せ
み
」
の
側
か
ら

「
空
虚
」
な
死
を
捉
え
る
主
体
の
確
立
に
よ
っ
て
、
相
聞
的
情
調
と
は
異
な
る

挽
歌
独
自
の
拝
情
と
し
て
深
化
し
て
く
る
（
５
節
の
０
の
、
胸
、
蝸
な
ど
の
例

歌
）
。
つ
ま
り
、
挽
歌
の
拝
情
は
死
（
喪
失
感
）
と
「
う
つ
せ
み
」
の
意
識
と
の

き
わ
や
か
な
隔
絶
、
対
照
か
ら
詠
出
さ
れ
る
と
共
に
、
一
方
で
は
、
永
久
不
変

の
自
然
と
有
限
の
人
間
生
命
と
の
対
照
と
い
う
方
法
で
詠
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
対
立
・
矛
盾
す
る
世
界
と
し
て
の
把
握

か
ら
、
「
う
つ
せ
み
」
を
も
含
め
人
間
生
命
や
人
間
的
存
在
そ
の
も
の
を
「
仮

り
の
身
」
と
か
「
空
虚
」
と
し
て
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
、
後
期
万
葉
の
挽
歌
の

特
質
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
挽
歌
の
成
立
と
、
初
期
万
葉
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

る
そ
の
拝
情
の
あ
り
方
の
考
察
の
み
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
九
・
一
・
九
）

　
〈
付
記
Ｖ

　
な
お
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
省
い
た
、
長
歌
を
中
心
と
す
る
儀
礼
挽

歌
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　
註

　
◎
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
　
一
七
七
頁
。

　
＠
　
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
第
二
十
九
巻
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て

　
　
は
、
酉
郷
信
綱
「
柿
本
人
麿
」
（
『
詩
の
発
生
』
所
収
）
。
他
に
、
久
松
潜

　
　
一
編
『
日
本
文
学
史
・
上
代
』
、
青
木
生
子
「
挽
歌
の
誕
生
」
（
日
本
女
子

　
　
大
学
国
語
国
文
学
論
究
、
昭
和
四
二
年
五
月
－
所
収
）
。

　
　
　
土
橋
寛
「
古
代
民
藷
解
釈
の
方
法
」
（
立
命
館
文
学
、
七
十
七
号
所

　
　
収
）
、
同
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
第
二
章
第
四
節
。

　
　
　
か
な
　
い
も
　
い
づ
ち
　
　
　
　
　
　
や
ま
す
げ
　
そ
が
ひ

　
＠
　
「
愛
し
妹
を
何
処
行
か
め
と
山
菅
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
た
け

　
　
（
十
四
・
三
五
七
七
）
で
、
こ
れ
は
「
わ
が
背
子
を
何
処
行
か
め
と
辞
竹

　
　
そ
が
ひ

　
　
の
背
向
に
寝
し
く
今
し
悔
し
も
」
（
七
・
一
四
二
一
）
の
類
歌
で
あ
り
、

　
　
巻
七
の
方
が
も
と
の
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注

　
　
釈
』
巻
七
参
照
）
。

＠
・
野
中
川
原
史
満
の
歌
（
紀
一
二
二
・
一
一
四
）
↓
本
文
参
照
。

　
　
。
斎
明
天
皇
の
歌
（
紀
一
一
六
～
一
一
八
）
↓
本
文
参
照
。



　
。
同
（
紀
一
一
九
）
↓
「
山
越
え
て
　
海
渡
る
と
も
　
お
も
し
ろ
き

　
　
い
ま
き
　
　
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
と

　
　
今
城
の
中
は
　
忘
ら
ゆ
ま
し
じ
」
、
同
（
紀
一
二
〇
）
↓
「
水
門
の

　
　
う
し
ほ
　
く
だ
　
　
　
う
な
く
だ
　
　
う
し
ろ
　
く
れ

　
　
潮
の
下
り
　
海
下
り
　
後
も
暗
に
　
置
き
て
か
行
か
む
」
、
同
（
紀
一

　
　
　
　
　
　
う
つ
く
　
　
　
あ

　
　
二
一
）
↓
「
愛
し
ぎ
吾
が
若
き
子
を
置
ぎ
て
か
行
か
む
」

・
中
大
兄
皇
子
の
歌
（
紀
二
…
）
↓
本
文
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
や

＠
　
雲
だ
に
も
著
く
し
発
た
ば
心
遣
り
見
つ
つ
も
あ
ら
む
直
に
逢
ふ
ま
で
に

　
　
（
十
一
・
二
四
五
二
）

　
　
く
た
み
や
ま

　
　
朽
網
山
タ
居
る
雲
の
薄
れ
行
か
ば
わ
れ
は
恋
ひ
む
な
君
が
目
を
欲
り

　
　
（
十
一
・
二
六
七
四
）

　
　
他
に
、
十
二
・
三
二
〇
九
、
十
四
・
三
五
一
五
、
十
四
・
三
五
ニ
ハ
、

　
　
二
十
・
四
四
二
一
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
だ

◎
　
大
和
道
の
嶋
の
浦
廻
に
寄
す
る
波
間
も
な
け
む
吾
が
恋
ひ
ま
く
は
（
四

　
　
・
五
五
一
）

　
　
す
が
　
　
　
な
っ
み

　
　
菅
島
の
夏
身
の
浦
に
寄
す
る
波
間
も
置
き
て
吾
が
思
は
な
く
に
（
十
一

　
　
・
二
七
二
七
）

　
　
他
に
、
十
一
・
二
七
三
七
、
十
二
・
三
〇
四
六
な
ど
。

＠
　
註
＠
の
第
二
首
目
参
照
。
他
に
、
十
一
・
二
三
六
九
、
同
・
二
四
二

　
三
、
同
・
二
四
二
六
、
十
三
・
三
二
三
七
な
ど
。

　
　
酉
郷
信
綱
、
前
掲
論
文

＠
　
久
松
潜
一
編
、
前
掲
書
は
、
記
紀
歌
謡
の
挽
歌
の
系
譜
を
、
「
古
い
型

　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
の
挽
歌
」
（
紀
九
四
の
歌
の
よ
う
な
も
の
）
と
「
死
者
へ
の
悲
傷
の
思
ひ

　
を
中
心
に
詠
出
す
る
」
挽
歌
と
に
分
け
て
考
え
て
い
る
（
第
五
章
第
四

　
節
）
が
、
さ
ら
に
青
木
生
子
氏
（
前
掲
論
文
リ
は
同
様
に
、
「
儀
礼
挽
歌
」

　
（
前
者
）
の
系
列
に
萌
芽
と
し
て
み
ら
れ
る
悲
し
み
の
情
が
、
コ
泉
傷
挽

　
歌
」
（
後
者
）
で
純
粋
に
個
人
の
立
場
か
ら
歌
わ
れ
て
く
る
、
と
述
べ
て

　
お
ら
れ
る
。

＠
　
山
田
孝
雄
氏
は
、
巻
二
・
一
四
五
番
の
次
に
記
さ
れ
た
、
「
右
件
歌
等

　
離
レ
不
二
挽
枢
之
時
所
ウ
作
准
二
擬
歌
意
一
故
以
載
二
干
挽
歌
類
一
焉
」
　
の
左
註

　
を
、
有
馬
皇
子
作
の
二
首
を
含
む
、
二
・
一
四
一
～
一
四
五
ま
で
の
五
首

　
に
対
す
る
も
の
と
主
張
さ
れ
た
（
『
万
葉
集
考
叢
』
）
。
こ
の
二
首
は
単
な

　
る
轟
旅
歌
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
辞
世
と
な
っ
た
為
、
「
挽

　
歌
」
部
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

＠
　
　
「
上
宮
聖
徳
皇
子
出
二
遊
竹
原
井
一
之
時
兄
二
龍
田
山
死
人
一
悲
傷
御
作
歌

　
一
首
」
（
三
・
四
一
五
）
。
伊
藤
博
氏
は
こ
の
歌
を
、
奈
良
時
代
に
入
っ
て

　
か
ら
派
生
し
た
歌
語
り
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
お
ら
れ
る
（
「
箭
明
朝
以
前

　
の
万
葉
歌
の
性
格
１
そ
の
配
列
の
由
未
を
め
ぐ
っ
て
１
」
、
国
語
国
文
、

　
第
三
十
二
巻
二
号
所
収
）
。

＠
　
回
、
旧
、
側
の
実
質
に
つ
い
て
は
本
文
参
照
。
儀
礼
的
発
想
と
し
て
は

　
次
の
歌
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
従
二
山
科
御
陵
一
退
散
之
時
、
額
田
王
作
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
や
ま
し
な

　
　
や
す
み
し
し
　
わ
ご
大
君
の
　
か
し
こ
ぎ
や
　
御
陵
仕
ふ
る
　
山
科
の

　
　
鏡
の
山
に
　
夜
は
も
　
夜
の
こ
と
ご
と
　
昼
は
も
　
日
の
こ
と
ご
と

　
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
栗
の
み
を
　
泣
き
っ
つ
在
り
て
や
　
百
磯
城
の
　
大
宮
人
は
　
去
き
別

　
　
れ
な
む
（
二
・
一
五
五
）

＠
　
山
田
弘
通
「
御
寿
は
長
く
天
足
し
た
り
ー
主
と
し
て
万
葉
地
理
の
立
場

　
か
ら
－
」
（
国
語
と
国
文
学
、
第
四
十
五
巻
一
号
所
収
）

＠
　
土
橋
寛
「
上
代
の
祭
式
と
歌
と
呪
薦
」
（
解
釈
と
鑑
賞
、
第
二
十
九
巻

　
一
号
所
収
）

＠
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
第
三
章
第
二
節
、
一
九
四
頁
。

＠
　
賀
茂
真
淵
『
万
葉
考
』

＠
土
橋
寛
「
見
る
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」
（
『
万
葉
』
第
三
十
九

　
号
所
収
）
。
同
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』

　
　
こ
も
り
く
　
　
　
は
つ
せ

＠
　
隠
国
の
　
泊
瀬
の
山
は
　
出
で
立
ち
の
　
宜
し
き
山
　
走
り
出
の
　
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
は

　
　
し
き
山
の
　
隠
国
の
　
泊
瀬
の
山
は
　
あ
や
に
う
ら
麗
し
　
あ
や
に
う

　
　
　
ぐ
は

　
　
ら
麗
し
（
書
紀
七
七
）

ゆ
　
註
＠
に
同
じ
。

ゆ
　
酒
井
貞
三
「
『
麸
り
出
の
・
出
で
立
ち
の
』
考
－
万
葉
三
三
三
一
の
挽

　
歌
の
発
想
と
山
讃
め
の
伝
統
１
」
（
国
語
と
国
文
学
、
第
四
十
三
巻
十
号

　
所
収
）

ゆ
　
伊
藤
博
「
伝
説
歌
の
源
流
」
（
国
語
国
文
、
第
三
十
三
巻
三
号
所
収
）

一
八

ゆ
　
池
田
源
太
『
伝
承
文
化
論
孜
』
第
九
章

ゆ
　
宇
野
円
空
『
宗
教
民
俗
学
』
第
八
章

＠
　
土
橋
寛
「
古
代
霊
魂
観
念
の
二
面
」
（
『
日
本
古
典
文
学
新
論
』
所
収
）
、

　
そ
の
他
。

ゆ
　
中
山
太
郎
『
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』

ゆ
　
　
『
魏
志
倭
人
伝
』
（
岩
波
文
庫
）
四
五
頁
。
『
古
事
記
』
上
巻
、
天
若
日

　
子
の
積
宮
。
『
先
代
旧
事
紀
』
巻
三
、
饒
速
日
尊
の
死
の
条
。
『
日
本
書

　
紀
』
巻
二
十
九
、
天
武
天
皇
の
積
宮
、
な
ど
参
照
。

ゆ
　
岡
田
清
子
「
喪
葬
制
と
仏
教
の
影
響
」
（
『
日
本
の
考
古
学
』
第
五
巻
所

　
収
）

ゆ
　
池
田
弥
三
郎
『
日
本
芸
能
伝
承
論
』
二
二
四
頁
。

ゆ
註
＠
に
同
じ
。

ゆ
　
折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
、
第
四
稿
」
（
全
集
第
一
巻
所
収
）
、
「
歌

　
の
発
生
及
び
そ
の
万
葉
集
に
お
け
る
展
開
」
（
同
、
第
九
巻
所
収
）
、
そ
の

　
他
。

ゆ
　
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
上
代
篇
、
「
こ
ふ
（
恋
）
」
の
条
。

＠
　
同
前
。
な
お
、
伊
藤
博
『
万
葉
集
相
聞
の
世
界
」
六
〇
～
六
一
頁
。

ゆ
　
折
口
信
夫
「
相
聞
歌
」
（
全
集
第
九
巻
所
収
）
三
六
〇
頁
。

＠
　
前
掲
、
「
歌
の
発
生
及
び
そ
の
万
葉
集
に
お
け
る
展
開
」
九
五
貢
。
『
万

　
葉
集
辞
典
』
、
「
た
ま
ふ
る
」
の
条
、
そ
の
他
。



ゆ
　
次
の
二
つ
を
比
較
、
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ほ
ぢ
　
　
あ
を
や
ぎ
　
た
を

　
　
吾
が
背
子
が
見
ら
む
佐
保
路
の
青
柳
を
手
折
り
て
だ
に
も
見
む
よ
し
も

　
　
が
も
（
八
・
一
四
三
二
、
雑
歌
）

　
た
か
ま
と

　
　
高
円
の
野
辺
の
秋
萩
な
散
り
そ
ね
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は
む
（
二
・

　
　
二
三
三
、
挽
歌
）

ゆ
　
レ
ヴ
ィ
Ｈ
ブ
リ
ュ
ル
・
山
田
吉
彦
訳
『
未
開
杜
会
の
思
惟
』
下
（
岩
波

　
文
庫
）
一
〇
二
頁
。

＠
　
そ
の
一
は
、
「
青
雲
」
を
文
字
通
り
「
青
雲
」
と
み
る
か
そ
れ
と
も

　
「
青
空
」
と
見
る
か
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
第
三
句
「
青
雲
の
」
を
主
格

　
と
み
る
か
、
初
句
か
ら
こ
こ
ま
で
を
序
詞
的
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
。
第

　
一
点
に
つ
い
て
は
、
『
注
釈
』
が
吉
井
巌
氏
の
説
を
引
い
て
論
じ
て
お
ら

　
れ
る
よ
う
に
、
「
空
」
で
な
く
「
雲
」
と
解
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
五
行
思

　
想
で
は
青
を
陽
の
色
と
し
て
貴
ぶ
考
え
方
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
す
れ

　
ば
或
い
は
こ
こ
は
、
天
皇
の
霊
魂
を
「
青
雲
」
と
し
て
貴
ん
だ
表
現
か
と

　
も
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
第
三
句
に
つ
い
て
も
や
は
り
『
注
釈
』
が
指
摘

　
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
格
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
青
雲
」

　
が
「
星
離
り
行
ぎ
月
を
離
り
」
行
く
、
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
霊
魂
が
天

　
空
に
上
っ
て
行
く
、
と
い
う
観
念
の
表
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
　
青
木
生
子
「
万
葉
集
に
お
け
る
『
う
つ
せ
（
そ
）
み
１
挽
歌
か
ら
哀

　
傷
へ
！
」
」
（
国
文
目
白
、
第
六
号
所
収
）

　
　
　
　
　
挽
歌
の
成
立
と
展
開

ゆ
　
森
本
健
吉
「
万
葉
集
挽
歌
に
於
け
る
敬
避
性
」
（
国
語
と
国
文
学
、
第

　
十
七
巻
十
号
所
収
）

＠
　
平
野
仁
啓
『
古
代
日
本
人
の
精
神
構
造
』

＠
　
酉
郷
信
綱
『
万
葉
私
記
』
第
一
部
、
二
二
〇
頁
。

＠
　
阪
下
圭
八
「
人
麿
挽
歌
の
構
造
」
（
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論

　
集
、
第
十
二
号
所
収
）
九
五
頁
。

一
九
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