
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

目
並
・
高
市
両
挽
歌
を
め
ぐ
っ
て

駒
　
　
　
木

敏

　
　
　
　
一
、
人
麿
以
前

　
す
で
に
早
く
加
藤
順
三
氏
は
挽
歌
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
天
皇
崩
時
婦
人
作

歌
」
（
二
・
ｍ
）
の
よ
う
な
系
列
と
人
麿
の
高
市
皇
子
挽
歌
（
二
・
…
…
）
の
よ
う

な
系
列
を
想
定
し
、
以
前
の
も
の
に
見
ら
れ
な
い
人
麿
作
の
「
語
り
の
雰
囲
気
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

（
叙
事
的
性
格
）
を
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
初
期
の
挽
歌
が
側
近
・
身
内
の
女

性
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
傾
向
を
指
摘
し
て
こ
れ
を
「
女
の
挽
歌
」
と
規
定

し
、
人
麿
な
ど
の
公
附
な
関
係
に
お
い
て
歌
わ
れ
た
「
男
の
挽
歌
」
と
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

く
対
照
的
に
把
握
さ
れ
た
の
は
、
西
郷
信
綱
氏
で
あ
っ
た
。
前
者
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
性
格
の
違
い
を
、
後
者
は
作
者
層
の
違
い
と
し
て
説
こ
う
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
西
郷
氏
の
捉
唱
さ
れ
た
視
点
は
今
日
や
や
一
般
化
し
っ
つ
あ
る
も

の
で
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
人
麿
の
特
異
性
が
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
初
期
の
挽
歌
に
は
た
し
か
に
側
近
・
身
内
の
者
の
手
に
な
る
も
の
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
一
般
的
に
「
女
の
挽
歌
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
は
叡
問

が
残
る
。
妃
を
失
っ
た
中
大
兄
皇
子
へ
の
川
原
満
の
献
歌
（
書
紀
ｍ
・
…
）
、
斉

閉
天
皇
の
死
に
際
し
て
の
申
大
兄
の
作
（
同
閉
）
な
ど
、
む
し
ろ
成
立
期
の
挽

歌
は
列
性
の
手
に
な
る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
｝
西
逃
氏
は
、
「
女
の
挽
歌
」
の
伝
統
を
認
め
な
が
ら
も
、
川
原
満
↓
額
田

工
↓
人
麿
と
い
う
「
宮
廷
代
作
詞
人
」
の
系
譜
を
想
定
し
、
「
女
の
挽
歌
」
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
系
譜
に
引
き
っ
が
れ
て
ゆ
く
の
で
別
系
と
は
見
ら
れ
な
い
、
と
さ
れ
た
。

し
か
し
氏
に
お
い
て
も
、
初
期
の
い
か
な
る
部
分
が
人
麿
に
受
け
っ
が
れ
て
い

っ
た
の
か
に
っ
い
て
は
、
充
分
呪
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

　
挽
歌
成
立
の
場
を
め
ぐ
っ
て
は
な
お
不
明
な
点
も
多
い
が
、
以
下
人
麿
の
宮

廷
挽
歌
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
麿
作
の
出
現
に
重
要
な
意
味
を
持
つ

と
思
わ
れ
る
二
っ
の
系
列
を
あ
げ
、
人
麿
へ
の
展
開
を
表
現
面
よ
り
跡
づ
け
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
二
つ
の
系
列
と
は
、
い
大
宮
人
の
立
場
か
ら
叙
述
す



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

る
手
法
、
同
生
前
の
繁
栄
・
充
実
し
た
姿
を
回
顧
的
に
描
き
な
が
ら
悲
し
み
を

述
ぺ
る
手
法
、
で
あ
る
。

　
ま
ず
↑
ｏ
の
系
列
に
っ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

１
）
や
す
み
し
し
　
わ
ご
大
君
の
　
恐
き
や
　
御
陵
仕
ふ
る
　
山
科
の
　
鏡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

　
山
に
　
夜
は
も
　
夜
の
こ
と
ご
と
　
畳
は
も
　
日
の
こ
と
ご
と
　
巽
の
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
し
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
泣
き
つ
つ
在
り
て
や
　
百
磯
城
の
　
犬
宮
人
は
　
去
ぎ
別
れ
な
む
（
二
・
閉
）

　
こ
の
歌
の
題
詞
（
傍
点
部
）
に
は
儀
礼
的
な
場
が
考
え
ら
れ
る
。
歌
に
も
表

現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
者
の
陵
墓
に
宮
人
が
奉
仕
す
る
一
定
の
期
間
が
済

み
「
退
散
」
す
る
に
当
っ
て
何
ら
か
の
宮
廷
儀
礼
が
あ
り
、
そ
の
儀
礼
を
場
と

し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
を
裏
づ
け
る
特
徴
と
し
て
、
「
や
す

み
し
し
わ
ご
大
君
の
」
と
儀
礼
歌
と
し
て
の
整
っ
た
発
想
を
と
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
に
対
応
し
て
御
陵
に
奉
仕
す
る
大
宮
人
の
姿
を
通
し
て
主
題
を
展
開

し
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
宮
人
の
奉
仕
の
状
を
素
材
と
す
る
の
は

寿
歌
の
伝
統
的
手
法
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
讃
歌
に
お
け
る
裏
返
し
の
形
で
、
哀

悼
な
い
し
悲
嘆
の
表
現
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
大
宮
人
は

去
き
別
れ
な
む
」
と
詠
嘆
す
る
立
場
は
す
こ
ぷ
る
客
観
的
で
「
傍
観
者
の
態

度
」
で
あ
り
、
全
篇
「
儀
礼
的
表
現
」
（
私
注
）
に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
素
材
、
表
現
方
法
は
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
人
麿
に
も
継
承

さ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
性
格
や
表
現
が
右
と
類
似
す
る
置
始
東
人
作
の
弓
削
皇

二

子
挽
歌
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

２
）
　
朴
か
か
い
い
　
か
か
か
郡
　
高
光
る
　
日
の
皇
子
　
ひ
さ
か
た
の
　
天
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

　
宮
に
　
神
な
が
ら
　
神
と
座
せ
ぱ
　
そ
こ
を
し
も
　
あ
や
に
恐
こ
み
　
畳
は

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

　
も
　
日
の
こ
と
ご
と
　
夜
は
も
夜
の
こ
と
ご
と
　
臥
し
居
嘆
け
ど
　
飽
き

　
足
ら
ぬ
か
も
（
二
・
…
）

　
　
　
反
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ま
　
へ

　
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
五
苗
重
の
下
に
隠
り
た
ま
ひ
ぬ
（
同
．
洲
）

　
東
人
は
伝
不
詳
で
あ
る
が
、
巻
一
・
６
６
番
に
行
幸
従
駕
の
作
が
あ
り
、
右
と

あ
わ
せ
考
え
て
宮
廷
歌
人
と
推
定
で
き
る
。
働
は
０
Ｄ
に
比
べ
れ
ば
主
観
的
で
あ

る
が
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
皇
子
の
死
を
悼
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
全
体
の
性
格
か
ら
伺
え
る
。
こ
の
長
歌
に
は
、
皇
子
嘉
去
の
事
実
と
そ
れ

に
対
す
る
悲
し
み
の
誇
大
な
表
現
以
外
何
も
な
い
。
「
古
言
を
も
て
い
ひ
つ
づ

け
し
の
み
に
し
て
我
吾
な
る
べ
き
こ
と
も
見
え
ず
」
（
考
）
と
か
、
「
人
麿
の
作

中
の
句
を
少
し
づ
つ
頂
戴
し
て
、
小
さ
い
長
歌
を
作
っ
た
ま
で
」
（
全
釈
）
と

言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
が
、
そ
の
こ
と
の
内
に
儀
礼
歌
と
し
て
の
目
的
は

充
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ｍ
や
働
は
、
公
的
儀
礼
歌
の
類
型
の
上

に
成
っ
た
歌
と
考
え
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
の
よ
う
に
中
西
進
氏
は
、
川
原
満
↓
額
田
王
↓
人
麿
の
「
代
作
詞
人
」

の
系
譜
を
と
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
額
田
王
作
ｏ
ｏ
の
公
的
・
儀
礼
的
性
格
を

説
明
さ
れ
た
。
こ
れ
を
補
足
す
る
な
ら
ば
、
満
が
献
じ
た
二
首
の
短
歌
は
、
遺



族
で
あ
る
中
大
兄
の
立
場
に
身
を
寄
せ
て
遊
媛
の
死
を
嘆
く
私
的
な
性
格
の
も

の
で
、
遺
族
の
作
と
献
歌
と
を
問
わ
ず
、
私
的
な
感
慨
を
述
べ
る
の
が
初
期
挽

歌
の
性
格
で
あ
っ
た
。
額
田
王
作
の
場
合
は
、
宮
廷
歌
人
的
立
場
と
「
御
陵
返

散
」
と
い
う
場
に
よ
っ
て
、
上
に
見
た
よ
う
な
性
格
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
立
場
と
と
も
に
ｏ
リ
は
、
単
に
素
材
や
語
何
の
継
承
に
と
ど

ま
ら
ず
、
死
者
と
残
さ
れ
た
大
宮
人
と
の
関
係
の
な
か
で
死
の
意
味
を
表
現
す

　
、
　
　
、

る
方
法
と
し
て
、
人
麿
の
宮
廷
挽
歌
に
受
け
っ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
人
麿
へ
続
く
と
見
ら
れ
る
同
の
歌
の
系
列
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
天
皇
崩
之
時
大
后
御
作
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
り
　
　
　
■
’

四
　
や
す
み
し
し
　
わ
が
大
君
の
　
夕
さ
れ
ば
　
見
し
給
ふ
■
レ
　
明
け
く
れ

　
１
　
　
　
　
　
　
　
参
を
か
　
　
　
　
も
み
ち
　
恒

　
ば
　
間
ひ
給
ふ
ら
し
　
神
岳
の
　
山
の
黄
葉
を
　
今
日
も
か
も
　
間
ぴ
給
ば

　
　
　
　
－
－
　
　
　
　
　
　
；
　
－
■
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
ま
し
　
明
日
も
か
も
　
兄
し
給
は
ま
し
　
そ
の
山
を
　
振
り
放
け
見
つ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
夕
さ
れ
ば
　
あ
や
に
哀
し
み
　
明
け
く
れ
ば
　
う
ら
さ
び
暮
し
　
荒
妙
の

　
　
　
　
　
　
ふ

　
衣
の
袖
は
　
乾
る
時
も
な
し
（
二
・
閉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
歌
は
、
前
半
で
死
者
天
武
が
朝
夕
神
岳
の
黄
葉
を
眺
め
た
（
そ
れ
は
呪

術
的
意
味
を
持
っ
）
生
前
の
事
実
に
よ
り
な
が
ら
神
岳
の
景
を
取
り
あ
げ
、
そ

こ
に
通
う
天
皇
の
面
影
（
霊
魂
が
観
念
さ
れ
て
い
よ
う
）
を
偲
び
つ
っ
、
後
半

は
そ
れ
に
寄
せ
て
大
后
（
の
ち
の
持
統
）
自
ら
の
悲
嘆
を
述
べ
る
構
成
で
あ

る
。　

　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
俳
線
凶
の
対
句
を
過
去
の
こ
と
と
す
る
注
釈
書
も
あ
る
が
、
「
ら
し
」
は
客

棚
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
現
在
の
事
態
を
確
信
的
に
推
量
す
る
意
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
確
実
に
朝
夕
御
蒐
に
な
る
よ
う
な
気
持
の
す
る
こ
と
を
ラ
シ
で
表
現
し
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

（
大
系
）
の
で
あ
る
。
「
大
君
の
継
ぎ
て
見
す
ら
し
高
円
の
野
辺
見
る
ご
と
に

突
の
み
し
泣
か
ゆ
」
（
二
〇
・
舳
）
と
同
じ
気
持
で
あ
る
。
さ
ら
に
明
確
に
言

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

え
ば
、
「
天
皇
の
御
霊
が
生
前
愛
で
給
う
た
ま
二
に
今
も
お
た
づ
ね
に
な
り
御
覧

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
な
っ
て
ゐ
る
ら
し
い
」
（
注
釈
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
生
前
ゆ
か
り
の

深
か
っ
た
呪
的
景
物
を
通
し
て
霊
魂
を
観
念
す
る
思
考
は
挽
歌
に
は
多
く
、
同

じ
作
者
の
同
時
の
歌
、
「
北
山
に
た
な
び
く
雲
の
青
雲
の
星
離
れ
ゆ
き
月
を
離

れ
て
」
（
二
・
…
…
）
も
、
青
雲
に
霊
魂
を
観
じ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

前
半
を
こ
の
よ
う
に
訳
す
『
注
釈
』
が
、
後
半
回
の
対
句
を
「
も
し
御
在
世
で

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
っ
た
な
ら
ば
今
日
は
訪
ひ
給
は
む
か
…
…
」
と
さ
れ
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。

前
半
で
霊
魂
に
つ
い
て
言
い
後
半
で
「
も
し
御
在
世
云
々
」
と
言
う
の
は
、
心

理
的
に
次
元
が
異
な
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
主
体
は
、
天
皇
生
前
の

行
動
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
前
半
で
は
一
般
的
に
神
岳
に
通
う
死
者
の
姿
（
霊

魂
）
を
偲
び
っ
つ
（
「
ら
し
」
で
述
べ
ら
れ
る
対
旬
）
、
後
半
で
は
不
確
実
な

「
今
日
」
「
明
日
」
に
限
定
し
て
不
安
と
期
待
の
気
持
で
仮
想
し
て
い
る
（
「
ま

し
」
で
述
べ
ら
れ
る
対
句
）
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
霊
魂
が
観
念
さ
れ
る
呪
的
景
物
の
素
材
の
意
味
は
、
近
江
の
海
を
漕
ぎ
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

船
に
向
っ
て
「
い
た
く
な
擬
ね
そ
　
若
草
の
　
夫
の
　
念
ふ
鳥
立
つ
」
一
二
・
閉
一
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

歌
っ
た
倭
姫
皇
后
作
の
天
智
天
皇
挽
歌
、
山
讃
め
歌
の
転
用
に
よ
っ
て
死
者
と

融
即
関
係
に
あ
る
山
の
衰
亡
を
惜
し
む
歌
（
十
三
・
捌
）
な
ど
に
よ
く
示
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

て
い
る
。
こ
の
種
の
素
材
は
、
死
者
（
霊
魂
）
と
の
距
離
が
作
者
に
意
識
さ
れ

る
と
死
者
を
偲
ぷ
媒
材
に
変
質
し
、
歌
の
性
格
も
自
己
の
嘆
き
を
基
調
と
す
る

よ
う
に
な
る
。

　
　
　
石
田
王
卒
之
時
山
前
王
衷
傷
作
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
れ

↑
り
　
っ
の
さ
は
ふ
　
磐
余
の
道
を
　
朝
さ
ら
ず
　
行
き
け
む
人
の
　
念
ひ
っ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
め
ぐ
さ

　
通
ひ
け
ま
く
は
　
ほ
と
と
ぎ
す
　
鳴
く
五
月
に
は
　
菖
蒲
草
花
橘
を
　
玉

　
　
　
　
　
か
づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
み
ち
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ざ

　
に
貫
き
一
綬
に
せ
む
と
　
九
月
の
　
時
雨
の
時
は
　
黄
葉
を
　
折
り
挿
頭
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
づ
よ

　
む
と
　
延
ふ
葛
の
　
い
や
遠
永
く
　
万
世
に
　
絶
え
じ
と
念
ひ
て
　
通
ひ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ

　
む
　
君
を
ば
明
日
ゆ
　
外
に
か
も
見
む
（
三
・
伽
）

　
こ
こ
に
も
呪
的
素
材
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
死
者
生
前
の
姿
を
讃

美
的
に
回
想
す
る
た
め
の
媒
材
と
し
て
で
あ
る
。
青
葉
や
花
木
を
挿
頭
す
タ
マ

フ
リ
に
よ
っ
て
永
久
の
生
命
を
寿
い
だ
の
は
死
者
の
思
い
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
充
実
し
た
姿
を
讃
美
的
に
回
想
し
な
が
ら
、
「
君
を
ば
明
日
ゆ
外
に
か
も

見
む
」
と
自
己
の
感
慨
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
前
半
で
寿
歌
的
詞
章
を
列
挙
し

後
半
で
そ
の
衰
亡
を
惜
し
む
、
長
歌
挽
歌
の
ひ
と
つ
の
類
型
を
見
事
に
示
し
て

い
る
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
が
、
死
者
の
姿
を
生
前
の
具
体
的
な
行
動
に
よ
っ
て

表
わ
そ
う
と
す
る
点
に
こ
の
歌
の
特
徴
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
死
者
生
前
の
繁
栄
・
充
実
し
た
姿
を
回
顧
的
に
描
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

そ
れ
に
寄
せ
て
自
己
の
悲
し
み
を
述
べ
る
挽
歌
の
構
成
（
「
讃
美
」
十
コ
艮
悼
」
の

型
）
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
ゆ
の
大
后
作
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
変
化
を
っ
げ

る
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
神
岳
」
の
黄
葉
は
倭
姫
作
の
「
夫
の
念

ふ
鳥
」
と
同
様
の
意
味
あ
い
を
持
ち
、
そ
こ
に
通
う
霊
魂
を
観
念
し
な
が
ら

も
、
一
方
で
は
死
者
の
生
前
を
偲
ぷ
媒
材
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
死
者
が
明

け
暮
れ
黄
葉
を
眺
め
た
タ
マ
フ
リ
の
行
為
は
、
生
前
の
充
実
し
た
姿
と
し
て
回

想
さ
れ
、
そ
れ
と
対
応
す
る
形
で
、
「
そ
の
山
を
振
り
放
け
見
っ
つ
…
荒
妙

の
衣
の
袖
は
　
乾
る
時
も
な
し
」
と
自
ら
の
嘆
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

前
半
で
対
象
に
つ
い
て
の
叙
事
を
？
り
ね
後
半
で
思
い
を
述
べ
る
の
は
、
長

歌
の
基
本
的
構
成
と
も
言
え
る
が
、
生
前
の
最
も
充
実
し
た
姿
に
お
い
て
死
者

を
描
出
し
な
が
悲
嘆
の
情
を
述
べ
る
構
成
は
、
そ
の
挽
歌
的
表
わ
れ
と
も
言
え

よ
う
。
そ
し
て
、
長
歌
の
表
現
様
式
を
押
し
進
め
る
と
こ
ろ
に
成
っ
た
人
麿
の

宮
廷
挽
歌
の
基
本
的
骨
格
は
、
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。　

以
上
、
額
田
王
作
（
ｍ
）
と
大
后
作
（
働
）
に
代
表
さ
れ
る
二
つ
の
歌
の
系

列
を
考
え
、
そ
れ
ら
が
表
現
方
法
と
し
て
人
麿
の
宮
廷
挽
歌
へ
受
け
つ
が
れ
て

い
る
こ
と
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
次
に
人
麿
の
挽

歌
に
っ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
　
　
　
二
、
目
並
皇
子
・
高
市
皇
子
両
挽
歌
の
構
成

　
人
麿
の
挽
歌
は
多
様
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
な
べ
て
抽
象
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
ま
か
に
言
っ
て
も
、
皇
族
（
河
島
皇
子
・
日
並
皇
子

・
高
市
皇
子
・
明
日
香
皇
女
）
を
対
象
に
し
た
宮
廷
挽
歌
を
一
方
の
、
「
妻
死

之
後
泣
血
哀
働
作
歌
」
（
二
・
〃
～
洲
）
を
他
方
の
極
と
し
て
、
「
視
二
石
中
死

人
一
」
作
れ
る
歌
（
二
・
閉
～
閉
）
、
「
吉
備
津
果
女
死
時
」
の
歌
（
二
・
一
川
～
川
）

が
そ
の
間
に
位
置
す
る
、
と
い
う
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
晶
の
個
性
も
多
様
で
あ
る
が
、
彼
が
最
も
力
を
こ
め
て
歌
い
あ
げ
た
宮

廷
挽
歌
・
－
い
ま
、
日
並
皇
子
・
高
市
皇
子
両
挽
歌
に
つ
い
て
見
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
が
　
　
は
、
一
節
で
あ
げ
た
二
っ
の
手
法
を
受
け
っ
ぎ
総
合
化
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
日
並
皇
子
尊
積
宮
之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
井
短
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ほ
よ
ろ
づ
　
　
ち
よ
ろ
づ
が
み

側
　
天
地
の
　
初
の
時
　
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
河
原
に
　
八
灯
万
　
千
万
神
の

　
か
む
っ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
め

　
神
集
ひ
　
集
ひ
座
し
て
　
神
分
り
　
分
り
し
時
に
　
天
昭
一
ら
す
　
日
女
の
命

　
ト
脂
始
凡
納
が
　
天
を
ば
　
知
ら
し
め
す
と
　
葦
原
の
　
瑞
穂
の
国
を
　
天
地

　
　
　
　
　
　
　
き
は
み

　
の
　
寄
り
あ
ひ
の
極
　
知
ら
し
め
す
　
神
の
命
と
　
天
雲
の
　
八
重
掻
き
わ

　
け
て
か
籔
椋
臓
て
の
八
　
神
下
し
　
座
せ
ま
っ
り
し
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
は

　
と
ぷ
と
り
　
　
　
　
き
よ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ろ
き

　
飛
鳥
の
　
浄
の
宮
に
　
神
な
が
ら
　
太
敷
ぎ
ま
し
て
　
天
皇
の
　
敷
き
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
－

　
国
と
　
天
の
原
　
石
戸
を
開
き
　
神
上
り
　
上
り
座
し
ぬ
レ
一
は
閉
雌
帥
座
　
わ

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
が
大
君
　
皇
子
の
命
の
　
天
の
下
　
知
ら
し
め
し
せ
ば
　
春
花
の
　
貨
か
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
た
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
云
食

　
と
　
望
月
の
　
満
は
し
け
む
と
　
天
の
下
す
国
　
　
四
方
の
人
の
　
大
船
の

　
思
ひ
た
の
み
て
　
天
っ
水
　
仰
ぎ
て
待
つ
に
　
い
か
さ
ま
に
　
思
ほ
し
め
せ

　
－
■
｝
　
つ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
山
の
・
り
か

　
か
　
由
縁
も
な
き
　
真
弓
の
岡
に
　
宮
桂
　
太
敷
き
座
し
　
御
殿
を
　
高
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
ね

　
り
ま
し
て
　
朝
こ
と
に
　
智
言
間
は
さ
ず
　
日
月
の
　
数
多
ぐ
．
荏
り
ぬ
れ

　
を
ご
か
匁
に
　
皇
子
の
宮
人
　
行
方
短
ら
ず
も
ポ
帰
硝
材
鮒
妙
鴫
押
の
（
二
・

　
…
…
）

　
　
　
反
歌
二
首

　
ひ
さ
か
た
の
天
兄
る
ご
と
く
仰
ぎ
見
し
皇
子
の
御
門
の
荒
れ
ま
く
惜
し
も

　
（
同
・
…
…
）

　
あ
か
ね

　
茜
さ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ば
玉
の
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜
し
も
（
同
・

　
…
…
）

　
こ
の
歌
の
構
成
は
、
第
一
段
が
「
神
上
り
上
り
座
し
ぬ
」
の
三
十
六
句
目
ま

で
で
、
「
天
地
の
初
の
時
…
…
」
と
神
話
的
語
り
に
よ
っ
て
説
き
は
じ
め
、
神

集
い
の
合
議
の
結
果
天
降
っ
た
「
日
の
皇
子
」
（
天
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
尊
と
ダ
ブ
ル

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
天
武
天
皇
）
が
、
莞
去
し
て
再
び
「
天
の
原
石
戸

を
開
き
神
上
」
る
ま
で
を
述
べ
る
。
次
の
段
で
は
、
「
皇
子
の
命
」
（
日
並
Ｈ

草
壁
皇
子
）
執
政
へ
の
「
四
方
の
人
」
の
期
待
、
そ
れ
が
「
い
か
さ
ま
に
思

ほ
し
め
せ
か
」
で
薙
去
の
こ
と
へ
転
換
、
「
数
多
く
な
り
ぬ
れ
」
　
で
小
休
止

し
（
あ
る
い
は
段
を
切
っ
て
も
よ
い
）
、
「
そ
こ
ゆ
ゑ
に
」
以
下
で
「
皇
子
の
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

人
」
の
悲
嘆
の
さ
ま
を
叙
し
て
結
ぷ
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
歌
の
と
く
に
第
一
段
に
は
解
釈
上
い
く
つ
か
の
問
題
点
が

あ
っ
て
、
右
の
よ
う
に
結
論
の
み
を
記
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。
墳
末
な
問
題

は
お
く
と
し
て
、
大
筋
を
把
握
す
る
上
で
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、

「
日
の
皇
子
」
が
誰
を
指
す
か
、
「
天
皇
」
の
敷
き
ま
す
国
と
」
の
「
天
皇
」
は
誰
で

「
敷
き
ま
す
国
」
と
は
ど
こ
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
ま
で
の
説
を
要

約
す
る
と
左
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
代
匠
記
以
来
の
◎
で
は
、
「
日
の
皇
子
」
を
天
武
天
皇
と
解
す
る
と
「
『
天
皇

の
敷
き
ま
す
国
と
』
以
下
が
座

り
が
わ
る
い
」
（
大
系
補
注
）

と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
飛
鳥

の
」
以
下
「
敷
き
ま
す
国
と
」

ま
で
を
挿
入
旬
と
し
、
「
こ
の

国
は
、
現
在
の
天
皇
（
す
な
わ

ち
持
統
）
が
お
治
め
に
な
る
国

だ
と
し
て
」
（
同
）
と
訳
す
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

皇
の
：
・
…
」
の
「
ま
し
て
」

ば
講
義
は
、

訳
す
）
、

凹
一
日
の
皇
子

、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
天
皇
の
敷
ぎ
ま
す
国

’

一
◎
日
並
皇
子

持
統
（
称
制
）
１
地
上

』
■
一
、
　
－
－
　
－
．
！
■
　
　
　
－
　
　
－
－

の
一
般
的
－
高
天
原

（
歴
代
の
）

ｕ
一
◎
天
武
天
皇

◎
一
般
的
－
地
　
上

…

ｕ

（
現
の
）

◎
持
　
統
－
地
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
挿
入
句
と
す
る
と
「
太
敷
き
ま
し
て
　
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
の
形
を
全
く
無
視
し
た
訳
に
な
る
こ
と
（
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
「
今
飛
鳥
の
清
御
原
に
ま
す
天
皇
の
所
知
す
国
な
り
と
し
て
」
と

「
日
の
皇
子
」
Ｈ
日
並
（
草
壁
）
皇
子
と
す
る
と
、
こ
の
時
天
武
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

は
莞
去
の
後
で
あ
り
持
統
天
皇
は
即
位
し
て
い
な
い
こ
と
（
注
釈
）
、
な
ど
の

疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
こ
れ
を
天
武
と
解
す
る
こ
と
の
積
極
的
理
由
を
あ
げ
て
み
る
と
、
ま

ず
、
「
神
上
り
上
り
座
し
ぬ
」
の
主
語
は
「
日
の
皇
子
」
で
あ
る
が
、
「
ニ
ェ
神

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

登
り
座
し
に
し
か
ば
」
と
あ
る
の
を
考
え
る
と
、
第
二
段
冒
頭
の
「
わ
が
大
君

皇
子
の
命
」
が
日
並
皇
子
で
あ
る
以
上
、
「
日
の
皇
子
」
は
天
武
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
茂
吉
が
「
一
篇
の
長
歌
の
構
造
か
ら
い
へ
ば
、
天
地
の

初
か
ら
い
ひ
起
し
て
、
神
集
、
神
議
、
天
孫
降
臨
、
代
々
の
天
皇
の
統
治
と
い

ふ
具
合
に
運
ん
で
居
る
」
の
で
、
皇
子
の
嚢
去
を
繰
返
し
述
べ
る
の
は
「
丁
寧

　
　
　
　
　
　
◎

す
ぎ
く
ど
す
ぎ
る
」
と
指
摘
し
た
点
と
符
合
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
冒
頭
か

ら
死
者
生
前
の
姿
を
讃
美
的
に
描
き
、
後
半
で
死
の
こ
と
に
及
ぷ
の
が
挽
歌
の

構
成
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
も
第
二
段
の
冒
頭
か
ら
皇
子
執
政
へ
の
期
待
が
讃
美

的
に
述
ぺ
ら
れ
、
「
い
か
さ
ま
に
」
以
下
で
莞
去
の
事
実
に
展
開
す
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
に
皇
子
の
死
を
叙
べ
る
の
は
、
「
丁
寧
す
ぎ
る
」
ど
こ
ろ
か
、

全
く
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
人
麿
の
長
歌
に
は
神
代
か
ら
説
き
お
こ
す
発
想
が

多
い
が
、
こ
の
場
合
の
第
一
段
も
そ
れ
で
、
特
に
天
武
と
の
か
か
わ
り
で
日
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

皇
子
が
登
場
す
る
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
「
飛
鳥
の
浄
の
宮
に

神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
」
の
主
語
も
ま
た
、
日
の
皇
子
（
天
武
）
と
し
て
こ

そ
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
無
理
に
挿
入
句
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
日
の
皇
子
」
は
天
武
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、



次
に
「
天
皇
の
敷
き
ま
す
国
と
」
の
解
釈
は
、
…
同
い
に
分
か
れ
る
。
同
い
は
こ

の
部
分
を
挿
入
句
と
見
る
解
釈
で
、
も
と
も
と
「
日
の
皇
子
」
を
日
並
と
す
る

　
　
　
　
、
　
　
　
、

時
に
、
コ
大
皇
の
」
を
解
釈
で
き
ず
に
と
ら
れ
た
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
日
の
皇
子
」
を
天
武
と
鮒
す
る
限
り
、
茂
吉
の
よ
う
に
「
此
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

世
の
国
は
一
般
に
現
神
天
皇
の
統
治
し
て
い
ま
す
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
」
と
訳

そ
う
と
、
吉
永
登
氏
の
よ
う
に
、
「
こ
の
国
は
持
統
天
皇
の
御
統
治
に
征
せ
よ

　
＠

う
と
」
と
訳
そ
う
と
、
不
自
然
さ
は
争
え
な
い
。
吉
永
氏
が
こ
こ
を
持
統
と
す

る
童
蒙
抄
の
説
を
展
開
さ
れ
た
根
拠
は
、
作
者
人
麿
が
、
皇
子
を
悼
む
よ
り
は

現
実
の
天
皇
で
あ
る
持
統
天
皇
と
い
う
遺
族
に
気
を
配
っ
た
た
め
に
生
じ
た
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

乱
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
脈
上
全
く
関
係
の
な
い
持
統
を
、
天
武
と

日
並
（
日
継
を
約
束
さ
れ
た
皇
太
子
）
の
間
に
突
然
持
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

然
性
は
想
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
史
実
に
照
ら
し
て
伊
藤
博
氏
が
詳
細
に
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
の
部
分
も
、
日
の
皇
子
”
天
武
と
す
る

説
の
多
く
が
解
釈
す
る
通
り
、
「
（
天
ハ
）
天
子
様
ガ
御
支
配
ナ
サ
ル
国
ダ
ト
シ

テ
」
（
全
釈
）
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
第
一
段
の
神
話
的
ス
ケ
ー
ル
に

お
け
る
表
現
に
っ
い
て
は
、
真
淵
が
早
く
、
「
さ
て
天
皇
崩
ま
し
て
は
、
ま
た

天
に
帰
り
上
り
ま
す
よ
し
を
い
は
ん
と
て
、
先
天
孫
の
天
降
ま
せ
し
事
を
い
へ

り
」
（
考
）
と
言
っ
て
い
る
通
り
で
、
冒
頭
か
ら
の
神
話
的
語
り
が
、
天
武
を

天
降
っ
た
皇
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
尊
と
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、

こ
こ
も
ま
た
、
天
皇
は
豪
去
し
て
天
上
に
昇
る
と
い
う
思
想
を
踏
ま
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
神
話
的
語
り
に
関
す
る
叙
述
が
、
古
事
記
や
六
月
晦
大

祓
の
祝
詞
と
類
縁
性
を
持
っ
こ
と
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
人
麿
の
こ
の
作
は
祝
詞
や
古
事
記
の
撰
進
よ
り
も
早
い
か
ら
、

そ
れ
ら
の
資
料
と
な
っ
た
古
伝
承
－
そ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
諌
の
詞
章
と
の
交

渉
が
考
え
ら
れ
る
－
に
よ
っ
た
と
見
る
）
通
り
で
、
し
か
も
そ
れ
ま
で
の
長
歌

挽
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
造
の
上
か
ら
も
、
言
え

る
こ
と
で
、
こ
の
歌
の
構
成
を
あ
ら
た
め
て
、
レ
り
神
話
的
語
り
、
働
－
ｍ
皇
子

執
政
へ
の
期
待
（
人
徳
の
讃
美
）
、
回
－
同
悲
嘆
の
惜
、
と
整
理
し
て
み
る

と
、
↑
ｏ
と
同
を
合
む
働
は
そ
の
ま
ま
挽
歌
の
類
型
的
構
成
で
あ
っ
て
、
レ
り
は
新

し
い
要
素
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
集
中
最
大
の
も
の
と
し
て
有
名
な
高
市

皇
子
挽
歌
も
、
実
は
こ
れ
と
全
く
同
じ
構
成
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ

・
つ
。

　
　
高
市
皇
子
尊
城
上
残
宮
Ｚ
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
一
首
井
短
歌

ｍ
　
か
け
ま
く
も
　
ゆ
ゆ
し
き
か
も
　
言
は
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
き
　
明
日
香

　
の
　
真
神
の
原
に
　
ひ
さ
カ
た
の
　
天
つ
御
門
を
　
カ
し
こ
く
も
　
定
め
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
さ
こ

　
ひ
て
　
神
さ
ぶ
と
　
磐
隠
り
ま
す
　
や
す
み
し
し
　
わ
が
犬
君
の
　
聞
し
め

　
　
　
そ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ま
つ
る
ぎ
　
わ
ざ
み

　
す
　
背
面
の
国
の
　
真
木
立
つ
　
不
破
山
越
え
て
　
高
麗
剣
　
和
鷺
が
原
の

　
か
り
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
行
宮
に
　
天
降
り
座
し
て
　
天
の
下
　
治
め
給
ひ
　
食
す
国
を
　
定
め
給
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
い
く
さ

　
と
鶏
が
鳴
く
吾
妻
の
国
の
御
軍
士
を
召
し
給
ひ
て
ち
は
や
ぶ
る
　
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
　
や
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
さ

を
　
和
せ
と
　
ま
つ
ろ
は
ぬ
　
国
を
治
め
と
　
皇
子
な
が
ら
　
任
し
給
へ
ば

お
ほ
ろ
　
み

犬
御
身
に
　
太
刀
取
り
偏
か
し
　
犬
御
手
に
　
弓
取
り
持
た
し
　
御
軍
士
を

あ
ど
も
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の

率
ひ
給
ひ
　
斎
ふ
る
　
較
の
音
は
　
雷
の
　
声
と
聞
く
ま
で
　
吹
ぎ
な
せ
る

く
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

小
角
の
音
も
　
敵
兄
た
る
　
虎
か
風
ゆ
る
と
　
諸
人
の
　
お
び
ゆ
る
ま
で
に

捧
げ
た
る
　
幡
の
廓
ぎ
は
　
冬
こ
も
り
　
春
さ
り
来
れ
ば
　
野
毎
に
　
著
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
は
ず
　
　
さ
わ
き

て
あ
る
火
の
　
風
の
む
た
　
廃
か
ふ
ご
と
く
　
取
り
持
て
る
　
弓
彊
の
騒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
む
じ

み
雪
降
る
　
冬
の
林
に
　
願
か
も
　
い
巻
き
渡
る
と
　
念
ふ
ま
で
　
聞
き
の

恐
く
　
引
き
放
つ
　
矢
の
繁
け
く
　
大
雪
の
　
乱
れ
て
来
た
れ
　
ま
つ
ろ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
そ

ず
立
ち
向
ひ
し
も
露
霜
の
消
な
ば
消
ぬ
べ
く
去
く
鳥
の
競
ふ
は

　
　
　
わ
た
ら
ひ

し
に
　
渡
会
の
　
斎
の
宮
ゆ
　
神
風
に
　
い
吹
き
惑
は
し
　
天
雲
を
　
日
の

目
も
見
せ
ず
　
常
闇
に
　
覆
ひ
給
ひ
て
　
定
め
て
し
　
瑞
穂
の
国
を
　
神
な

が
ら
　
太
敷
き
ま
し
て
　
や
す
み
し
し
　
わ
が
犬
君
の
　
天
の
下
　
申
し
給

　
　
　
よ
ろ
づ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ふ
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
・
く
く
く
！
，

へ
ば
　
万
代
に
　
然
し
も
あ
ら
む
と
　
木
綿
花
の
　
栄
ゆ
る
時
に
　
わ
が
大

君
　
皇
子
の
御
門
を
　
神
宮
に
　
装
ひ
奉
り
て
　
遣
は
し
し
　
御
門
の
人
も

　
　
　
　
　
　
　
　
は
に
や
す

白
妙
の
　
麻
衣
著
て
　
埴
安
の
　
御
門
の
原
に
　
茜
さ
す
　
日
の
こ
と
ご
と

鹿
じ
も
の
　
い
葡
ひ
伏
し
つ
つ
　
ぬ
ぱ
玉
の
　
タ
に
至
れ
ぱ
　
大
殿
を
　
ふ

り
放
け
見
つ
つ
　
鶉
な
す
　
い
葡
ひ
も
と
ほ
り
　
侍
へ
ど
　
侍
ひ
得
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ

春
鳥
の
　
さ
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
　
嘆
も
　
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
　
憶
も
　
い
ま
だ

尽
き
ね
ば
　
言
さ
へ
く
　
百
済
の
原
ゆ
　
神
葬
り
　
葬
り
座
て
　
朝
裳
よ
し

き
の
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
■
－
ｊ

城
上
の
宮
を
　
常
宮
と
　
高
く
し
た
て
て
　
神
な
が
ら
　
鎮
ま
り
ま
し
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
然
れ
ど
も
　
わ
が
大
君
の
　
万
代
と
　
念
ほ
し
め
し
て
　
作
ら
し
し
　
香
具

　
山
の
宮
　
万
代
に
　
過
ぎ
む
と
念
へ
や
　
天
の
ご
と
　
ふ
り
放
け
見
つ
つ

　
玉
橡
　
か
け
て
偲
は
む
　
恐
く
あ
り
と
も
　
（
二
・
…
…
）

　
　
短
歌
二
首

　
ひ
さ
か
た
の
天
知
ら
し
ぬ
る
君
ゆ
ゑ
に
日
月
も
知
ら
ず
恋
ひ
渡
る
か
も
（
同

　
・
ｍ
）

　
　
　
　
　
　
　
こ
も
り
ぬ

　
埴
安
の
池
の
堤
の
隠
沼
の
行
方
を
知
ら
に
舎
人
は
惑
ふ
（
同
・
ｍ
）

　
こ
の
長
歌
は
、
図
示
の
よ
う
に
三
段
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
並

挽
歌
に
お
け
る
岬
、
つ
ま
り
神
話
的
語
り
に
相
当
す
る
部
分
は
短
か
く
、
ス
ケ

ー
ル
も
小
さ
い
。
日
並
挽
歌
の
よ
う
な
神
話
的
構
想
に
お
け
る
系
譜
の
語
り
で

は
な
く
、
「
か
け
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
き
か
も
」
と
説
き
お
こ
し
、
「
神
さ
ぷ
と
磐
隠

り
ま
す
」
天
武
天
皇
の
こ
と
を
語
る
（
１
線
部
）
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
は
壬
申
の
乱
を
取
り
あ
げ
る
た
め
に
、
そ
の
指
導
者
天
武
を
神
話
的
に
語

り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
構
成
と
し
て
は
こ
れ
が
第
一
段
の
一
部
で
、
こ

の
段
の
後
大
半
は
壬
申
の
乱
の
叙
事
に
費
や
さ
れ
、
高
市
皇
子
は
主
役
天
武
の

下
で
「
皇
子
な
が
ら
任
し
給
へ
ば
」
以
下
、
乱
の
功
業
を
通
し
て
述
べ
ら
れ

る
。　

こ
こ
で
も
、
第
一
段
の
最
後
「
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
」
の
主
語
の
解
釈

に
は
、
諸
説
が
あ
る
。
こ
の
主
語
を
高
市
皇
子
と
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
全
体
の

叙
述
の
流
れ
も
す
っ
き
り
し
、
乱
の
叙
述
に
関
し
て
も
高
市
皇
子
が
前
面
に
押



し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
（
溝
義
・
全
詳
釈
）
、
こ
れ
に
対
し
て
は
伊
藤
博

氏
の
反
論
が
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
；
夫
の
下
治
め
給
ひ
食
す
国
を
定
め

給
ふ
と
』
と
い
ふ
の
は
天
武
天
皇
の
全
目
的
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
成
果
と
し

て
『
定
め
て
し
瑞
穂
の
因
を
神
な
が
ら
太
し
き
ま
し
て
』
が
あ
る
」
の
で
、
一

方
、
高
市
皇
子
は
「
皇
子
な
が
ら
任
し
た
ま
へ
ば
」
以
下
、
「
戦
の
指
導
権
を

与
へ
ら
れ
た
」
者
（
天
皇
の
全
目
的
を
果
す
た
め
の
手
段
）
と
し
て
、
「
常
闇

に
覆
ひ
給
ひ
て
」
ま
で
に
お
い
て
叙
べ
ら
れ
る
（
こ
の
場
合
も
「
御
軍
を
率
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

給
ひ
」
と
「
常
闇
に
覆
ひ
給
ひ
て
」
は
対
応
す
る
）
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
上
か
ら
の
続
き
で
は
、
問
題
の
句
の
主
語
は
天
武
と
す
る
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
は
な
い
が
、
下
句
の
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
君
の
　
天
の
下
申
し
給
へ
ば
」

と
の
関
連
で
、
ま
た
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
。
持
統
天
皇
が
す
で
に
即
位
し
、

高
市
皇
子
は
執
政
と
し
て
政
務
に
当
っ
て
い
た
時
点
（
「
天
の
下
申
し
給
へ

ぱ
」
は
す
で
に
諸
注
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
臣
な
ど
が
天
皇
を
補
佐
す
る
意

の
語
法
で
あ
り
、
持
統
四
年
七
月
以
降
皇
子
が
太
政
大
臣
の
職
に
あ
っ
た
史

実
と
も
合
致
す
る
）
で
の
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
か
ら
の
文
脈
上
は
天
武
で

あ
る
が
「
持
統
を
も
含
ん
で
ゐ
る
」
（
全
釈
、
早
く
は
孜
讃
に
見
ら
れ
る
）
と

す
る
説
、
単
に
持
統
と
す
る
説
、
　
一
般
に
天
皇
と
す
る
説
、
な
ど
が
主
張
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
茂
吉
は
、
例
に
よ
っ
て
、
「
省
略
融
合
句
の
理
論
で
移
行
し

た
句
」
（
評
釈
篇
）
と
し
て
天
皇
（
天
武
、
持
統
）
の
事
と
解
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
ら
は
、
文
脈
上
に
表
わ
れ
な
い
主
語
を
補
っ
て
の
解
で
あ

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

る
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
、
天
武
と
し
て
理
の
通
っ
た
解
釈
が
で
き
る
以

上
、
こ
れ
に
従
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
そ
う
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
高
市
挽
歌
で
は
レ
り
に
相
当
す
る
神
話
的
皇
祖

系
譜
の
語
り
は
短
い
が
、
乱
の
叙
述
部
に
お
い
て
も
天
武
の
行
動
は
「
高
麗
劔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

和
蓮
が
原
の
　
行
宮
に
天
降
り
座
し
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ち
ょ

う
ど
日
並
挽
歌
で
　
「
日
の
皇
子
」
　
（
天
武
）
に
ニ
ニ
ギ
ノ
尊
と
の
二
義
を
荷

わ
す
表
現
を
し
て
い
る
の
と
、
同
様
の
精
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま

り
、
神
性
を
帯
び
た
偉
大
な
皇
祖
天
武
が
ま
ず
語
ら
れ
、
次
に
天
武
と
の
関
係

で
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
子
の
位
置
が
述
べ
ら
れ
、
人
徳
の
讃
美
へ
展
開
し
て
ゆ
く
発

想
は
、
日
並
挽
歌
が
よ
り
神
代
伝
承
に
多
く
を
費
や
し
、
高
市
挽
歌
が
よ
り
現

実
の
歴
史
的
事
件
に
多
く
を
費
や
す
と
い
う
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
全
く
換
を

一
に
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
回
の
ｍ
に
当
る
高
市
皇
子
の
讃
美
は
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
君
の

天
の
下
申
し
給
へ
ば
　
万
代
に
然
し
も
あ
ら
む
と
　
木
綿
花
の
栄
ゆ
る
時
に
」

の
部
分
で
、
全
体
の
旬
数
か
ら
し
て
多
く
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
「
大
御
身

に
太
刀
取
り
蝸
か
し
」
以
下
、
乱
の
実
質
的
指
揮
者
と
し
て
の
皇
子
の
活
躍
の

姿
が
、
回
の
川
に
重
な
り
合
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
第
二
段

の
後
半
で
は
、
「
わ
が
大
君
皇
子
の
御
門
を
」
以
下
、
死
の
事
実
と
悲
嘆
に
く

れ
る
「
御
門
の
人
」
の
姿
、
さ
ら
に
葬
送
ま
で
の
過
程
を
述
べ
る
。
積
宮
や
葬

送
に
仕
え
る
宮
人
た
ち
の
様
子
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
悲
し
み
を
表
現
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

め
の
挽
歌
の
類
型
的
素
材
で
、
日
並
挽
歌
で
は
「
皇
子
の
宮
人
行
方
知
ら
ず

も
」
と
結
ぷ
短
か
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
額
田
王
作
（
前
出
ｏ
Ｕ
）
で
は
全
篇
を

こ
の
形
で
終
始
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
　
「
然
れ
ど
も
」
の
句
で
転
換
す

る
第
三
段
で
は
、
「
香
具
山
の
宮
」
を
「
か
け
て
偲
は
む
」
と
誓
約
と
哀
悼
を

こ
め
て
結
ぷ
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
両
者
の
構
成
を
比
較
す
る
た
め
に
図
式
化
を
試
み
る
と
、
左
の
よ
う

に
な
る
。

　
　
〈
日
並
挽
歌
の
構
成
Ｖ

レ
↓
　
「
天
地
の
初
の
時
：
…
・
神
上
り
上
り
座
し
ぬ
」
（
第
一
段
）

）Ｂ（蜘）Ｂ（

↑
ｏ
「
わ
が
大
君
皇
子
の
命
の
天
の
下
知
ら
し
め
せ
は
…
…
天
つ
水
仰
ぎ
て

　
　
　
　
、
…
＜
＜
く
く
く
（
ミ
く
く
く

　
待
つ
に
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
せ
か
：
・
…
日
月
の
数
多
く
な
り
ぬ
れ
」

（
小
休
止
）

同
「
そ
こ
ゆ
ゑ
に
皇
子
の
宮
人
行
方
知
ら
ず
も
」
（
第
二
段
）

〈
高
市
挽
歌
の
構
成
Ｖ

「
か
け
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
き
か
も
…
…
（
神
さ
ぶ
と
磐
隠
り
ま
す
）

↑
り
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
君
の
：
・
…
神
な
が
ら
太
敷
き
ま
し
て
」
（
第
一

　
段
）

同
「
や
す
み
し
し
わ
が
大
君
の
天
の
下
申
し
給
へ
ば
…
…
木
綿
花
の
栄
ゆ

　
る
時
に
わ
が
大
君
皇
子
の
御
門
を
神
宮
に
装
ひ
ま
つ
り
て
・
：
…
鎮
ま
り

　
ま
し
ぬ
」
（
第
二
段
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
「
然
れ
ど
も
…
…
玉
葎
か
け
て
偲
は
む
恐
こ
か
れ
ど
も
」
（
第
三
段
）

　
高
市
挽
歌
に
お
け
る
レ
“
、
回
１
↑
ｏ
同
の
意
味
構
造
は
、
日
並
挽
歌
に
お
け
る

そ
れ
ほ
ど
整
然
と
は
し
て
い
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
、
回
の
…
に
お
け
る
讃
美

の
要
素
が
蜘
の
後
半
部
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
同
の
悲
嘆
の
表
現

が
、
第
二
段
の
後
半
「
神
宮
に
装
ひ
ま
つ
り
て
」
以
下
、
「
い
葡
ひ
も
と
ほ
り
」

「
さ
ま
よ
」
ふ
「
御
門
の
人
」
の
姿
を
通
し
て
述
べ
ら
れ
、
最
後
の
段
で
は
作

者
の
哀
悼
の
意
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
や
は
り
同
じ
構

造
を
取
り
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
「
死
者
生
前
の
繁
栄
な
い
し
そ
の
讃
美
」
十

「
残
さ
れ
た
者
の
悲
嘆
」
と
い
う
長
歌
挽
歌
の
類
型
的
構
造
に
人
麿
の
二
作
が

著
し
く
相
違
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
典
型
的
に
発
展
さ
せ
た
も
の

と
言
っ
て
よ
い
。
「
讃
美
」
十
コ
艮
悼
」
の
型
を
基
本
的
に
継
承
し
つ
つ
、
前

半
の
讃
美
の
詞
章
は
、
「
わ
が
大
君
皇
子
の
命
の
　
天
の
下
知
ら
し
め
せ
ば

春
花
の
貴
か
ら
む
と
　
望
月
の
満
は
し
け
む
と
　
天
の
下
四
方
の
人
の
　
大
船

の
…
心
ひ
た
の
み
て
　
天
つ
水
仰
ぎ
て
待
つ
に
」
（
↑
Ｄ
）
、
「
や
す
み
し
し
わ
が
大

君
の
　
天
の
下
申
し
給
へ
ば
　
万
代
に
然
し
も
あ
ら
む
と
　
木
綿
花
の
栄
ゆ

る
時
に
」
（
例
）
と
、
執
政
に
対
す
る
期
待
を
こ
め
て
語
ら
れ
、
死
に
よ
っ
て

そ
れ
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
終
末
の
衷
悼
は
、
「
皇
子
の
宮
人
」
の

姿
を
通
し
て
（
ゆ
）
、
「
御
門
の
人
」
の
嘆
き
さ
ま
よ
う
姿
を
述
べ
っ
つ
自
ら
の

感
慨
を
添
え
る
形
で
（
例
）
、
な
さ
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
人
麿
の
二
作
は
、
長



歌
挽
歌
の
類
型
的
方
法
を
、
額
田
王
作
（
ｏ
ｏ
）
に
み
ら
れ
る
立
場
と
方
法
に
重

ね
あ
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
同
時
に
、
神
話
的
系
譜
や
壬
申
の
乱
の
内
容
は
、
全
く
彼
の
挽
歌
の
特

異
性
を
示
す
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
構
造
レ
り
の
部
分
は
、
日
並
挽
歌
の

場
合
の
皇
統
譜
は
、
神
性
天
武
に
よ
る
支
配
体
制
１
１
新
し
い
宮
廷
秩
序
の
確
立

を
讃
え
る
意
味
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
系
譜
の
流
れ
の
な
か
で
「
天
の
下
知
ら

し
め
」
す
は
ず
の
、
皇
太
子
日
並
（
草
壁
）
を
引
き
出
す
役
割
を
持
つ
。
ま
た

高
市
挽
歌
の
壬
申
の
乱
は
、
新
し
い
支
配
体
制
の
確
立
の
基
盤
を
な
す
歴
史
的

事
件
－
そ
こ
で
は
同
様
に
天
武
の
神
性
が
背
後
に
あ
る
ー
と
し
て
取
り
あ
げ
ら

れ
、
乱
で
実
功
を
あ
げ
た
皇
子
が
新
体
制
の
執
政
と
し
て
政
務
を
行
う
こ
と
へ

展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
文
脈
の
展
開
と
し
て
は
蜘
は
、
天
武
に
よ
っ
て
確

立
さ
れ
た
新
し
い
宮
廷
秩
序
Ｈ
体
制
の
推
進
者
と
し
て
の
皇
子
た
ち
を
讃
美
的

に
引
す
出
す
役
割
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
性
格
は
や
や
異
な
る
け
れ
ど
も
、

呪
日
香
皇
女
挽
歌
で
「
飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
川
の
　
上
つ
瀬
に
石
橋
渡
し
　
下

っ
瀬
に
打
橋
渡
す
　
石
橋
に
生
ひ
摩
け
る
　
玉
藻
ぞ
絶
ゆ
れ
ば
生
ふ
る
　
打
橋

に
生
ひ
を
を
れ
る
川
藻
ぞ
杣
る
れ
ば
生
ゆ
る
何
し
か
も
吾
が
大
君
の
…
…
」

と
、
飛
鳥
川
に
た
ゆ
た
う
川
藻
の
情
景
か
ら
皇
女
の
姿
体
を
讃
美
的
に
導
き
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
て
い
る
の
と
　
同
様
の
手
法
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
歌
の
全
体
の
な
か
で
、
凶
の
叙
述
に
比
し
て
苅
象
で
あ
る
皇
子
た

ち
に
関
す
る
叙
述
が
あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
か
っ
一
般
的
に
し
か
の
べ
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
宮
廷
秩
序
い
天
皇
制
支
配
の
原
理
の
も
と
で
、
し
か

も
一
た
び
右
の
よ
う
に
発
想
さ
れ
る
と
、
そ
こ
で
は
皇
子
の
伽
甘
（
人
間
）
に

か
か
わ
る
よ
う
な
側
面
は
全
く
問
題
に
な
り
得
な
か
っ
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
（
皇
子
に
讃
う
べ
き
内
容
が
な
か
っ
た
と
か
、
皇
子
を
讃
え
る
よ
り
遺
族

－
天
皇
ー
に
気
を
配
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
も
）
。
そ
し
て
皇
子
た
ち
の

業
績
が
天
武
と
直
結
す
る
と
こ
ろ
で
し
か
発
想
さ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
も
、
宮

廷
秩
序
の
中
で
皇
子
た
ち
を
讃
え
る
と
い
う
意
図
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
り
・

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
こ
れ
ら
は
本
質
的
に
宮
廷
讃
歌
で
あ
り
、
宮
廷
儀
礼
歌

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
三
、
諌
・
弔
詔
と
の
関
係

　
長
歌
に
よ
る
儀
礼
的
挽
歌
の
成
立
と
い
う
視
点
か
ら
、
人
麿
の
代
表
的
な
二

作
と
彼
以
前
の
作
と
の
連
続
点
を
探
っ
た
結
果
、
そ
れ
ら
が
言
わ
れ
る
よ
う
に

全
く
対
照
的
な
位
置
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
構
造
や
様
式
の
上
か
ら
は
右
の
よ

う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
る
ほ
ど
、
公
的
な
性
格
を
伺
え
る
も
の
は
わ

ず
か
に
額
田
王
作
の
一
首
の
み
で
、
む
し
ろ
個
人
的
関
係
に
お
け
る
主
観
の
表

出
を
基
調
と
す
る
の
が
初
期
挽
歌
の
性
格
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
長
歌

は
公
的
な
晴
れ
の
形
式
で
あ
り
、
挽
歌
の
場
合
も
初
期
の
方
法
と
精
神
に
は
、

人
麿
の
挽
歌
を
用
意
す
る
も
の
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
作
と
確
か
に
一
線
を
両
す
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

麿
作
の
堂
々
た
る
風
格
は
、
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
挽
歌
成
立
の
場
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
積
宮
挽
歌
を
、
稽
宮
に
お
い
て
謡
詠
さ
れ
た
と
す
る
説
が

あ
る
。
折
口
信
夫
氏
に
は
じ
ま
る
こ
の
視
点
を
詳
細
に
展
開
さ
れ
た
伊
藤
博
氏

は
、
作
品
の
内
部
徴
護
（
感
動
・
措
辞
・
構
想
・
格
調
の
雄
大
さ
と
公
儀
性
）

と
外
部
徴
護
（
人
麿
の
残
宮
挽
歌
は
宮
廷
の
葬
儀
に
挽
歌
を
唱
う
と
い
う
習
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
最
後
的
な
段
階
と
す
る
）
と
か
ら
そ
れ
を
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
作
晶
分
析
は

す
ぐ
れ
て
積
宮
挽
歌
の
「
公
儀
性
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
や
は
り
娩
問
の
ま
ま
に
残
る
の
は
謂
詠
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
残
宮
に

お
け
る
「
歌
舞
」
が
創
作
歌
の
挽
歌
と
交
渉
を
持
っ
と
思
わ
れ
る
記
録
は
ど
こ

に
も
な
く
、
人
麿
の
場
合
、
作
品
の
雄
大
さ
ゆ
え
に
謂
詠
と
結
び
つ
け
て
説
か

れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
挽
歌
（
天
智
積
宮
に
も
「
大
績
の
時
」
の
題
詞
を
持
つ

も
の
が
二
首
あ
る
）
に
つ
い
て
は
、
謡
詠
と
の
か
か
わ
り
は
説
明
さ
れ
得
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
人
麿
の
挽
歌
の
雄
大
な
公
的
性
格
は
謡
詠
と
い
う
方
法

と
の
関
連
で
し
か
説
け
な
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点

を
、
よ
り
早
く
吉
永
登
氏
は
、
「
積
宮
之
時
」
の
題
詞
は
必
ず
し
も
積
宮
儀
礼

に
は
結
び
っ
か
ず
、
献
呈
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
人
麿
の
「
献
把
挽
歌
」
は
常
に
天
武
・
持
統
系
の
皇
子
皇
女
に
対
し
て
作
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
て
い
る
、
と
そ
の
作
歌
動
機
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
こ
に
人
麿
作
の
存
立

点
は
や
や
咽
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
っ
ま
り
、
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

と
し
て
遺
族
に
献
じ
ら
れ
た
と
い
う
作
歌
事
情
が
、
彼
の
挽
歌
の
目
的
を
大
き

く
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
公
表
の
場
に
つ
い
て
は
、
な
お
議
論

の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
人
麿
の
挽
歌
が
右
の
よ
う
な

立
脚
点
に
あ
る
以
上
、
個
人
的
、
私
的
感
情
の
表
出
た
り
得
な
い
の
は
自
明
で

あ
る
。

　
そ
し
て
・
彼
が
献
呈
挽
歌
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
歌
人
と
し
て
の
自
己
の
位

置
を
ど
の
よ
う
に
据
え
、
方
法
と
ど
う
向
き
あ
っ
た
か
が
、
次
の
問
題
と
な
ろ

う
・
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
、
や
は
り
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
「
誌
」
と

彼
の
挽
歌
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
と
く
に
二
節
で
考
察
し
た
構
造
蜘
を
念
頭
に

お
き
な
が
ら
、
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
「
諌
」
と
は
そ
も
そ
も
中
国
伝
来
の
用
語
で
、
明
代
に
成
立
し
た
徐
師
曽
の

『
文
体
明
辮
序
説
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
按
読
者
累
也
、
累
二
列
英
徳
行
一
而
称
レ
之
也
：
…
・
其
礼
先
述
二
世
系
行
業
一
而

　
末
寓
二
哀
傷
之
意
一
、
所
謂
『
伝
体
而
類
文
、
栄
始
而
哀
終
』
者
也

　
ま
た
そ
の
あ
り
方
は
、
「
賎
不
レ
諌
レ
貴
、
幼
不
レ
謀
レ
長
、
故
天
子
崩
則
称
二
天

以
誌
ウ
之
・
卿
大
夫
卒
則
君
誌
レ
之
」
と
い
い
、
他
の
辞
書
類
の
説
明
も
大
差

な
～
。
『
春
秋
左
伝
衷
公
下
』
に
は
哀
公
の
孔
子
へ
の
訣
を
載
せ
、
『
文
選
巻
二
十

八
、
二
十
九
』
に
も
数
篇
の
謀
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
形
体
、
内
容
と
も
右

の
説
明
に
合
致
し
て
い
る
。
い
ま
そ
の
一
つ
、
曹
子
建
の
「
王
仲
宣
の
訴
」
を

見
る
と
、
死
者
の
遠
祖
と
そ
の
業
績
か
ら
説
き
起
こ
し
、
死
者
の
氏
が
分
れ
来



た
っ
た
由
来
を
語
り
、
死
者
生
前
の
武
勲
や
人
徳
を
讃
め
、
最
後
に
哀
悼
の
意

で
結
ぷ
構
成
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
し
の
ぴ
ご
と

　
我
国
の
文
献
に
「
諌
」
の
語
が
初
見
す
る
の
は
、
敏
達
紀
十
四
年
の
敏
達
積

宮
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
記
述
と
し
て
は
、
天
武
積
宮
以
前
で
は

次
の
二
例
で
あ
る
。

○
ｏ
推
古
紀
十
九
年
二
月
、
皇
太
夫
人
堅
塩
媛
の
改
葬

　
↑
り
　
天
皇
の
命
を
諌
（
阿
倍
内
臣
鳥
）

　
同
諸
皇
子
等
の
諌

　
い
　
大
臣
の
辞
を
誌

　
Ｈ
　
氏
姓
の
本
を
諌
（
境
部
臣
摩
理
勢
）

回
皇
極
紀
元
年
十
二
月
、
野
明
稽
宮

　
い
　
大
派
皇
子
に
代
り
て
誌
（
巨
勢
臣
徳
太
）

　
同
　
軽
皇
子
に
代
り
て
諌
（
粟
田
臣
細
目
）

　
い
　
大
臣
に
代
り
て
誌
（
大
伴
連
馬
飼
）

　
Ｈ
　
臼
嗣
を
謀
（
息
長
山
田
公
）

　
こ
れ
ら
に
は
、
被
葬
者
と
諌
奏
者
の
人
的
関
係
の
あ
る
法
則
性
は
考
え
ら
れ

る
が
、
内
容
に
関
す
る
記
述
と
な
る
と
「
氏
姓
の
本
」
及
び
「
日
嗣
」
の
み
で

あ
る
。
「
氏
姓
の
本
」
と
は
氏
姓
の
本
縁
で
、
堅
塩
媛
と
同
族
の
境
部
臣
摩
理

勢
に
よ
っ
て
訴
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
蘇
我
氏
の
始
祖
の
功
績
と
靭

廷
と
の
結
び
つ
き
（
本
縁
）
を
述
べ
、
宮
廷
系
譜
伝
承
の
中
へ
そ
れ
を
位
置
づ

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

け
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
未
来
に
わ
た
る

蘇
我
氏
の
身
分
を
保
障
す
る
意
味
を
も
持
っ
は
ず
で
あ
る
。
被
葬
者
が
天
皇
の

場
合
こ
れ
に
相
当
す
る
の
は
「
日
嗣
」
の
事
で
あ
り
、
皇
統
譜
の
確
認
で
あ

る
。
「
目
嗣
」
は
天
武
矯
宮
に
は
「
奉
レ
訣
二
皇
祖
等
Ｚ
騰
極
次
第
一
、
趨
也
、
古

　
　
　
　
＠

云
二
日
嗣
一
也
」
と
あ
り
、
古
事
記
序
文
の
「
帝
皇
日
継
」
と
同
様
に
考
え
ら
れ

よ
う
。
天
武
残
宮
で
「
皇
祖
等
之
騰
極
次
第
」
と
呼
び
か
え
ら
れ
て
い
る
の

は
、
宮
廷
伝
承
の
整
備
と
関
連
し
て
「
日
嗣
」
の
内
容
に
若
干
の
変
化
が
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
「
日
嗣
」
の
諌
の
担
当
者
が
天
武
磧
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

以
後
、
専
門
化
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、

こ
れ
は
王
権
継
承
の
現
実
的
意
味
を
持
っ
も
の
で
、
上
田
正
昭
氏
な
ど
は
「
従

属
と
奉
仕
の
認
証
」
を
主
と
し
た
「
『
ひ
っ
ぎ
』
の
確
認
」
を
、
積
宮
儀
礼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

本
貫
と
見
て
お
ら
れ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

　
「
氏
姓
の
本
」
・
「
日
嗣
」
以
外
の
訴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諌
奏
者
の
立
場
を
反

映
し
た
死
者
へ
の
服
属
誓
詞
を
基
調
と
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以

上
の
こ
と
は
不
明
確
で
あ
る
。
た
だ
、
「
大
臣
の
辞
」
に
つ
い
て
は
、
阿
蘇
瑞
枝

氏
が
言
わ
れ
た
ご
と
く
、
持
統
紀
二
年
十
一
月
条
の
「
諸
臣
各
挙
二
己
先
祖
等
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

仕
状
一
」
に
相
当
す
る
と
し
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
三
輸
君
逆
が
敏
達

箔
宮
に
諜
奉
っ
た
断
片
的
詞
章

　
朝
庭
荒
さ
ず
し
て
、
浄
め
っ
か
へ
ま
っ
る
こ
と
鏡
の
面
の
如
く
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
臣
、
治
め
平
け
奉
仕
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

も
、
そ
れ
を
荷
佛
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
書
紀
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
い
た
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

穂
部
皇
子
は
「
逆
、
頻
に
薩
無
し
」
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
方

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
た
れ
　
　
　
　
　
　
ほ
し
き
ま
ま

に
今
、
天
皇
の
子
弟
、
多
に
在
す
。
両
の
大
臣
侍
り
。
誕
か
情
の
怒
に
、
専
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

仕
ら
む
と
言
ふ
こ
と
得
む
。
…
－
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
大
臣
の
諌
は
、
臣
下

を
代
表
し
て
死
者
に
服
属
と
忠
誠
を
誓
う
性
格
が
濃
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
天
武
箔
宮
で
は
ど
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
も
諌
の
内
容
を
知
り
う

る
資
料
は
乏
し
い
が
、
概
括
的
に
見
て
、
稽
宮
儀
礼
の
肥
大
化
に
対
応
し
て
諌

奏
上
の
あ
り
方
（
形
態
）
が
－
従
っ
て
恐
ら
く
内
容
も
変
容
し
て
き
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
函

が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
っ
い
て
は
阿
蘇
瑞
枝
氏
や
吉
田
義
孝
氏
の
考
察
が
あ

り
、
そ
れ
に
拠
っ
て
天
武
濱
宮
の
誌
を
類
別
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。

働
天
武
積
宮

　
↑
り
　
宮
廷
組
織
及
び
官
僚
機
構
に
関
す
る
誌

　
同
　
公
卿
大
夫
及
び
臣
連
伴
造
国
造
等
の
誌

　
　
同
諸
臣
の
諌

　
　
旧
　
被
征
服
者
、
被
恩
恵
者
の
諌

　
い
　
「
日
嗣
」
（
皇
祖
等
の
騰
極
の
次
第
）
の
諌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
や

　
阿
蘇
氏
は
、
こ
の
中
か
ら
「
穫
」
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
諌
（
儀
礼
を
報
告
す

る
の
み
）
を
分
け
ら
れ
る
が
、
一
応
右
の
分
類
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に

は
、
謀
奏
の
形
態
の
多
様
化
や
新
し
い
要
素
が
濃
厚
で
あ
り
、
殖
宮
儀
礼
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

も
の
が
、
一
段
と
政
治
的
に
整
備
、
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
ｍ
や
、

同
の
中
で
も
諸
臣
の
誌
を
除
く
被
征
服
者
や
被
恩
恵
者
の
訴
は
、
前
代
に
は
見

ら
れ
な
い
。
そ
し
て
皇
子
の
諌
が
こ
こ
で
は
姿
を
消
し
て
い
る
（
代
っ
て
、

「
皇
太
子
、
公
卿
・
百
寮
人
等
を
率
て
、
積
宮
に
適
で
て
働
笑
る
」
の
記
事
が

あ
ら
わ
れ
る
）
。
↑
ｏ
は
新
し
く
整
備
さ
れ
た
官
僚
機
構
や
諸
制
度
の
確
認
、
強
調

と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
は
そ
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
、
服
属

の
誓
詞
と
見
て
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
誌
が
、
「
国
々
造
等
、
参
赴
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
ゆ

随
ひ
て
各
諌
す
。
乃
り
て
種
々
歌
舞
を
奉
る
」
、
「
隼
人
、
大
隅
・
阿
多
の
魁

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

師
、
各
己
が
衆
を
領
ゐ
て
互
に
進
み
て
誌
た
て
ま
つ
る
」
、
「
諸
臣
各
己
の
先
祖

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

等
の
仕
へ
奉
れ
る
状
を
挙
げ
て
逓
に
進
み
て
諌
た
て
ま
っ
る
」
、
「
夷
百
九
十
余

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

人
調
賦
を
負
荷
ひ
て
課
た
て
ま
つ
る
」
な
ど
の
記
述
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
臣
下
の
お
び
た
だ
し
い
諌
奏
は
、
趨

勢
と
し
て
天
武
箔
宮
の
誌
が
死
者
を
シ
ノ
フ
に
服
属
奉
仕
の
詞
章
を
も
っ
て

な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
族
制
体
制
の
本
質
を
な
す
人
身
隷
属
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

を
、
宮
廷
儀
礼
の
様
式
と
し
て
極
端
に
発
展
さ
せ
た
」
の
が
天
武
積
宮
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
、
前
代
か
ら
見
ら
れ
た
隷
属
関
係
の
誓
詞
と
し
て
の
諌
の
要
素

が
極
端
に
強
調
さ
れ
、
宮
廷
官
職
に
関
す
る
誌
な
ど
の
新
し
い
要
素
を
加
え
っ

っ
多
様
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
基
調
を
受
け

て
、
最
終
的
に
「
皇
祖
等
の
騰
極
の
次
第
」
を
誌
し
、
日
嗣
の
儀
礼
は
完
了
す

る
の
で
あ
る
。



　
以
上
の
よ
う
に
我
国
の
訣
は
、
中
因
の
あ
り
方
と
異
な
り
、
「
臣
下
↓
天
皇
、
皇

族
」
の
あ
り
方
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
が
、
一
方
、
「
天
皇
↓
臣
下
」
と
い
う
形

態
の
諌
が
あ
る
。
記
録
と
し
て
は
、
前
記
ｏ
ｏ
の
「
第
一
に
阿
倍
内
臣
烏
、
恥
罫

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
命
を
謀
る
」
と
あ
る
も
の
だ
け
で
、
こ
れ
は
「
皇
子
の
辞
」
の
謀
と
共
に
内

容
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
天
平
神
護
二
年
の
藤
原
永
手
に
授
け
ら

れ
た
宣
命
の
な
か
の
「
志
乃
比
己
止
乃
書
」
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ぱ
、

　
近
淡
海
乃
大
津
宮
仁
天
下
所
知
行
之
天
皇
我
御
世
ホ
蚕
侍
末
之
之
藤
原
大
臣
、
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
後
乃
藤
原
大
臣
示
賜
天
在
留
志
乃
比
己
止
乃
書
赤
救
天
在
久
　
子
孫
乃
浄
久
明
伎

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

　
心
乎
以
天
　
朝
庭
示
奉
侍
牟
乎
波
必
治
賜
牟
　
其
継
方
絶
不
賜
止
救
天
在
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
故
ホ
、
今
藤
原
永
手
朝
臣
ホ
、
右
大
臣
之
官
授
賜
止
救
天
皇
御
命
遠
…
…
…
…

と
あ
り
、
鎌
足
と
不
比
等
の
死
に
際
し
て
天
皇
の
「
志
乃
比
己
止
乃
書
」
が
あ

り
、
「
子
孫
の
浄
く
明
け
き
心
を
以
て
…
…
」
と
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
「
志
乃
比
己
止
乃
書
」
は
文
献
に
伝
え
な
い
が
、
鎌
足
伝
に
は
彼
の
死
に

際
し
て
贈
ら
れ
た
詔
勅
を
載
せ
て
い
て
、
「
志
乃
比
己
止
乃
書
」
と
の
関
連

が
考
え
ら
れ
る
（
不
比
等
の
死
に
も
続
紀
は
「
特
有
二
優
救
一
、
弔
購
之
薩
、

異
一
手
群
臣
一
」
と
伝
え
る
）
。
ま
た
、
同
じ
藤
原
永
手
を
哨
う
宣
命
は
、
池
田

　
　
　
賜

弥
三
郎
氏
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
末
尼
の
一
段
が
「
志
乃
比
己
止
乃
書
」
に
ご

く
近
い
詞
章
で
あ
る
。

　
、
又
事
別
詔
久
。
仕
奉
志
事
広
美
厚
美
弥
麻
之
大
臣
之
内
子
等
肝
波
布
理

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

不
賜
火
不
賜
慈
賜
轍
起
蕪
温
賜
撒
省
籍
美
麻
之
大
臣
乃
罷
道
母
宇
之
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
軽
久
心
母
意
太
比
亦
念
而
平
久
幸
久
罷
止
宮
良
須
雌
之
詔
大
命
乎
宣

　
そ
し
て
、
さ
ら
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
こ
の
前
半
が
ま
た
鎌
足
伝

の
詔
勅
と
全
く
同
様
の
内
容
で
、
死
者
の
人
徳
や
功
績
を
讃
美
し
偲
ぷ
詞
章
に

よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
臣
下
に
対
し
て
子
孫
末
代
ま
で
「
其

継
は
絶
ち
賜
は
じ
」
と
そ
の
身
分
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
当
人
の
功
績
を
前
提

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
志
乃
比
己
止
乃
書
」
も
当
然
、
永
手
へ
の
弔
詔

（
宣
命
）
や
鎌
足
伝
の
詔
勅
の
持
つ
、
死
者
生
前
の
功
績
、
徳
行
を
讃
え
る
内

容
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
天
皇
↓
臣
下
の
形
の
シ
ノ

ビ
ゴ
ト
は
、
宣
命
の
類
型
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
（
「
高
橋
氏
文
」
に
載
せ

る
六
雁
命
へ
の
弔
詔
も
、
命
の
膳
職
と
し
て
の
功
績
を
讃
え
、
そ
れ
に
よ
り
子

孫
へ
の
恩
典
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
子
孫
の
浄
く
呪
き
心
を
以
て
…
－
・
」
に
関
し
て
、
「
朝
廷
荒
さ
ず
し

て
、
浄
め
つ
か
へ
ま
つ
る
こ
と
鏡
の
面
の
如
く
に
し
て
、
臣
治
め
平
け
奉
仕
ら

む
」
（
注
＠
参
照
）
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
臣
下
の
諌
と
天
皇
の
シ
ノ
ビ
ゴ
ト

と
を
問
わ
ず
、
死
者
に
対
す
る
誓
詞
と
し
て
の
性
格
な
い
し
内
容
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
死
者
へ
の
慰
撫
を
も
意
味
し
よ
う
。
先
ほ
ど
の
永
手

へ
の
宣
命
に
よ
れ
ば
、
「
み
ま
し
大
臣
の
家
の
内
の
子
等
を
も
、
は
ふ
り
賜
は

ず
」
愛
寵
し
よ
う
と
低
一
一
籍
す
る
こ
と
が
、
死
者
が
「
う
し
ろ
軽
く
」
「
お
だ
ひ

に
念
ひ
」
、
「
平
ら
け
く
幸
く
」
罷
道
に
就
く
こ
と
を
保
陳
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
と
こ
ろ
で
、
推
古
紀
以
外
に
は
天
皇
の
「
諌
」
の
記
事
は
な
い
。
臣
下
の
死

に
際
し
て
天
皇
が
贈
る
の
は
弔
「
詔
」
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
「
諌
」
と
は
区

別
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
シ
ノ
ビ
ゴ
ト
に
は
、
◎
天
皇
↓
臣
下
、
◎
臣
下
↓
天

皇
（
公
卿
百
官
↓
大
臣
）
の
二
つ
の
あ
り
方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
死
者
の
霊
前

で
の
誓
詞
と
し
て
の
意
義
を
強
調
さ
れ
る
過
程
で
、
　
の
形
が
普
遍
的
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
武
積
宮
に
お
け
る
誌
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
死
者
慰

撫
の
目
的
が
、
政
治
的
な
誓
約
の
場
で
再
編
成
さ
れ
た
誌
の
日
本
的
あ
り
方

を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
一
方
、
◎
は
弔
詔
と
し
て
「
諌
」

と
は
区
別
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
も
な
お
か
っ
、
「
諌
」
も
「
弔
詔
」
も
「
シ
ノ
ビ

ゴ
ト
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
シ
ノ
ビ
の
精
神
に
文
え
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
内
容

は
、
◎
に
あ
っ
て
は
、
死
者
の
功
績
や
人
柄
を
讃
え
、
「
其
の
継
は
絶
ち
賜
は

じ
」
式
の
も
の
で
あ
り
、
　
に
あ
っ
て
は
、
誌
奏
者
の
位
置
に
よ
る
多
様
性
は

示
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
「
己
が
先
祖
の
仕
へ
奉
れ
る
状
」
を
述
べ
、
さ

ら
に
「
浄
き
明
き
心
を
以
て
奉
仕
ら
む
」
式
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
併
せ
て
「
氏
姓
の
本
」
も
し
く
は
「
日
嗣
」
が
叙
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
我
国
の
誌
は
、
シ
ノ
ビ
の
精
神
に
よ
り
な
が
ら
も
、
内
容
は

　
「
日
嗣
」
の
系
譜
と
服
属
詞
章
を
中
心
と
し
た
、
天
皇
に
対
し
て
臣
下
が
奏
上

す
る
も
の
に
、
そ
の
普
遍
的
な
あ
り
よ
う
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

中
国
の
諌
の
よ
う
に
死
者
の
系
譜
と
功
績
を
讃
美
す
る
よ
り
は
、
死
者
に
対
し

て
自
己
の
態
度
を
表
明
す
る
と
い
う
性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
さ
て
、
人
麿
の
挽
歌
と
訴
と
の
関
連
は
、
微
妙
な
違
い
を
示
し
な
が
ら
種
々

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
我
国
の
諌
の
あ
り
方
を
右
の
よ
う
に
想
定
す
る
時
は

（
中
国
の
誌
の
よ
う
な
死
者
讃
美
の
叙
事
的
内
容
が
想
定
さ
れ
が
た
い
）
、
人

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

麿
作
挽
歌
を
直
接
的
に
こ
れ
と
結
び
っ
け
た
り
、
諌
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
は
敷
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
阿
蘇
瑞
枝
氏
は
、
む
し
ろ
天
智
朝
頃
か
ら
存
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

弔
詔
と
の
類
縁
関
係
が
著
し
い
、
と
説
か
れ
た
。
弔
詔
は
見
て
き
た
よ
う
に
、

死
者
の
功
績
や
人
徳
の
讃
美
、
先
立
っ
た
こ
と
へ
の
恨
み
（
悲
し
み
）
、
子
孫

へ
の
言
及
と
い
う
構
成
が
考
え
ら
れ
、
内
容
的
に
は
「
価
、
壬
申
の
年
の
勲
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽

及
び
先
祖
等
の
時
毎
の
有
功
を
挙
げ
て
顕
に
寵
賞
し
た
ま
ふ
」
の
よ
う
に
、
中

国
の
諌
と
の
接
近
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
終
始
主
観
的
な
嘆
き
に
色
ど
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
子
孫
を
省
る
誓
詞
な
ど
は
、
や
は
り
弔
詔
独
自
の
も
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
人
麿
の
挽
歌
の
、
◎
堂
々
た
る
先
祖
か
ら
の
語
り
出
し

（
蜘
）
、
＠
生
前
の
徳
行
・
繁
栄
の
讃
美
（
回
－
↑
ｏ
）
、
　
嘆
き
と
悲
し
み
の
結

末
部
（
回
－
同
）
の
構
成
は
、
中
西
進
氏
が
対
比
し
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
中

国
の
諌
（
◎
先
祖
の
叙
述
、
　
生
前
の
業
績
・
功
徳
の
讃
美
、
　
自
ら
の
衷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

傷
、
と
い
う
構
成
と
挨
を
一
に
し
て
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
ま
た
、
そ
う
断
定
し
て
し
ま
っ
て
は
挽
歌
の
独
自
性
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う

の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
結
末
の
主
題
が
高
市
挽
歌
（
な
い
し
明
日
香
挽
歌
）

に
お
け
る
誓
約
的
詞
章
と
し
て
表
わ
れ
た
り
、
日
並
挽
歌
に
お
い
て
嘆
き
が
残

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
た
者
の
す
べ
な
さ
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
、
な
ど
で
あ
る
。
思
う



に
こ
れ
は
、
献
呈
挽
歌
の
作
家
主
体
の
位
置
と
彼
の
挽
歌
に
対
す
る
向
い
方
の

反
映
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
そ
こ
で
は
、
我
国
の
訴
と
そ
の
立
場
、
精
神
を
同

じ
く
し
て
い
る
と
も
一
言
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
我
国
の
諌
が
系
譜
的
語
り
と

「
仕
へ
奉
れ
る
状
」
の
言
上
と
を
申
核
的
要
素
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
想
起
さ

れ
て
よ
い
。
日
並
挽
歌
に
お
け
る
神
話
的
・
系
譜
的
語
り
と
「
皇
祖
等
の
騰
極

　
　
　
　
　
　
動

の
次
第
」
の
交
渉
、
挽
歌
の
詠
出
法
の
一
系
列
た
る
、
積
宮
や
死
者
な
き
あ
と

の
御
門
に
仕
へ
る
宮
人
の
嘆
き
を
述
べ
る
詞
章
ー
そ
れ
が
誓
約
め
い
て
い
る
こ

と
と
諌
の
精
神
の
同
質
性
、
な
ど
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ

れ
ら
の
挽
歌
が
、
諌
の
よ
う
な
隷
属
的
身
分
関
係
で
の
奉
仕
の
表
明
だ
け
に
終

っ
て
い
な
い
の
は
、
挽
歌
の
独
自
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
麿
は
弼
宮
葬
送
儀

礼
の
精
神
（
具
体
的
に
は
「
皇
子
↓
宮
人
」
の
関
係
で
示
さ
れ
る
）
に
立
ち
な

が
ら
も
、
そ
の
具
体
的
関
係
を
総
体
と
し
て
自
ら
の
中
に
取
り
こ
み
つ
つ
、
死

者
を
偲
ぶ
挽
歌
を
創
作
し
た
。
彼
の
挽
歌
の
後
半
部
に
あ
ら
わ
れ
る
、
積
宮
や

葬
送
に
奉
仕
す
る
宮
人
た
ち
の
詳
細
な
描
写
も
、
挽
歌
が
儀
礼
全
般
を
包
括
す

る
位
置
か
ら
の
も
の
で
、
謀
や
発
突
の
地
点
に
立
つ
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し

　
　
鰯

て
い
る
。
そ
し
て
、
死
者
を
偲
ぶ
詞
章
と
し
て
の
神
話
的
系
譜
や
壬
申
の
乱
の

叙
事
の
創
造
は
、
あ
る
い
は
我
国
の
謙
の
詞
章
や
、
あ
る
い
は
中
国
の
諌
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
肝
心
な
点
は
、
長
歌
の
精
神
と
方
法
を
押

し
す
す
め
た
こ
と
が
、
そ
れ
ら
と
の
撲
点
を
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
「
讃
美
十
哀
悼
」
と
い
う
長
歌
挽
歌
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
一
節
で
述
べ

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

た
が
、
人
麿
の
二
作
の
場
合
の
レ
り
の
部
分
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
形

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
麿
挽
歌
の
独
創
性
は
、
儀
礼
の
精
神
と
深
く
か
か
わ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
詞
章
と
の
交
渉
を
持
ち
っ
っ
も
、
そ
れ
を
讃
歌
Ｈ
長
歌

の
方
法
と
し
て
展
開
さ
せ
体
現
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
人
麿
長
歌
の
方
法

　
人
麿
の
挽
歌
へ
の
道
す
じ
を
、
挽
歌
の
表
現
、
構
造
の
問
題
及
び
諌
と
の
関

連
を
通
し
て
上
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
死
者
を
追
悼
す
る
何
ら
か

の
宮
廷
儀
礼
の
場
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
献
呈
さ
れ
た
も
の
で
、

残
葬
儀
礼
の
精
神
に
密
着
し
な
が
ら
も
、
長
歌
独
自
の
方
法
を
駆
使
し
て
よ
く

そ
の
目
的
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
モ
ウ
ル
ト
ン
は
、
拝
情

詩
」
を
「
主
観
的
拝
情
詩
」
と
「
客
観
的
拝
情
詩
」
に
分
け
て
考
え
た
が
、

「
詩
の
気
分
は
、
外
部
か
ら
ー
時
機
、
必
要
に
よ
っ
て
、
若
く
は
、
賞
嘆
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
祝
賀
の
目
的
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
人
麿
の

挽
歌
は
ま
さ
し
く
「
客
観
的
持
情
詩
」
と
し
て
宮
廷
讃
歌
、
儀
礼
歌
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。
人
麿
の
右
の
作
に
叙
事
詩
的
性
格
を
見
よ
う
と
す
る
説
も
な
い

で
は
な
い
が
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
構
造
の
内
実
を
探
れ
ば
、
こ
れ
ら
と

言
え
ど
も
本
質
的
に
拝
情
詩
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
人
麿
の
挽
歌
を
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
風
格
と
情
調
を
持
っ
が
ゆ
え
に
、
そ
れ

以
前
の
挽
歌
と
対
照
的
に
捉
え
る
視
点
に
っ
い
て
は
先
述
し
た
が
、
秋
間
俊
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

氏
は
、
日
並
挽
歌
を
素
材
に
こ
れ
を
額
田
王
作
ｏ
ｏ
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
、
前

者
も
後
者
の
表
現
方
法
を
継
承
し
て
お
り
、
悲
し
み
の
拝
情
と
い
う
点
で
は
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

者
に
は
本
質
的
に
差
が
な
い
と
言
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ

し
め
せ
か
」
以
下
「
そ
こ
ゆ
ゑ
に
　
皇
子
の
宮
人
　
行
方
知
ら
ず
も
」
（
↑
り
）
の

よ
う
な
結
末
部
の
悲
し
み
の
表
現
方
法
は
、
ｏ
ｏ
の
場
合
の
「
…
…
夜
は
も
夜
の

こ
と
ご
と
　
昼
は
も
日
の
こ
と
ご
と
　
突
の
み
を
泣
き
っ
っ
あ
り
て
や
　
百
敷

の
大
宮
人
は
　
去
き
別
れ
な
む
」
と
同
じ
で
あ
り
、
皇
子
へ
の
期
待
（
天
皇
・

皇
子
の
存
在
意
義
）
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
た
め
、
死
に
対

す
る
悲
し
み
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
し
か
歌
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
主
人
と
宮
人
と
の
関
係
に
即
し
て
の
叙
述
と
い
う
の

は
、
実
は
作
者
主
体
が
自
己
の
悲
し
み
を
実
在
化
す
る
た
め
の
表
現
手
段
に
す

ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
「
…
…
大
宮
人
は
　
去
き
別
れ
な
む
」
に
は
、
大
宮
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

傍
観
的
に
見
る
姿
勢
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
死
者
天
智
は
「
わ
ご
大
王
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
泣
き
っ
つ
あ
る
」
大
宮
人
の
表
現
は
そ

の
死
を
悲
し
む
た
め
の
修
辞
で
あ
り
、
作
者
自
ら
も
大
宮
人
一
般
の
な
か
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
日
並
挽
歌
で
も
、
結
び
の
「
そ
こ
ゆ
ゑ
に
　
皇
子

、
　
　
、
　
　
、

の
宮
人
　
行
方
知
ら
ず
も
」
に
は
距
離
を
お
い
た
第
三
者
的
視
点
が
感
じ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
の
で
あ
る
が
、
前
半
で
は
や
は
り
人
麿
の
主
体
は
、
「
わ
が
大
君
皇
子
の
命
」

の
執
政
に
期
待
し
「
大
船
の
思
ひ
た
の
み
て
」
待
つ
「
四
方
の
人
」
の
一
人
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

あ
る
。
さ
ら
に
高
市
挽
歌
に
も
、
吉
田
義
孝
氏
が
詳
細
に
論
証
さ
れ
た
よ
う

に
、
「
万
代
に
然
し
も
あ
ら
む
と
」
皇
子
執
政
へ
の
期
待
を
主
体
的
に
詠
い
あ

げ
る
立
場
と
、
「
っ
か
は
し
し
御
門
の
人
も
」
と
皇
子
の
舎
人
た
ち
を
対
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
眺
め
る
立
場
と
が
あ
っ
て
、
後
者
は
前
者
の
一
部
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
場
合
は
、
「
然
れ
ど
も
わ
が
大
君
の
」
以
下
の
結
末
部
で
は
、

人
麿
は
主
体
的
に
皇
子
の
死
を
哀
悼
す
る
形
で
結
ん
で
い
る
。
同
様
に
こ
の

よ
う
な
方
法
は
、
前
半
で
塁
女
と
夫
君
の
生
前
の
交
情
の
様
を
述
べ
、
後
半

で
「
然
れ
か
も
」
以
下
、
一
人
残
さ
れ
た
夫
が
悲
嘆
に
暮
れ
る
姿
を
描
き
、

さ
ら
に
結
末
部
「
そ
こ
ゆ
ゑ
に
為
む
す
べ
知
れ
や
　
音
の
み
も
名
の
み
も
絶
え

ず
天
地
の
い
や
遠
永
く
　
偲
ひ
ゆ
か
む
御
名
に
懸
か
せ
る
　
明
日
香
川
万

代
ま
で
に
　
は
し
き
や
し
わ
が
大
君
の
　
形
見
に
こ
こ
を
」
で
人
麿
自
身
の
衷

悼
の
意
を
述
べ
る
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
（
二
・
ｍ
）
に
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り

こ
普
の
長
歌
の
方
法
は
、
額
田
王
作
や
日
並
挽
歌
で
は
厨
死
者
－
◎
宮

人

ま
、

の
関
係
を
通
し
て
拝
情
す
る
の
で
あ
り
、

◎
死
者
↓
　
宮
人
な
い
し
夫

　
　
高
市
挽
歌
や
明
日
香
挽
歌
で

上
　
作
者
の
関
係
に
お
い
て
拝

情
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
　
は
　
の
立
場
と
直
結
す
る
位
置
に
あ
り
、

前
者
で
も
作
者
主
体
は
　
の
側
に
立
っ
て
拝
情
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
拝

情
す
る
主
体
が
明
確
な
形
で
表
現
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
の
相
違

で
あ
る
。

　
人
麿
は
、
皇
子
（
死
者
一
↓
宮
人
の
関
係
を
通
し
て
表
わ
れ
る
積
宮
葬
送
儀
礼
の



精
神
を
総
体
と
し
て
自
ら
の
中
に
と
り
こ
ん
で
い
る
と
先
に
言
っ
た
が
、
そ
れ

は
彼
の
場
合
宮
人
の
側
に
立
っ
て
大
宮
人
と
し
て
皇
子
の
死
を
偲
ぶ
と
い
う

形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
人
麿
は
他
の
公
的
、
私
的
な
挽
歌
に
お
い
て
も
、
常
に
最
も

ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
遺
族
の
立
場
に
自
己
を
重
ね
合
わ
せ
て
作
歌
し
て
い
る
。
も

し
く
は
、
第
三
者
的
立
場
で
の
時
も
、
死
者
と
そ
れ
を
最
も
悲
し
む
遺
族
と
の

関
係
で
叙
述
し
、
そ
れ
を
受
け
て
自
己
の
感
情
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

い
ず
れ
で
も
宮
人
が
死
者
に
と
っ
て
最
も
そ
の
死
を
悲
し
む
人
々
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
宮
廷
讃
歌
と
し
て
の
一
面
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
長
歌
挽
歌
の
構
造
な
い
し
発
想
と
し
て
想
定

し
た
「
讃
美
土
艮
悼
」
の
形
は
、
さ
ら
に
拝
情
の
方
法
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
っ
い
て
山
本
健
吉
氏
は
、
基
本
的
に
折
口
信
夫
氏
や
武
田
祐
吉
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

考
え
方
に
拠
り
つ
つ
考
察
し
、
「
主
題
の
分
裂
」
と
把
握
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
前
後
二
つ
に
分
れ
る
長
歌
の
構
成
の
前
半
部
（
叙
述
部
）
は
、
そ
の
長

歌
の
意
義
．
来
歴
な
ど
の
公
的
兇
詞
的
な
主
題
を
扱
い
、
後
半
（
結
旬
の
感
想

部
）
で
は
私
的
な
拝
情
的
主
題
を
扱
う
。
従
っ
て
主
体
の
側
か
ら
い
え
ば
、
児

詞
的
．
声
楽
的
主
題
部
に
お
け
る
修
辞
家
と
行
情
的
主
題
部
に
お
け
る
詩
人
と

に
分
裂
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
た
と

え
ば
日
並
挽
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
び
「
朝
ご
と
に
御
言
問
は
さ
ぬ
」
以
下

に
お
い
て
、
「
こ
の
形
式
ば
っ
た
長
歌
は
、
始
め
て
形
式
の
緊
縛
か
ら
脱
却
し

　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
人
間
の
感
情
を
う
ち
出
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
長
歌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
ゆ

構
造
の
二
部
形
式
に
つ
い
て
は
久
松
潜
一
氏
や
土
橋
寛
氏
の
優
れ
た
研
究
が
あ

っ
て
、
こ
の
様
式
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
記
紀
の
長
歌
謡
に
著
し
く
、
基
本
的
に
は

問
答
．
唱
和
に
由
来
す
る
構
造
で
あ
り
、
意
味
的
に
は
前
半
が
「
主
題
の
提

示
」
、
後
半
が
「
主
題
の
説
明
」
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
万
葉
の
初
期
を

経
て
こ
の
期
に
な
る
と
、
長
歌
は
む
し
ろ
五
七
の
対
待
句
を
重
ね
て
い
っ
て
最

後
に
七
言
の
一
句
を
添
え
る
連
続
し
た
調
子
と
、
意
味
の
統
一
性
を
整
え
て
く

る
の
で
あ
り
、
こ
と
に
人
麿
の
長
歌
は
連
続
的
リ
ズ
ム
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

従
っ
て
、
人
麿
挽
歌
の
「
讃
美
土
艮
悼
」
の
構
成
を
、
主
題
の
分
裂
、
主
体
の

分
裂
と
し
て
把
握
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
山
田
孝
雄
氏
（
講
義
）
は
高

市
挽
歌
の
特
徴
を
、
文
が
長
く
切
れ
目
が
な
い
こ
と
だ
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
人

麿
長
歌
の
「
切
れ
目
の
な
い
形
式
」
を
指
摘
し
て
、
清
水
克
彦
氏
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
彼
の
長
歌
の
多
く
は
そ
の
前
半
に
お
い
て
悠
久
の
太
古
か
ら
歌
い
起
こ
し

　
て
現
在
に
い
た
る
歴
史
的
叙
述
か
、
通
過
し
た
地
名
を
順
次
に
な
ら
べ
て
行

　
く
道
行
的
綾
述
が
な
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
到
着
し
た
現
在
ま
た
は
地
点
に

　
つ
い
て
述
べ
た
後
、
そ
れ
に
関
す
る
詠
嘆
の
語
を
も
っ
て
一
首
が
緒
ば
れ
る

　
の
で
あ
る
。

　
　
前
半
を
占
め
る
歴
史
的
技
述
や
道
行
的
飯
述
は
、
そ
れ
じ
し
ん
の
う
ち
に

　
順
序
を
持
ち
、
連
続
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
切
れ
目
の
な
い
形
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
氏
は
、
０
Ｄ
前
半
部
に
お
い
て
過
去
形
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
（
近
江
荒
都
歌
）
後
半
部
は
す
べ
て
現
在
形
で
あ
る
こ
と
、
働
前
文
が
終

止
し
て
い
な
が
ら
そ
の
文
全
体
が
後
文
に
お
い
て
修
飾
格
と
な
る
例
が
あ
る

（
つ
ま
り
主
語
と
述
語
は
後
文
中
に
あ
る
）
こ
と
な
ど
か
ら
、
主
眼
点
は
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

半
部
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
長
歌
の
二
部
構
造
を
創
作

歌
と
し
て
の
統
一
的
な
形
式
に
形
成
さ
せ
た
人
麿
長
歌
の
性
格
を
、
三
．
冒
い
当
て

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
目
的
は
後
半
部
の
仔
情
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
前
半
の
状
況
設

定
と
そ
の
中
で
焦
点
を
合
わ
さ
れ
高
め
ら
れ
た
主
題
を
受
け
て
、
結
末
部
で

な
さ
れ
る
の
が
長
歌
の
方
法
で
あ
る
。
終
末
部
に
凝
縮
さ
れ
る
は
ず
の
拝
情

性
作
者
の
主
観
性
、
現
在
性
に
色
ど
ら
れ
て
い
る
を
よ
り
一
層
強
め

高
め
る
た
め
に
、
対
待
句
の
連
続
に
よ
り
状
況
と
主
題
を
設
定
し
、
し
ぼ
っ
て

ゆ
く
前
半
部
が
と
ら
れ
、
ま
た
前
半
部
の
展
開
が
お
の
ず
か
ら
終
末
部
の
拝
情

の
内
実
を
決
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
（
リ
ズ
ム
が
連
続

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
）
前
半
部
に
お
け
る
時
間
的
・
空
間
的
叙
述
の
展
開
も
、
結

局
作
者
の
現
在
性
（
主
観
性
）
と
い
う
一
点
に
収
束
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
よ
う
な
長
歌
の
性
格
を
最
大
限
に
発
展
さ
せ
た
人
麿
作
の
な
か
で
も
、

上
の
二
首
は
と
り
わ
け
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
す
で

に
見
て
き
た
よ
う
に
、
眼
目
は
主
観
性
に
色
ど
ら
れ
た
「
嘆
き
」
や
「
偲
び
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

の
表
出
で
あ
り
、
そ
の
主
題
的
感
情
を
高
め
る
た
め
に
死
者
を
回
想
的
に
讃
美

す
る
叙
事
的
詞
章
　
　
語
り
の
精
神
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
節
で

見
た
構
造
レ
り
の
部
分
も
、
場
の
目
的
（
儀
礼
の
精
神
）
に
そ
っ
た
発
想
で
あ

り
、
「
嘆
き
」
「
偲
ぷ
」
べ
き
対
象
（
皇
子
）
の
個
性
に
即
し
た
詞
章
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
悠
久
の
天
地
初
発
か
ら
歌
い
起
こ
さ
れ
、
あ
る
い
は
雄
大
な
壬

申
の
乱
の
叙
事
に
導
か
れ
つ
っ
皇
子
た
ち
の
死
の
意
味
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
そ

の
展
開
の
な
か
に
、
お
の
ず
と
拝
情
の
性
格
は
決
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

高
市
挽
歌
に
お
け
る
結
び
の
部
分
が
、
単
な
る
死
別
の
悲
嘆
を
越
え
て
、
死
者

へ
の
誓
約
詞
章
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
い
わ
ば
必
然
の
展
開
で
あ
ろ
う
。

　
長
歌
形
式
（
Ｈ
宮
廷
讃
歌
と
し
て
の
）
に
真
向
う
人
麿
の
主
体
が
、
深
く
白

鳳
期
の
歴
史
的
現
実
に
根
ざ
し
、
現
実
へ
の
期
待
と
願
望
、
「
『
わ
れ
』
の
感
動

＠
性
」
に
発
し
な
が
ら
、
な
お
彼
は
対
象
に
と
っ
て
最
も
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
関
係

に
あ
る
者
の
立
場
に
自
己
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
動
の
質
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
長
歌
の
方
法
は
、
そ
の
（
代

作
的
）
感
動
を
具
体
的
に
表
現
し
う
る
方
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し

て
そ
の
結
果
で
あ
る
二
作
が
、
儀
礼
の
場
と
目
的
に
そ
っ
た
、
宮
廷
人
た
ち
に

と
っ
て
の
「
す
ぐ
れ
た
」
文
学
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
真
の
文
学
の
方
向
を
向

い
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
人
麿
の
な
か
で
「
文
学
」
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
は
、

他
の
彼
の
作
晶
を
も
含
め
て
さ
ら
に
統
一
的
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ



う
。
今
は
、
彼
の
二
っ
の
作
の
位
置
と
方
法
と
に
つ
い
て
、
僅
か
の
私
見
を
述

ぺ
た
に
す
ぎ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
註

　
◎
　
加
藤
順
三
「
挽
歌
の
性
格
」
（
国
語
国
文
、
昭
１
９
・
１
）

　
◎
　
酋
郷
信
綱
「
柿
本
人
麿
」
（
『
詩
の
発
生
』
所
収
）

　
　
　
中
酉
進
「
額
田
王
論
」
（
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
第
四
章
）

　
＠
　
吉
永
登
「
人
麿
の
献
呈
挽
歌
」
（
『
万
葉
文
学
と
歴
史
の
あ
い
だ
』
所
収
）
、
九

　
　
一
貢
。

＠
＠
　
斎
藤
茂
吉
『
柿
本
人
麿
、
評
釈
篇
』

¢
　
詮
＠
に
同
じ
、
八
七
貢
。

＠
　
伊
藤
博
「
人
麻
呂
の
表
現
と
史
実
」
（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
万

　
　
葉
集
１
』
所
収
）

　
　
前
註
に
同
じ
、
二
三
頁
。
早
く
吉
永
登
氏
（
註
　
）
に
も
同
様
の
見
解

　
　
が
示
さ
れ
て
い
る
◎

◎
　
伊
藤
博
氏
は
人
麿
の
こ
の
よ
う
な
手
法
を
、
「
後
段
の
主
想
を
強
調
す

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
る
た
め
の
序
章
」
で
あ
る
竺
言
わ
れ
て
い
る
（
註
＠
）
。

◎
　
伊
藤
博
「
挽
歌
の
諦
詠
」
（
国
語
国
文
、
昭
３
２
・
２
）

＠
　
註
＠
及
び
　
「
献
呈
挽
歌
は
驚
宮
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
（
前
掲

　
書
所
収
）

＠
　
諾
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
十
、
「
蘇
」
の
条
参
照
。

　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

＠
　
持
統
紀
二
年
十
一
月
十
一
日
の
条

＠
　
天
武
残
宮
で
日
嗣
の
諌
を
奏
し
た
当
麻
真
人
智
徳
が
、
持
統
・
文
武
両

　
稿
宮
で
も
そ
れ
を
担
当
す
る
（
続
紀
）
。

＠
　
上
田
正
昭
『
神
語
の
世
界
』
、
五
八
≧
六
〇
頁
。

＠
　
阿
蘇
瑞
枝
「
蘇
と
人
麻
呂
積
宮
歌
の
間
題
」
（
文
学
語
学
、
二
四
号
）

＠
＠
　
用
明
紀
元
年
五
月
の
条

＠
　
註
＠
に
同
じ

＠
吉
田
義
孝
「
天
武
積
宮
の
文
学
史
的
意
義
－
謙
と
挽
歌
の
関
係
を
中

　
心
に
－
」
（
国
語
と
国
文
学
、
昭
３
９
・
１
１
）

＠
　
天
武
紀
、
朱
鳥
元
年
九
月
三
十
日
の
条

＠
　
持
統
紀
元
年
五
月
二
十
二
日
の
条

＠
＠
　
同
二
年
十
一
月
四
日
の
条

ゆ＠＠ゆゆゆゆ

註
ゆ
に
同
じ

続
紀
、
天
平
神
護
二
年
正
月
の
条

池
田
弥
三
郎
「
誌
詞
序
論
」
（
『
日
本
芸
能
伝
承
論
』
所
収
）

続
紀
、
宝
亀
二
年
二
月
の
条

推
古
紀
の
場
合
も
、
結
局
「
天
皇
の
命
」
を
担
当
し
た
阿
部
内
臣
鳥
は

「
謙
す
こ
と
能
は
」
な
か
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

註
＠
に
同
じ

天
武
紀
十
二
年
六
月
三
日
、
「
大
伴
連
望
多
酋
死
せ
ぬ
。
天
皇
大
き
に
驚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
人
麿
宮
廷
挽
歌
の
位
置
と
方
法

　
き
た
ま
ひ
て
、
則
ち
泊
瀬
王
を
遺
は
し
て
弔
は
し
め
た
ま
ふ
。
」
　
と
あ
っ

　
て
、
本
文
の
記
事
が
続
く
。

＠
　
中
西
進
「
人
麿
と
海
彼
」
（
前
掲
書
、
第
五
章
）

ゆ
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
田
義
孝
「
古
事
記
成
書
化
の
基
礎
」
（
『
日
本
古

　
代
の
政
治
と
文
学
』
所
収
）
、
池
田
源
太
『
伝
承
文
化
論
孜
』
第
九
章
、
に

　
詳
し
い
。

＠
　
渡
瀬
昌
忠
氏
は
、
「
積
宮
之
時
」
の
歌
の
場
を
明
ら
か
に
す
る
立
場
か

　
ら
人
麿
の
挽
歌
の
表
現
を
分
析
さ
れ
、
「
『
積
宮
之
時
』
と
は
積
宮
の
期

　
間
の
終
り
ご
ろ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
終
っ
た
時
で
あ
り
、
そ
の
歌
の
場

　
は
、
積
宮
の
庭
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
皇
子
皇
女
の
生
前
の
屠
所
ま
た
は

　
そ
の
周
辺
で
あ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
（
「
人
麻
呂
積
宮
挽
歌
の
登

　
場
」
、
解
釈
と
鑑
賞
、
昭
４
０
・
７
）
。

ゆ
　
Ｒ
・
Ｇ
・
モ
ウ
ル
ト
ン
、
本
多
顕
彰
訳
『
文
学
の
近
代
的
研
究
』
、
二

　
二
七
頁
。

ゆ
　
秋
間
俊
夫
「
日
並
皇
子
挽
歌
論
」
（
文
学
、
昭
４
２
．
９
）

＠
　
吉
田
義
孝
「
高
市
挽
歌
論
　
　
高
木
氏
の
所
論
に
関
連
し
て
１
」

　
（
万
葉
、
五
一
号
）

ゆ
　
山
本
健
吉
『
柿
本
人
麻
呂
』
、
八
九
～
九
二
頁
。

ゆ
　
前
註
に
同
じ
、
二
二
八
頁
。

＠
久
松
潜
一
『
万
葉
集
考
説
』
第
一
篇
第
五
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

ゆ
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
』
第
五
章
、
第
八
章

＠
　
清
水
克
彦
「
人
麻
呂
長
歌
の
位
置
」
（
『
万
葉
論
序
説
』
所
収
）
、
四
〇
頁
。

ゆ
　
前
註
に
同
じ
、
四
一
頁
。
た
だ
し
清
水
氏
の
論
の
意
図
は
長
歌
の
緒
末

　
部
の
独
立
性
を
説
く
こ
と
に
あ
っ
て
、
続
い
て
、
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
末
句

　
五
七
五
七
七
は
「
そ
れ
以
前
の
部
分
を
必
要
と
し
な
い
」
生
言
わ
れ
る
時

　
に
は
、
山
本
氏
と
同
様
の
把
握
に
な
っ
て
い
る
。

＠
　
青
木
生
子
「
人
麿
に
お
け
る
『
わ
れ
』
の
間
題
」
　
（
『
日
本
拝
情
詩
論
』

　
所
収
）
、
　
一
一
六
貢
。
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