
と
言

忌
み

万
葉
集
・
轟
旅
離
別
歌
二
、
三
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

駒
　
　
木

敏

Ｈ

　
万
葉
集
巻
十
五
の
中
臣
宅
守
と
狭
野
茅
上
娘
子
の
贈
答
歌
連
作
中
に
、
次
の

よ
う
な
一
首
が
あ
る
。

　
畏
み
と
告
ら
ず
あ
り
し
を
み
越
路
の
手
向
に
立
ち
て
妹
が
名
告
り
つ
（
１
５
．

　
三
七
三
〇
）

流
さ
れ
て
ゆ
く
宅
守
の
越
路
の
峠
に
立
っ
て
の
歌
で
あ
る
。
「
畏
み
と
告
ら
ず

あ
り
し
」
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
勅
命
を
お
そ
れ
て
妹
が
こ
と
を
人
に
も
告
げ
ず

あ
り
し
を
な
り
」
（
代
匠
記
）
と
も
、
「
遠
く
離
れ
て
い
る
人
の
名
を
呼
ぶ
と
、

そ
の
人
の
魂
が
遊
離
し
て
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
と
す
る
信
仰
が
あ
っ
て
、
遠
人
の

名
を
呼
ぷ
こ
と
を
恐
れ
て
ゐ
た
「
（
全
註
釈
）
と
も
い
う
。
武
田
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
な
言
仰
の
存
在
は
疑
問
で
あ
る
に
し
て
も
、
実
名
を
み
だ
り
に
口
外
す
る

こ
と
へ
の
禁
忌
意
識
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
も
そ
の

よ
う
な
意
識
が
あ
る
と
し
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
公
け
の
罪
を
蒙

っ
た
配
流
の
旅
で
あ
る
い
ま
の
状
況
か
ら
す
れ
ぱ
、
よ
り
直
接
的
に
は
勅
命
を

意
識
し
て
の
自
制
も
働
い
て
い
る
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
道
々
娘
子

を
恋
し
く
思
い
ふ
と
そ
の
名
が
口
に
っ
い
て
出
そ
う
に
な
っ
て
も
、
同
行
の
官

吏
た
ち
を
禅
っ
て
辛
く
も
思
い
と
ど
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
本
意
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
手
向
に
立
ち
て
妹
が
名
告
り
っ
」
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
意

昧
す
る
の
か
に
な
る
と
、
諸
注
の
説
明
は
な
い
。
手
向
の
神
に
妹
の
名
を
告
げ

る
（
搾
げ
る
）
意
と
す
る
折
口
信
夫
氏
の
説
明
（
口
訳
万
葉
集
）
は
、
そ
の
根

拠
が
薄
弱
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
旅
の
別
れ
が
峠
を
起
点
と
し
て
発
想

さ
れ
る
万
葉
轟
旅
歌
の
一
っ
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
恋
し
さ
．
術
な
さ
の
表
現

と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
越
路
の
山
越
え
は
、
官
人
を
送
る

側
の
立
場
か
ら

　
み
越
路
の
雪
零
る
山
を
越
え
む
日
は
留
れ
る
我
を
懸
け
て
偲
は
せ
（
９
．
一

　
七
八
六
、
反
歌
・
金
村
集
）

と
も
歌
わ
れ
、
こ
れ
は
良
歌
（
一
七
八
五
）
に
よ
れ
ば
、
「
死
に
も
生
き
も
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

が
ま
に
ま
と
念
ひ
」
て
い
た
人
を
送
っ
た
体
　
　
女
性
に
仮
托
し
た
代
作
と
思

わ
れ
る
ー
で
あ
る
。

　
ま
た
、
道
中
で
恋
人
の
名
や
秘
め
た
る
思
い
を
口
に
す
る
こ
と
を
主
題
に
し

た
歌
は
、
幾
つ
か
指
摘
で
き
る
。

　
相
模
峯
の
を
峯
見
そ
く
し
忘
れ
来
る
妹
が
名
呼
び
て
吾
を
突
し
泣
く
な

　
或
本
歌
云
、
武
蔵
野
の
を
峯
見
か
く
し
忘

　
れ
行
く
君
が
名
か
け
て
吾
を
突
し
泣
く
る
（
１
４
．
三
三
六
二
、
相
模
国
歌
）

　
こ
の
歌
は
「
吾
を
突
し
泣
く
な
」
を
め
ぐ
っ
て
二
説
あ
る
。
一
は
「
泣
く
」

を
自
動
詞
、
「
を
」
・
「
な
」
を
間
投
助
司
と
す
る
森
本
治
吉
氏
説
（
「
万
葉
集
の

『
吾
を
ね
し
泣
く
』
『
吾
を
ね
し
泣
く
る
』
の
一
解
釈
」
『
日
本
文
学
論
纂
』
所
収
）

で
、
「
相
模
嶺
の
峯
を
遠
く
見
や
り
な
が
ら
次
第
に
一
忘
れ
て
来
る
妹
の
名
を
（
っ

い
つ
い
私
は
）
呼
ん
で
、
泣
い
て
し
ま
う
こ
と
だ
」
の
意
味
に
な
る
。
二
は
、
「
泣

く
」
を
下
二
段
活
用
の
使
役
的
意
味
を
持
つ
動
詞
、
「
を
」
を
格
助
詞
、
「
な
」
を

禁
止
の
助
詞
と
す
る
佐
伯
梅
友
氏
説
（
「
『
泣
く
』
『
泣
く
る
』
考
」
『
万
葉
語
研

究
』
所
収
）
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
妹
の
名
を
口
に
出
し
た
の
は
作
者
自
ら
で
な
く

作
者
の
知
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
妹
の
名
を
（
あ
な
た
は
口
に
出
し
て
）
私

を
泣
か
せ
ま
す
な
」
の
意
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
「
妹
が
名
」
を
他
人
が
呼
ん
だ

こ
と
の
意
味
が
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
段
・
下
二
段
の
両
形
を
持
つ
動
詞
の

下
二
段
型
の
も
の
が
使
役
的
意
味
を
表
わ
す
と
い
う
点
か
ら
の
「
泣
く
る
」
の

語
義
は
、
佐
伯
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
妹

が
名
」
が
実
名
を
で
な
く
一
般
的
に
「
妻
」
を
指
す
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

ば
（
佐
伯
氏
、
前
掲
論
文
）
、
こ
こ
も
「
（
あ
な
た
は
）
故
郷
の
妻
（
た
ち
）
の

こ
と
を
口
に
出
し
て
…
…
」
ぐ
ら
い
の
意
に
と
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
妹

の
名
（
妻
）
を
呼
ぷ
主
体
と
妹
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
主
体
と
が
別
で
あ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
集
団
的
な
轟
旅
の
趣
き
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
整

理
す
れ
ば
、
旅
を
行
く
者
の
心
性
と
し
て
、
ど
う
に
か
し
て
妹
（
家
人
）
の
こ

と
を
頭
か
ら
滅
し
去
ろ
う
と
す
る
意
志
と
、
に
も
拘
ら
ず
恋
し
さ
の
あ
ま
り
そ

の
名
（
人
の
こ
と
）
を
口
に
せ
ざ
る
を
え
ぬ
現
実
的
感
情
と
の
相
剋
が
、
こ
の

歌
に
は
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
今
の
歌
の
場
合
な
お
問
題
は
残
る
と
し
て
も
、
次
の
歌
の
場
合
そ
れ
は
さ
ら

に
明
確
で
あ
る
。

　
　
　
長
屋
王
駐
二
馬
寧
楽
山
一
作
歌
二
首

　
佐
保
過
ぎ
て
奈
良
の
手
向
に
置
く
幣
は
妹
を
目
離
れ
ず
あ
ひ
見
し
め
と
そ

　
（
３
二
二
〇
〇
）

　
岩
が
根
の
こ
ご
し
き
山
を
越
え
か
ね
て
突
に
は
泣
く
と
も
色
に
出
で
め
や
も

　
（
同
・
三
〇
一
）

題
詞
と
第
一
首
目
に
「
奈
良
の
手
向
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
は
奈
良
山

越
え
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
旅
立
ち
の
別
離
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
は

二
首
目
に
注
意
し
て
み
た
い
。

　
こ
の
解
釈
も
、
第
四
旬
目
ま
で
と
第
五
句
と
の
関
係
に
つ
い
て
諸
説
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

て
、
『
講
義
』
（
山
田
孝
雄
氏
）
が
、
「
『
泣
に
は
な
く
と
も
』
は
岩
根
の
こ
ご
し



き
道
を
行
か
ね
そ
れ
に
よ
り
て
泣
に
な
く
を
い
ふ
な
り
。
そ
の
下
の
『
色
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
じ
）

で
め
や
も
』
は
も
と
よ
り
、
家
な
る
妹
を
恋
ふ
る
心
を
色
に
は
出
ざ
し
と
な

り
。
」
と
説
き
、
第
三
句
目
ま
で
を
序
詞
と
し
て
恋
の
感
情
の
み
を
歌
っ
た
と

み
る
の
は
当
ら
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
色
に
出
づ
」
を
通
説
の

”
顔
色
に
出
す
”
意
と
す
る
が
ゆ
え
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
句
は
妹
の
こ
と
を

思
っ
て
嘆
く
、
な
い
し
は
口
に
か
け
て
言
う
意
と
理
解
さ
れ
る
（
別
稿
「
色
に

出
づ
考
」
・
未
発
表
）
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
山
越
え
の
即
境
的
素
材
を
警
楡

的
序
詞
と
し
た
恋
歌
と
見
て
よ
い
。
山
路
の
困
難
”
恋
の
障
害
に
音
を
あ
げ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
嘆
い
た
り
口
に
出
し
た
り
は
し
な

い
、
の
意
で
あ
る
。

　
長
屋
王
が
峠
越
え
に
当
っ
て
、
「
妹
を
目
離
れ
ず
相
見
し
め
と
そ
」
（
あ
ま
り

問
を
置
か
ず
に
－
早
く
－
逢
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
…
…
『
注
釈
』
）
と

奈
良
の
手
向
に
幣
を
奉
っ
た
と
い
い
、
轟
旅
の
難
渋
に
涙
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
妹
を
思
う
感
情
は
外
に
出
す
ま
い
、
と
歌
っ
て
い
る
こ
と
は
、
宅
守
歌
の
解

釈
を
考
え
る
際
に
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

ｏ

峠
は
故
郷
と
異
郷
と
を
分
か
っ
結
界
で
あ
る
。
人
が
未
知
の
世
界
へ
分
け
入

る
境
と
し
て
神
威
へ
の
畏
怖
を
感
じ
神
を
奉
斉
し
て
通
る
場
所
で
あ
る
。
荒
ぶ

る
山
の
神
や
渡
津
の
神
が
人
の
生
命
を
奪
う
と
す
る
思
考
は
、
境
界
の
意
識
と

　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

重
な
っ
て
記
紀
・
風
土
妃
の
伝
承
に
多
い
。
折
口
氏
が
、
掲
出
歌
の
「
名
を
告

る
」
こ
と
を
神
へ
の
手
向
だ
と
主
張
さ
れ
る
根
拠
に
は
、
こ
の
こ
と
が
あ
っ
た

ら
し
い
。
氏
は
「
万
葉
集
と
民
俗
学
」
（
全
集
・
第
十
巻
）
の
な
か
で
、
峠
や
海

峡
の
神
に
大
切
な
も
の
を
捧
げ
た
習
俗
に
っ
い
て
ふ
れ
、
そ
の
一
っ
と
し
て
渡

り
の
神
に
女
を
投
じ
る
伝
説
な
ど
を
例
示
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な

伝
説
に
つ
い
て
は
、
橋
や
渡
津
、
峠
な
ど
の
境
に
ま
っ
わ
る
殺
致
の
習
俗
（
柳

田
国
男
氏
「
一
目
小
僧
そ
の
他
」
・
全
集
第
五
巻
、
フ
レ
ー
ザ
ー
『
金
枝
篇
」

四
十
七
章
）
と
結
び
っ
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
習
俗
や
伝
承
は
、
通
行
人

が
そ
こ
で
物
を
言
っ
た
結
果
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
橋
姫
伝
説
や
人
柱
伝
説
に
は
、
橋
の
挟
に
杷
ら
れ
る
神

の
前
で
物
を
言
っ
た
通
行
人
が
死
や
病
を
受
け
た
り
、
人
柱
に
さ
れ
た
と
す
る

話
が
多
い
（
柳
田
氏
・
前
掲
）
。
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
姫
の
入
水
も
、
「
書
紀
』
に
よ

れ
ば
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
言
挙
げ
が
渡
り
の
神
の
怒
り
に
触
れ
た
結
果
と
し
て

で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
神
意
の
前
で
は
み
だ
り
に
言
挙
げ
す
べ
き
で
は
な
い
と

す
る
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
我
国
に
は
自
ら
の
願
望
を
神
に
祈
る
場
合
、
無
言
の
う
ち
に
潔
斉
し
て
待
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ご
も

習
俗
が
あ
っ
た
。
宮
本
常
一
氏
は
忌
寵
り
の
祭
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
「
口
を

つ
ぐ
む
と
い
う
こ
と
は
、
忌
こ
と
ば
と
お
な
じ
よ
う
に
神
へ
の
誓
い
の
意
味
」

が
あ
り
、
「
沈
黙
は
も
っ
と
も
神
に
近
く
自
然
に
近
い
姿
で
あ
る
」
（
「
こ
と
ば

と
沈
黙
」
・
『
言
語
生
活
』
昭
４
４
・
８
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
旅
の
神
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
隻
言
忌
み

連
し
て
い
え
ば
、
海
上
交
通
の
代
表
的
な
手
向
神
で
あ
る
沖
ノ
島
は
別
名
「
お

云
わ
ず
島
」
と
も
呼
ば
れ
、
海
上
を
行
く
旅
人
が
神
域
で
言
葉
を
発
す
る
と
恐

し
い
崇
り
が
あ
る
、
と
近
年
ま
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
（
大
場
磐
雄
氏
『
ま
っ

り
』
）
。
ま
た
、
東
征
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
、
伊
吹
山
の
神
の
報
復
と
ひ

き
続
き
死
に
至
る
弱
々
し
い
姿
は
、
他
な
ら
ぬ
言
挙
げ
の
答
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
霊
威
猛
々
し
い
山
の
神
の
支
配
（
神
の
倫
理
）
に
対
す

　
、
　
　
、

る
人
間
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
反
逆
の
結
果
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
行
為

（
人
間
の
倫
理
）
の
敗
北
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
後
の
時
代
の
習
俗
を
通
し
て
も
考
え
ら
れ
る
。
『
朝
野
群
載
』

巻
廿
二
、
「
諸
国
雑
事
下
、
国
務
条
々
事
」
で
は
、
新
任
の
官
吏
の
下
向
の
所

作
に
ふ
れ

　
一
、
出
京
関
間
、
奉
幣
道
祖
神
事

　
　
　
　
出
京
之
後
、
所
レ
宿
之
処
、
密
々
奉
二
幣
道
祖
神
一
即
令
レ
祈
二
願
途
中

　
　
　
　
平
安
之
由
一

と
記
す
（
『
国
史
大
系
』
に
よ
る
）
。
言
語
と
の
関
係
は
不
確
か
と
し
て
も
、
こ

こ
に
も
道
祖
神
に
祈
る
一
つ
の
態
度
と
し
て
既
述
の
こ
と
と
共
通
し
た
も
の
を

見
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
轟
旅
離
別
歌
の
発
想
に
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
忽
見
二
入
ン
京
述
レ
懐
之
作
一
生
別
悲
合
断
腸
万
廻
怨
緒
難
レ
禁

　
　
　
柳
奉
二
所
心
二
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
ハ

　
、
朝
霧
の
乱
る
る
心
　
言
に
出
で
て
言
は
ぱ
ゆ
ゆ
し
み
　
栃
波
山
手
向
の

　
神
に
　
幣
奉
り
吾
が
祈
ひ
の
ま
く
　
愛
し
け
や
し
君
が
正
香
を
　
ま
幸
く
も

　
あ
り
俳
個
り
…
…
相
見
し
め
と
そ
（
１
７
・
四
〇
〇
八
、
大
伴
池
主
）

　
越
中
守
の
任
果
て
て
京
師
へ
還
る
家
持
を
送
っ
た
あ
と
の
家
持
作
（
１
７
・
四

〇
〇
六
、
四
〇
〇
七
）
に
対
す
る
和
歌
で
、
家
持
が
「
…
・
－
す
め
ろ
き
の
食
す

国
な
れ
ば
、
み
こ
と
も
ち
立
ち
別
れ
な
ば
、
後
れ
た
る
君
は
あ
れ
ど
も
　
玉
梓

の
道
行
く
吾
は
　
白
雲
の
た
な
ぴ
く
山
を
　
岩
根
踏
み
越
え
へ
な
り
な
ば
　
恋

　
　
　
け

し
け
く
日
の
長
け
む
ぞ
…
－
…
・
」
と
歌
っ
た
の
に
対
し
て
、
や
は
り
立
ち
別
れ

る
こ
と
の
悲
し
さ
と
再
会
と
を
、
手
向
の
神
に
祈
っ
た
と
歌
う
。
家
持
歌
の
題

詞
に
「
入
レ
京
漸
近
悲
情
難
レ
掻
述
レ
懐
」
と
あ
り
、
池
主
歌
が
こ
の
作
を
見
て
成

さ
れ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
越
中
と
京
師
と
に
別
れ
た
あ
と
の
二
人
が
、
別
れ
の

場
面
を
追
想
的
に
再
構
成
し
た
贈
答
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
歌
は
、
轟
旅

別
離
歌
の
類
想
的
趣
向
を
多
分
に
内
在
さ
せ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　
そ
う
い
う
点
か
ら
取
り
出
し
て
み
た
い
の
は
、
池
主
歌
の
「
朝
霧
の
乱
る
る

心
　
言
に
出
で
て
言
は
ぱ
ゆ
ゆ
し
み
」
の
表
現
で
あ
る
。
池
主
は
、
家
持
を
送

り
出
し
た
別
れ
の
気
持
（
乱
る
る
心
）
を
口
に
出
し
て
言
う
の
は
「
ゆ
ゆ
し
」

き
こ
と
だ
か
ら
、
栃
波
山
の
手
向
の
神
に
「
愛
し
け
や
し
君
が
正
香
を
　
ま
幸

く
も
あ
り
俳
個
り
云
々
」
と
祈
ひ
祷
ん
だ
と
い
う
。
別
離
の
悲
し
さ
や
怨
み
つ

ら
み
（
家
持
の
名
を
口
に
懸
け
る
こ
と
な
ど
も
合
ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
）
を
言
葉
に
出
し
て
言
う
行
為
と
、
手
向
の
神
に
祈
る
行
為
と
が
対
蹴
的
に



意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
臼

　
離
別
に
際
し
て
の
、
神
威
へ
の
慎
み
と
人
間
的
感
情
の
表
出
の
墓
藤
は
、
次

の
歌
に
も
顕
著
で
あ
る
。

　
蜻
蛉
島
大
和
の
国
は
　
神
か
ら
と
言
挙
せ
ぬ
国
　
然
れ
ど
も
吾
は
言
挙
す

　
天
地
の
神
も
は
な
は
だ
　
吾
が
念
ふ
心
知
ら
ず
や
…
…
（
１
３
二
二
二
五
〇
）

　
葦
原
の
水
穂
の
国
は
　
栴
か
が
’
一
司
挙
せ
－
ぬ
国
　
然
れ
ど
も
言
挙
ぞ
吾
が
す

　
る
　
言
幸
く
ま
さ
き
く
ま
せ
と
　
つ
つ
み
な
く
幸
く
い
ま
さ
ば
　
荒
磯
波
あ

　
り
て
も
見
む
と
　
百
重
波
千
重
波
し
き
に
　
言
挙
す
吾
は
言
挙
す
吾
は
（
１
３
・

　
三
二
五
三
）

右
の
「
神
か
ら
と
言
挙
せ
ぬ
国
」
・
「
神
な
が
ら
言
挙
せ
ぬ
国
」
の
表
現
に
は
、

神
な
い
し
神
聖
観
念
に
対
す
る
恐
れ
（
禁
忌
）
と
し
て
の
言
あ
げ
の
意
識
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
旅
人
を
待
ち
（
三
二
五
〇
）
、
送

る
（
二
＝
一
五
三
）
歌
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
に
長
い
別
離

に
耐
え
か
ね
て
胸
の
思
い
を
言
出
で
、
神
慮
を
責
め
る
の
で
あ
り
（
ご
二
一
五

〇
）
、
無
事
と
再
会
を
希
求
す
る
あ
ま
り
の
思
い
が
、
神
慮
へ
の
悼
り
を
捨
て

さ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
（
ご
二
一
五
三
）
。
と
も
に
「
神
な
が
ら

言
挙
せ
ぬ
」
習
俗
に
逆
っ
て
言
挙
げ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
い
、
池
主
の
歌

と
反
対
の
心
情
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
裏
返
せ
ば
、
こ
こ
に
も
旅
立
つ

　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

人
を
送
り
案
ず
る
側
の
意
識
と
し
て
、
と
も
に
共
通
す
る
も
の
を
想
定
し
う
る

の
で
あ
る
。

　
コ
ト
ア
ゲ
（
言
挙
・
興
言
・
高
言
・
擾
言
）
に
つ
い
て
は
、
言
葉
に
内
在
す

る
呪
力
観
念
を
基
盤
と
す
る
行
為
１
１
言
語
呪
術
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
所
出
例

か
ら
帰
納
さ
れ
る
内
容
は
、
む
し
ろ
神
威
を
意
識
す
る
言
忌
み
の
観
念
と
関
係

す
る
よ
う
で
あ
る
。
前
記
の
二
例
を
は
じ
め
、

・
古
事
記
中
巻
・
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
伊
吹
の
山
の
神
に
対
す
る
コ
ト
ア
ゲ
（
結

　
　
果
は
「
於
是
、
大
氷
雨
を
零
ら
し
て
倭
健
命
を
打
ち
惑
は
し
ま
つ
り
き
」
）

・
景
行
紀
二
十
年
・
相
模
国
に
お
け
る
「
望
レ
海
高
言
」
（
結
果
は
「
今
風
浪
起

　
　
泌
王
船
欲
没
」
と
な
り
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入
水
と
な
る
）

な
ど
は
皆
、
人
間
的
行
為
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

　
大
方
は
何
か
も
恋
ひ
む
言
あ
げ
せ
ず
妹
に
依
り
寝
む
年
は
近
き
を
（
１
２
・
二

　
九
一
八
）

　
千
万
の
軍
な
り
と
も
言
あ
げ
せ
ず
取
り
て
来
ぬ
べ
き
男
と
ぞ
念
ふ
（
６
・
九

　
七
二
、
　
「
藤
原
宇
合
卿
遣
二
西
海
道
節
度
使
一
之
時
」
の
虫
麻
呂
作
反
歌
）

な
ど
は
一
層
は
っ
き
り
と
、
一
般
的
に
忌
む
べ
き
行
為
と
し
て
の
コ
ト
ア
ゲ
と

考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
後
者
は
、
擶
磨
国
風
土
記
「
言
挙
阜
」
の
条
、
「
言
挙

の
阜
と
称
く
る
ゆ
ゑ
は
、
大
帯
日
売
命
の
時
、
軍
を
行
り
た
ま
ひ
し
日
、
此
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
ご

阜
に
御
し
て
軍
の
中
に
教
令
ち
た
ま
ひ
て
、
『
こ
の
御
軍
は
ゆ
め
ぢ
言
挙
し
そ
』

と
日
り
た
ま
ひ
き
。
か
れ
号
け
て
言
挙
の
前
と
い
ふ
。
」
と
通
じ
あ
っ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

戦
闘
に
臨
む
こ
と
と
「
言
挙
げ
」
と
の
特
殊
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
が
、
前
出
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
例
が
い
ず
れ
も
や
は
り
東
征
中
の
記
事

で
あ
っ
て
、
東
征
が
ま
た
荒
ぷ
る
神
の
順
化
和
平
の
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
７
１
そ
ン

と
か
ら
す
れ
ば
、
神
威
へ
の
敵
対
的
行
動
と
し
て
の
意
味
で
は
変
り
な
い
。
む

し
ろ
違
い
と
い
え
ば
、
宇
合
を
送
る
虫
麻
呂
歌
の
「
言
挙
げ
せ
ず
」
に
は
、
タ

ケ
ル
に
あ
っ
て
は
神
威
へ
の
畏
れ
で
あ
っ
た
こ
の
語
が
、
神
威
を
基
層
と
し
た

天
皇
王
権
的
秩
序
へ
の
服
従
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
き
て
い
る
と
見
ら
れ
る
点

で
あ
る
。

　
こ
の
小
川
霧
そ
結
べ
る
た
き
ち
ゆ
く
走
井
の
上
に
言
挙
げ
せ
ね
ど
も
（
７
・

　
一
一
二
二
、
塙
本
の
訓
に
よ
る
）

　
我
が
欲
り
し
雨
は
降
り
来
ぬ
か
く
し
あ
ら
ぱ
言
挙
せ
ず
と
も
年
は
栄
え
む

　
（
珊
・
四
二
一
四
、
家
持
）

　
言
挙
げ
が
雨
を
乞
う
呪
術
的
行
動
と
関
係
が
あ
っ
た
か
と
見
ら
れ
る
の
は
こ

れ
ら
の
二
首
で
あ
る
。
前
者
に
っ
い
て
は
早
く
『
考
』
が
、
神
代
紀
の
天
真
名

井
の
段
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
も
の
と
し
た
の
に
対
し
、
『
古
義
』
は
、
「
霧
は
人

の
嘆
息
、
言
挙
な
ど
の
気
よ
り
出
て
立
た
な
び
く
よ
し
、
古
へ
多
く
よ
み
た
れ

ば
、
今
も
そ
の
意
な
り
」
と
批
判
し
た
。
ま
た
白
石
光
邦
氏
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
の
コ
ト
ア
ゲ
は
「
少
く
と
も
相
手
を
軽
視
し
侮
蔑
す
る
と
い
ふ
点
で
（
漢
語

の
）
揚
言
と
似
通
つ
て
」
い
て
、
言
霊
信
仰
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
右
の
よ
う

な
歌
に
は
そ
れ
が
あ
る
と
し
、
「
言
挙
げ
は
、
始
め
は
単
に
揚
言
と
云
ふ
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

意
で
あ
っ
た
も
の
が
、
言
霊
信
仰
の
発
達
と
共
に
、
呪
的
意
義
を
有
す
る
に
至

っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
」
と
さ
れ
た
（
『
祝
詞
の
研
究
』
第
一
章
）
。
特
定
の
言
語

な
い
し
言
語
行
動
が
呪
術
行
動
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
を
ま

た
な
い
が
、
「
言
霊
の
幸
ふ
国
」
の
よ
う
な
「
言
霊
」
意
識
は
（
言
葉
と
し
て
も

万
葉
以
前
に
例
は
な
い
）
、
「
限
定
さ
れ
た
特
定
の
言
語
活
動
に
と
も
な
っ
た
呪

術
的
観
念
を
超
脱
し
た
」
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
言
語
活
動
と
い
う
も
の

に
特
別
の
意
義
と
伍
値
と
を
再
発
見
・
再
体
験
し
た
万
葉
時
代
の
い
わ
ゆ
る
第

二
期
」
に
成
立
し
た
、
人
間
的
な
も
の
と
し
て
の
言
語
活
動
の
把
握
で
あ
る
、

と
の
指
摘
も
あ
る
（
太
田
善
磨
『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
ｗ
』
第
四
章
）
。

　
と
も
あ
れ
今
は
、
コ
ト
ア
ゲ
が
神
威
に
敵
対
す
る
人
間
的
行
為
で
あ
る
こ

と
、
コ
ト
ア
ゲ
を
し
た
結
果
は
風
雨
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
な
い
し
神
威
の
怒
り

と
な
っ
て
反
動
す
る
こ
と
、
従
っ
て
多
く
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
好
ま
し
か
ら

ざ
る
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
、
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

因

　
以
上
の
よ
う
な
轟
旅
離
別
歌
の
発
想
と
、
そ
の
底
流
を
通
し
て
見
ら
れ
る
霊

威
へ
の
意
識
は
、
や
は
り
解
釈
上
の
疑
点
を
残
す
次
の
歌
の
解
釈
に
、
解
明
の

緒
口
を
与
え
る
。

　
　
冬
十
二
月
大
宰
師
大
伴
卿
上
レ
京
時
娘
子
作
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
大
和
道
は
雲
隠
り
た
り
然
れ
ど
も
我
が
振
る
袖
を
無
礼
し
と
思
ふ
な
（
６
・



　
九
六
六
）

左
註
に
よ
れ
ぱ
、
「
此
日
、
馬
二
駐
水
城
一
顧
二
望
府
家
一
子
時
、
送
レ
卿
府
吏
之

中
有
二
遊
行
女
婦
一
其
字
日
二
児
鴫
一
也
。
於
レ
是
、
娘
子
傷
二
此
易
ウ
別
嘆
二
彼
難
ザ

会
、
拭
レ
沸
自
吟
二
振
レ
袖
之
歌
一
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
水
城
の
上
か
ら
府
家

を
望
む
離
別
の
場
で
な
さ
れ
た
送
別
の
歌
二
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
解
釈

上
の
問
題
は
、
「
雲
隠
り
た
り
」
と
袖
振
る
こ
と
と
の
関
係
が
明
確
で
な
い
こ

と
で
あ
る
。
「
然
れ
ど
も
」
に
注
解
し
て
例
え
ば
『
総
釈
』
（
新
村
出
氏
）
は
、

「
大
和
道
は
雲
に
隠
れ
て
遠
く
隔
っ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
貴
方
が
そ
の
道
を
通

っ
て
蓬
か
に
見
え
な
く
な
る
ま
で
、
袖
を
振
っ
て
名
残
を
惜
し
み
た
い
、
と
い

ふ
余
意
を
合
め
て
ゐ
る
。
」
と
述
べ
、
諸
注
は
殆
ん
ど
こ
の
よ
う
な
解
を
と
っ
て

い
る
。
が
、
こ
れ
は
逆
接
「
然
れ
ど
も
」
で
結
ば
れ
る
前
件
と
後
件
と
の
関
係

を
暖
昧
に
し
た
口
語
化
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
「
上
下
の
結
び

っ
き
が
明
ら
か
で
な
い
」
（
「
小
学
館
版
万
葉
集
』
）
。
問
題
は
「
袖
振
る
」
こ
と
が

対
者
旅
人
の
向
か
う
大
和
道
の
雲
行
き
の
怪
し
さ
（
そ
れ
は
当
然
旅
途
の
困
難

を
暗
示
す
る
）
と
関
連
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
思
う
。
っ

ま
り
、
前
途
に
困
難
が
予
測
さ
れ
る
旅
で
は
あ
る
が
あ
え
て
私
が
袖
を
振
る
行

為
、
そ
れ
を
「
無
礼
し
と
思
ふ
な
」
と
い
う
関
係
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
袖
振
り
は
離
別
に
際
し
て
と
ら
れ
る
行
為
で
あ
り
、
従
っ
て
轟
旅
な
い
し
離

別
歌
の
主
要
な
素
材
で
あ
る
。

　
足
柄
の
み
坂
に
立
し
て
柚
振
ら
ば
家
な
る
妹
は
さ
や
に
見
も
か
も
（
２
０
．
四

　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

　
四
二
三
、
武
蔵
国
防
人
歌
、
藤
原
部
等
母
麻
呂
）

　
色
深
く
背
な
が
衣
は
染
め
ま
し
を
み
坂
た
ば
ら
ば
ま
さ
や
か
に
見
む
（
２
０
．

　
四
四
二
四
、
妻
物
部
刀
自
売
）

の
よ
う
に
、
峠
や
山
上
で
の
袖
振
る
別
れ
は
、
そ
こ
で
人
を
偲
ぴ
、
思
い
を
口

に
す
る
の
と
同
様
に
、
家
郷
へ
の
思
い
を
最
後
的
に
表
出
す
る
行
為
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
な
る
ほ
と
袖
振
り
は
領
巾
振
り
と
同
じ
く
、
本
来
は
呪
術
的
行
為
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　
白
た
へ
の
袖
を
は
っ
は
っ
見
し
か
ら
に
か
か
る
恋
を
も
吾
は
す
る
か
も
（
ｕ

　
・
二
四
一
一
）

　
白
た
へ
の
柚
触
れ
に
し
よ
吾
背
子
に
吾
が
恋
ふ
ら
く
は
止
む
時
も
な
し
（
ｎ

　
・
　
一
一
↓
ハ
一
　
一
一
）

な
ど
に
よ
れ
ば
、
袖
は
相
手
の
象
徴
（
霊
魂
）
で
あ
り
、
袖
を
触
れ
る
の
は
互

い
の
霊
魂
の
交
感
で
あ
る
、
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
茜
さ
す
紫
野
行
き
標
野
ゆ
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
（
１
・
二
〇
）

　
恋
し
け
ば
袖
も
振
ら
む
を
武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
色
に
出
な
ゆ
め
（
１
４
・

　
三
三
七
六
）

の
よ
う
な
恋
歌
の
袖
振
り
に
は
、
生
命
や
感
情
の
交
感
（
へ
の
希
求
）
が
底
流

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
呪
的
思
考
が
稀
薄
と
な
り
、
そ
れ
が
別
れ
の
心
情
表

現
と
し
て
の
行
為
と
し
て
習
俗
化
し
て
ゆ
き
、
「
白
た
へ
の
袖
の
別
れ
」
（
１
２
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

二
二
八
二
、
１
２
・
三
二
一
五
）
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
る
．
緒
旅
な
い
し
離
別
歌
の

袖
振
り
は
、
一
面
で
、
術
な
さ
の
表
現
と
し
て
き
わ
め
て
人
問
的
な
感
情
の
表

出
を
荷
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

　
白
波
の
寄
そ
る
浜
辺
に
別
れ
な
ば
い
と
も
術
な
み
や
た
び
そ
袖
振
る
（
１
４
・

　
四
三
七
九
）

　
天
照
ら
す
神
の
御
代
よ
り
　
安
の
河
中
に
隔
て
て
　
向
ひ
立
ち
袖
振
り
か
は

　
し
　
息
の
緒
に
嘆
か
す
児
ら
…
…
（
１
８
・
四
二
一
五
、
七
夕
歌
）

一
八
十
梶
か
け
嶋
隠
り
な
ば
吾
妹
子
が
留
れ
と
振
ら
む
袖
見
え
じ
か
も
（
１
２
・

　
三
二
一
二
）

　
こ
の
よ
う
に
、
袖
振
る
行
為
が
「
術
な
さ
」
や
「
嘆
き
」
の
感
情
と
重
層

し
、
別
れ
ゆ
く
人
を
「
留
め
る
」
表
現
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
と
す
れ
ば
、
そ

の
行
為
が
、
旅
路
の
困
難
と
密
接
す
る
が
ゆ
え
に
「
無
礼
し
」
と
意
識
さ
れ
る

と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　
同
じ
く
人
を
送
る
歌
と
し
て
、
先
の
池
主
歌
を
再
び
引
い
て
み
よ
う
。
池
主

歌
「
朝
霧
の
乱
る
る
心
」
の
「
朝
霧
」
は
普
通
に
比
験
的
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、

実
は
、
単
純
な
比
職
と
し
て
形
式
的
に
処
理
で
き
な
い
意
味
を
内
在
さ
せ
て
い

る
。
「
乱
る
る
心
」
が
「
朝
霧
」
と
相
関
的
に
表
出
さ
れ
る
文
脈
に
は
、
雲
や
霧
が

「
霊
魂
の
姿
（
気
息
霊
）
と
し
て
見
ら
れ
、
嘆
き
の
息
が
霧
と
な
っ
て
立
っ
観
念
」

（
土
橋
寛
先
生
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
篇
』
Ｐ
４
６
）
が
揺
曳
し
て
い
る
。

　
大
野
山
霧
立
ち
渡
る
吾
が
歎
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
わ
た
る
（
５
・
七
九

二
〇

　
九
、
日
本
挽
歌
）

　
あ
か
ね
さ
す
日
並
べ
な
く
に
吾
が
恋
は
吉
野
の
河
の
霧
に
立
ち
つ
つ
（
６
・

　
九
一
六
）

に
は
、
「
嚥
之
時
迅
風
忽
起
」
（
書
紀
）
・
「
吹
棄
気
噴
之
狭
霧
」
（
同
）
の
よ
う

な
表
現
、
な
い
し
「
風
招
、
囎
也
」
（
同
）
の
関
係
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
自

然
現
象
と
し
て
の
霧
は
即
人
間
的
な
行
為
と
し
て
の
「
気
息
」
で
あ
る
、
と
す

る
呪
術
的
思
考
が
あ
る
。

　
明
日
香
川
川
淀
去
ら
ず
立
っ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
ぺ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に
（
３
．

　
三
二
五
）

　
秋
の
田
の
穂
の
上
に
霧
ら
ふ
朝
霞
い
つ
へ
の
方
に
わ
が
恋
や
ま
む
（
２
．
八

　
八
）

な
ど
も
、
比
職
と
し
て
一
歩
踏
み
だ
し
た
表
現
性
を
内
包
し
っ
っ
、
霧
は
思
い

の
嘆
き
の
表
象
と
し
て
類
感
的
に
響
き
あ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
川
淀
去

ら
ず
立
つ
霧
、
そ
れ
が
す
ぐ
消
え
る
よ
う
に
」
・
「
穂
の
上
に
霧
ら
う
朝
霞
、
そ

れ
は
い
つ
か
消
え
る
。
そ
の
よ
う
に
」
と
処
理
す
る
の
は
形
式
的
に
捉
え
る
立

場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
っ
い
て
は
、
「
『
川
淀
去
ら
ず
』
が
思
ひ
過
ぎ
ぬ
事
の

醤
職
で
『
霧
』
が
恋
の
象
徴
に
な
っ
て
ゐ
る
」
（
次
田
潤
氏
『
新
講
』
）
・
「
朝

霞
－
晴
れ
ぬ
思
い
の
う
っ
と
う
し
さ
を
霞
の
晴
れ
や
ら
ぬ
さ
ま
に
た
と
え
て

い
う
」
（
『
小
学
本
』
）
と
い
う
指
摘
が
実
体
を
つ
い
て
い
る
。
「
立
っ
霧
の
思
ひ

過
ぎ
め
や
」
（
１
７
・
四
〇
〇
〇
、
家
持
）
や
「
立
っ
霧
の
思
ひ
過
ぐ
さ
ず
」
（
同



・
四
〇
〇
三
、
池
十
工
）
の
よ
う
な
表
坦
に
い
た
る
ま
で
、
「
－
－
霧
の
」
の
序

詞
（
的
枕
詞
）
で
導
か
れ
る
内
容
は
、
皆
思
い
が
晴
れ
な
い
こ
と
を
い
う
点
で

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

　
わ
が
ゆ
ゑ
に
妹
嘆
く
ら
し
風
早
の
浦
の
沖
辺
に
霧
た
な
び
け
り
（
１
５
．
三
六

　
一
五
）

　
沖
っ
風
い
た
く
吹
き
せ
ぱ
我
妹
子
が
嘆
ぎ
の
霧
に
飽
か
ま
し
も
の
を
（
同
．

　
三
六
一
六
）

の
よ
う
に
、
霧
の
表
象
は
、
別
れ
て
い
る
人
の
存
在
を
感
覚
的
に
体
感
し
，
つ
る

も
の
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
も
、
池
主
が
「
朝
霧
の
乱
る
る
心
」
を
「
言
に
出
で
て
言
は
ば
ゆ

ゆ
し
み
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
行
動
が
風
や
雲
霧
と
立
っ
て
家
持
の
行
路
を
難

渋
さ
せ
は
し
ま
い
か
と
い
う
危
慎
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
袖
振
り
を
神
慮

（
雲
行
の
あ
や
し
さ
）
を
は
ば
か
ら
な
い
人
間
的
行
為
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
児
島
の
場
合
の
「
雲
隠
る
」
状
況
と
「
袖
振
る
」
と
の
関
係
に
も
、
そ
の

よ
う
な
思
考
が
働
い
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
お
そ
ら
く
、
人
を
送
る
に
あ
た
っ
て
は
神
を
祈
り
、
身
を
潔
め
慎
む
の
が
一

般
的
習
い
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
今
の
場
合
、
「
大
和
道
は
雲
隠
り
」
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
も
人
を
平
穏
に
送
り
出
す
べ
き
な
の
に
、
児
島
は
状

況
を
も
顧
ず
、
堪
え
き
れ
ず
に
袖
を
振
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
行
動
を
自
省
す
る
思
い
が
「
無
礼
し
と
思
ふ
な
」
．
の
結
句
に
こ
め

　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
状
況
に
逆
っ
て
あ
え
て
別
れ
を
仰
し
む
取
り
乱
し
た

変
－
－
１
そ
れ
は
諦
注
の
指
摘
ど
お
り
遊
行
女
姉
ら
し
い
技
巧
的
態
度
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
－
－
が
、
こ
の
歌
の
真
意
で
あ
ろ
う
。
「
雲
隠
り
た
り
」
と
袖

振
る
行
為
と
を
「
然
れ
ど
も
」
で
結
ぶ
論
理
的
関
係
へ
の
疑
問
は
、
以
上
の
よ

う
に
考
え
る
と
き
氷
解
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
圃

　
実
は
、
児
島
に
は
右
の
作
以
前
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　
　
築
紫
娘
子
贈
二
行
旅
一
歌
一
首
娘
子
字
日
児
嶋

　
家
思
ふ
と
心
す
す
む
な
風
ま
も
り
よ
く
し
て
い
ま
せ
荒
し
そ
の
道
（
３
．
三

　
八
一
）

こ
の
歌
は
ま
た
、
天
平
二
年
庚
午
夏
六
月
、
脚
に
瘡
を
生
じ
て
病
床
に
苦
し
む

帥
旅
人
を
見
舞
っ
た
庶
弟
稲
公
ら
の
帰
京
に
際
し
て
、
大
宰
府
の
官
吏
た
ち
が

送
っ
た
歌
の
一
つ

　
周
防
に
あ
る
岩
国
山
を
越
え
む
日
は
手
向
け
よ
く
せ
よ
荒
し
そ
の
道
（
４
．

　
五
六
七
、
山
口
忌
寸
若
麻
呂
）

と
類
想
を
な
す
。
こ
の
点
を
沢
潟
久
孝
氏
は
、
「
或
い
は
こ
の
作
も
稲
公
た
ち
送

別
の
時
の
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
す
る
。
児
島
歌
は
、
順
序
と
し
て

は
天
平
五
年
作
の
坂
上
郎
女
歌
（
３
・
三
八
○
）
の
次
に
載
る
け
れ
ど
も
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
以
後
の
作
と
は
断
じ
ら
れ
ず
、
若
麻
呂
の
駿
尾
に
付
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

同
時
に
か
或
い
は
そ
の
後
に
か
詠
ま
れ
た
も
の
が
、
郎
女
の
歌
ノ
ー
ト
に
書
き

込
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
『
注
釈
』
）
。
氏

の
推
定
は
正
し
い
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、
旅
人
の
病
は
「
而
浬
二
数
旬
一
幸
得
二
平

復
一
」
と
あ
り
、
「
干
時
、
稲
公
等
以
二
病
既
夢
発
レ
府
上
レ
京
」
（
五
六
七
左
註
）

と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
旅
人
を
送
る
児
島
歌
が
作
ら
れ
る
同
年
十
二
月
ま
で
は
半

年
足
ら
ず
で
あ
る
か
ら
、
掲
出
歌
の
成
立
に
関
し
て
は
、
日
時
を
接
し
て

　
　
若
麻
呂
作
（
五
六
七
）
↓
児
島
作
（
三
八
一
）
↓
（
九
六
六
）
＄
（
九
六
五
）

の
よ
う
な
表
現
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
彼
女
は
行
旅
に
際
し
て
の
風

守
り
（
荒
ぷ
る
神
へ
の
奉
斉
）
の
意
味
を
熟
知
し
、
一
方
目
下
の
状
況
は
ま
さ

に
風
守
り
を
こ
そ
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
出
で
立
ち
な
の
で
あ
る
。

　
九
六
六
番
歌
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
う
る
と
す
れ
ば
、
同
時
の
作

　
お
ほ
な
ら
ば
か
も
か
も
せ
む
を
畏
み
と
振
り
た
き
袖
を
し
の
び
て
あ
る
か
も

　
（
６
・
九
六
五
）

の
意
識
に
も
、
不
安
な
自
然
的
状
況
が
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
　
「
普
通
の

方
な
ら
ば
ど
う
と
も
す
る
け
れ
ど
も
恐
れ
多
い
の
で
云
々
」
と
、
「
振
り
た
き
袖

を
し
の
び
て
あ
る
」
理
由
を
旅
人
の
身
分
に
対
す
る
悼
り
と
の
み
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
九
六
五
番
歌
で
は
旅
人
の
身
分
を
悼
っ
て
袖
振
り
を
自
制
し
、

九
六
六
番
歌
で
は
自
然
的
状
況
へ
の
畏
怖
感
に
逆
っ
て
袖
を
振
っ
た
と
い
う

の
で
は
、
統
一
が
と
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
お
ほ
な
ら
ば
」
は
下
句
の
「
畏

み
」
（
身
分
の
畏
れ
と
さ
れ
る
）
と
の
み
関
連
づ
け
て
、
”
並
み
の
身
分
の
方
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

ら
ば
〃
の
解
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
第
二
首
の
「
大
和
道
は
雲
隠

り
た
り
」
の
状
況
と
関
連
づ
け
る
解
も
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
「
普
通
の
時

（
状
況
）
な
ら
ば
あ
あ
も
し
こ
う
も
し
て
別
れ
の
術
な
さ
を
嘆
こ
う
が
」
の
意

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
畏
こ
み
」
も
、

　
「
海
原
の
可
之
古
伎
道
」
（
２
０
・
四
四
〇
八
）
・
「
沖
つ
波
恐
き
海
」
　
（
６
・

　
一
〇
〇
三
）
・
「
荒
磯
越
す
波
は
恐
し
」
　
（
７
・
ニ
ニ
九
七
）
　
・
「
岩
畳
恐

　
き
山
」
　
（
７
・
二
三
二
一
、
比
職
表
現
）

の
よ
う
な
、
自
然
の
猛
威
・
神
霊
に
対
す
る
「
畏
し
」
の
表
わ
れ
方
と
同
質
の

も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
可
能
性
を
持
っ
。
よ
し
そ
れ
が
身
分
を
意
識
し
た

も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
自
然
の
不
安
な
状
態
の
な
か
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
相

手
旅
人
と
の
感
情
的
距
離
が
ひ
と
き
わ
意
識
さ
れ
て
、
「
畏
し
」
の
表
現
が
と

ら
れ
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
九
六
五

番
を
身
分
を
意
識
し
た
自
制
の
歌
と
の
み
見
る
こ
と
に
は
、
な
お
問
題
が
存
す

る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
内

　
霊
威
に
対
す
る
古
代
的
心
性
と
し
て
、
人
間
的
行
動
を
慎
み
、
神
の
意
の
ま

ま
に
こ
れ
を
奉
斉
す
べ
し
と
の
観
念
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
旅
は
、
万
葉
人
に

と
っ
て
い
わ
ば
生
き
死
に
の
間
へ
の
出
で
た
ち
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
心
性

が
こ
と
に
荒
ぶ
る
神
や
境
の
神
の
い
ま
す
峠
、
渡
津
に
お
い
て
集
約
的
に
発
現



す
る
の
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
心
性
は
、
旅
行
く
人
の
心
に
も
こ

れ
を
送
り
待
っ
人
の
心
に
も
深
い
影
を
落
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を
表
出
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
吾
妹
子
や
夢
に
見
え
来
と
大
和
道
の
渡
り
瀬
ご
と
に
手
向
ぞ
吾
が
す
る
（
１
２

　
・
三
二
一
八
・
轟
旅
発
思
）

　
天
地
を
歎
き
乞
ひ
祈
み
幸
く
あ
ら
ぱ
ま
た
還
り
見
む
志
賀
の
辛
崎
（
１
３
．
三

　
二
四
一
・
反
歌
）

　
ち
は
や
ぷ
る
神
の
み
坂
に
幣
ま
っ
り
斉
ふ
命
は
母
父
が
た
め
（
２
０
．
四
四
〇

　
二
）

　
天
地
の
神
に
幣
置
き
斉
ひ
つ
つ
い
ま
せ
吾
背
子
吾
を
し
思
は
ば
（
２
０
．
四
四

　
二
六
）

　
庭
中
の
阿
須
波
の
神
に
木
紫
挿
し
吾
は
斉
は
む
帰
り
来
ま
で
に
（
２
０
．
四
三

　
五
〇
）

　
し
か
し
一
方
、
旅
路
の
険
し
さ
や
辛
苦
に
行
き
な
ず
み
思
い
余
っ
て
家
郷
を

似
ぴ
、
恋
し
い
人
へ
の
思
い
を
心
に
か
け
る
の
も
ま
た
、
轟
旅
離
別
歌
の
一
群

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
既
述
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
峠
を
基
点
と
し
て
表
出
さ
れ
る

の
は
、
離
別
歌
の
伝
統
と
し
て
い
わ
ゆ
る
国
見
的
望
郷
歌
の
発
想
が
あ
る
こ
と

も
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
が
最
後
的
な
別
れ
の
場
と
し
て
、
人
へ
の
感
情
が
昂
揚
す

る
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
っ
て
い
よ
う
。
霊
威
に
抗
し
が
た
い
人
間
感
情

が
あ
え
て
吐
露
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
場
で
、
そ
こ
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宅
守

　
　
　
　
　
　
言
挙
げ
と
言
忌
み

歌
の
「
妹
が
名
告
り
つ
」
も
児
島
歌
の
「
袖
振
り
」
も
、
そ
の
よ
う
な
人
間
的

感
情
な
い
し
行
為
と
し
て
提
え
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
歌
の
離
別
歌
と
し
て
の
意

味
が
い
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
が
、
軽
の

妻
の
死
を
働
天
し
た
挽
歌
の
結
び
に
「
…
…
術
を
な
み
　
妹
が
名
呼
び
て
　
袖

ぞ
振
り
つ
る
」
（
２
・
二
〇
七
）
と
歌
っ
た
よ
う
に
、
「
名
を
呼
ぷ
」
こ
と
も

「
袖
振
る
」
こ
と
も
、
人
と
の
別
離
に
際
し
て
自
ず
と
と
ら
れ
る
行
動
と
し
て

重
層
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
し
て
、
「
常
軌
を
逸
し
た
人
麻
呂
の
全
身

的
な
身
も
だ
え
」
と
理
解
さ
れ
た
清
水
克
彦
氏
（
『
柿
本
人
麻
呂
』
Ｐ
ｍ
）
の
指

摘
は
参
看
さ
れ
て
よ
い
。
異
郷
へ
の
出
で
立
ち
も
人
の
死
と
い
う
形
で
の
別
れ

も
、
別
離
に
直
面
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
は
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で

あ
る
（
こ
の
場
合
、
「
告
る
」
は
神
威
を
意
識
し
て
の
発
言
形
態
で
あ
っ
て
、

「
呼
ぶ
」
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
も
あ
り
え
よ
う
。
が
、
「
告
る
」

は
発
言
内
容
の
重
要
さ
に
か
か
わ
る
語
で
、
「
坪
ぷ
」
は
発
言
主
体
の
人
間
的

動
作
に
比
重
を
か
け
た
語
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
以
上
の
よ
う

な
発
想
の
中
で
は
本
質
的
に
差
違
は
な
い
と
思
う
）
。

　
と
も
あ
れ
、
旅
と
別
離
に
か
か
わ
る
上
の
よ
う
な
背
景
な
い
し
習
俗
を
想
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疑
点
の
存
す
る
幾
つ
か
の
歌
は
、
統
一
的
に
解
釈
し
う

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
万
葉
集
鵡
旅
離
別
歌
が
、
神
威

に
あ
ら
が
う
コ
ト
ア
ゲ
ー
１
人
間
的
言
語
た
る
拝
情
の
世
界
と
し
て
の
様
相
を
き

わ
だ
た
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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