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掛
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」
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五
七
五
七
七
と
い
う
詩
移
を
も
つ
「
う
た
」
は
、
万
葉
時
代
に
入
っ
て

か
ら
文
字
文
芸
・
純
粋
文
芸
と
し
て
の
性
格
を
確
立
し
た
が
、
そ
れ
以
前

は
歌
わ
れ
る
歌
謡
と
し
て
存
在
し
、
さ
ら
に
遡
れ
ぱ
限
界
文
芸
と
し
て
の

民
謡
に
出
自
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
風
土
記
に
記
載
さ
れ
た
歌
の

大
都
分
が
短
歌
移
式
の
歌
垣
の
歌
で
あ
る
こ
と
、
記
紀
の
物
語
に
取
入
れ

ら
れ
て
い
る
短
歌
移
式
の
独
立
歌
謡
の
大
半
が
歌
垣
の
歌
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
っ
と
重
要
た
こ
と
は
万
葉
以
前
の

歌
が
独
立
歌
謡
で
あ
る
と
物
語
歌
で
あ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て

明
確
な
上
句
下
句
の
対
立
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
上
句
下

句
が
甲
乙
二
人
に
よ
っ
て
掛
合
・
問
答
的
に
歌
わ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

　
歌
詞
の
面
に
お
げ
る
上
句
下
句
の
対
立
構
造
は
、
曲
節
の
面
に
お
げ
る

上
句
と
下
句
の
同
音
、
つ
ま
り
曲
形
が
Ａ
Ａ
で
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い

三
四

る
の
で
あ
っ
て
、
今
目
残
っ
て
い
る
歌
譜
の
う
ち
も
っ
と
も
古
い
『
琴
歌

譜
』
も
Ａ
Ａ
を
基
本
に
し
て
お
り
、
御
神
楽
の
譜
も
同
様
、
さ
ら
に
唐
楽

の
旋
律
で
歌
わ
れ
た
催
馬
楽
さ
え
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
『
仁
智
要

録
』
『
三
五
要
録
』
が
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
短
歌

形
式
の
歌
が
、
上
句
下
句
を
掛
合
で
歌
わ
れ
て
い
る
例
は
中
国
地
方
の
田

植
歌
に
多
い
が
、
そ
れ
ら
が
曲
形
Ａ
Ａ
で
あ
る
こ
と
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
『
目

本
民
謡
大
観
』
の
中
国
篇
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
関
東
地
方

で
も
、
千
葉
県
の
香
取
神
宮
の
御
田
植
歌
を
は
じ
め
、
群
馬
県
の
田
植
歌

な
ど
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
五
七
五
七
七
と
い
う
「
う
た
」
の
詩
形
は
、
元
来
は
上
句
（
五
七
ま
た

は
五
七
五
）
と
下
句
（
五
七
七
ま
た
は
七
七
）
と
の
掛
合
で
歌
わ
れ
た
も

の
が
、
後
に
一
人
で
自
問
自
答
的
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
■
な
る
に
つ
れ
て
、

歌
詞
は
対
立
構
造
か
ら
統
一
構
造
へ
と
変
わ
り
、
曲
形
は
Ａ
Ａ
か
ら
Ａ
Ａ

・
Ａ
Ｂ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
万
葉
以
前
の
歌
は
、
旋
頭

歌
は
も
ち
ろ
ん
、
長
歌
で
も
短
歌
と
同
じ
対
立
構
造
を
基
本
に
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
（
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
の
「
構
成
」
の
項
を
参
照
し
て
頂

き
た
い
）
、
　
沖
縄
の
長
詩
捗
の
叙
事
的
歌
謡
で
あ
る
ク
ェ
ー
ナ
、
フ
サ
、

二
ー
リ
た
ど
と
は
、
歌
の
構
造
匁
い
し
原
理
を
異
に
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
わ
が
国
の
「
う
た
」
の
起
源
は
、
現
存
の
文
献
や
民
謡
に



よ
っ
て
見
る
限
り
、
　
「
歌
掛
き
」
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ

の
歌
掛
き
文
化
は
わ
が
国
だ
け
で
な
く
、
東
南
ア
ジ
ァ
一
帯
に
拡
が
っ
て

い
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
た
。
は
や
く
マ
ー
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
ー

は
『
支
那
古
代
の
祭
祀
と
歌
謡
』
の
中
で
、
中
国
南
方
の
少
数
民
族
に
歌

掛
き
の
習
俗
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
戦
後
マ
ラ
イ
シ
ヤ
・
イ

ソ
ド
ネ
シ
ヤ
に
も
歌
掛
き
の
習
俗
が
あ
り
、
バ
ソ
ト
ゥ
ソ
と
呼
ぱ
れ
る
そ

の
四
行
詩
は
、
わ
が
国
の
短
歌
と
同
じ
よ
う
な
歴
史
的
過
程
を
辿
っ
て
き

た
こ
と
、
従
っ
て
前
二
行
と
後
二
行
は
短
歌
の
上
句
と
下
句
の
よ
う
な
対

立
様
式
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
近
年
は
ネ
バ
ー

ル
、
ブ
ー
タ
ソ
、
タ
イ
方
面
に
も
歌
掛
き
の
習
俗
が
あ
り
、
そ
れ
が
照
葉

樹
林
地
帯
と
重
な
る
ら
し
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
。
な
っ
た
（
中
公

新
書
『
続
・
照
葉
樹
林
文
化
』
）
。

情
歌
謡
と
し
て
は
、
沖
縄
の
琉
歌
と
奄
美
の
島
歌
が
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
琉
歌
の
成
立
は
そ
の
八
八
八
六
形
式
の
成
立
を
基
準
に
し
て
、
沖

縄
の
全
島
統
一
が
成
り
、
個
人
的
意
識
に
目
覚
め
た
十
五
・
六
世
紀
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
琉
歌
以
前
に
短
詩
形
の
集
団
的
拝
清
歌
謡
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
は
誰
も
抱
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
歌
謡
の
採
集
・
調
査
の
仕
方
に
も
影
響
を
与
え
、
神
歌
系
の
長
詩

形
叙
事
歌
謡
の
採
集
が
盛
ん
で
あ
る
の
に
１
対
し
、
八
重
山
の
ト
バ
ル
マ
、

ス
ソ
ガ
ニ
、
宮
古
島
の
ト
ー
ガ
ニ
、
シ
ュ
ソ
ガ
ニ
な
ど
短
詩
形
拝
情
歌
謡

の
採
集
量
は
少
た
く
、
歌
の
生
態
に
つ
い
て
の
調
査
も
不
十
分
で
あ
る
。

沖
縄
に
は
戦
前
ま
で
モ
ー
ア
シ
ビ
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
、
モ
ー
ア
シ
ビ

の
歌
の
報
告
た
ど
見
た
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の
南
島
歌
謡
史
観

は
神
歌
史
観
で
あ
っ
て
、
遊
び
歌
に
対
す
る
視
点
は
全
く
欠
け
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。

○

○

点視

　
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
奄
美
・
沖
縄
は
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
南
島
歌
謡
の
研
究
は
、
折
口
信
夫
氏
の
文
学

の
神
託
起
源
説
の
影
響
が
強
く
、
神
託
（
ミ
セ
セ
ル
、
テ
ル
ク
グ
チ
な
ど
）

か
ら
始
ま
っ
て
呪
穣
的
歌
謡
↓
叙
事
的
歌
謡
↓
拝
情
的
歌
謡
と
い
う
過
程

を
辿
っ
た
も
の
と
す
る
見
解
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
南
島
の
短
詩
形
拝

　
こ
れ
に
対
し
て
「
歌
掛
き
」
と
い
う
視
点
か
ら
奄
美
諸
島
の
民
謡
の
歌

詞
・
曲
彩
の
調
査
研
究
を
進
め
て
き
た
の
が
小
川
学
夫
氏
で
あ
る
。
私
は

昭
和
四
十
五
年
『
演
劇
学
』
十
一
号
に
発
表
さ
れ
た
「
奄
美
民
謡
に
お
げ

る
歌
掛
け
の
彩
式
」
と
い
う
論
文
を
見
て
以
来
、
氏
の
論
文
に
注
目
し
て

三
五



点視

き
た
が
、
そ
れ
ら
は
昨
年
『
奄
美
民
謡
誌
』
　
（
法
政
大
学
出
版
局
刊
）
と

い
う
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
歌
掛
げ
に
も
い
ろ
い
ろ
の
種

類
・
方
式
が
あ
る
こ
と
が
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
お

り
、
中
国
地
方
の
田
植
歌
の
掛
合
の
方
式
と
比
べ
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ

興
味
あ
る
間
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
川
氏
は
奄
美
民
謡
の

詩
彬
に
つ
い
て
も
、
本
土
民
謡
の
詩
彩
と
の
関
係
を
説
い
た
興
味
ふ
か
い

説
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
一
方
の
他
方
に
対
す
る
影
響
と
い
う
よ
り
も
、
掛

合
と
い
う
歌
い
方
に
お
げ
る
平
行
現
象
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぱ
、

歌
の
様
式
面
か
ら
す
る
本
土
の
歌
謡
と
奄
美
民
謡
と
の
比
較
研
究
は
、

「
う
た
」
の
起
源
論
に
も
関
係
す
る
今
後
の
重
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
。

　
私
は
去
る
九
月
、
は
じ
め
て
奄
美
大
島
に
渡
っ
て
小
川
氏
に
会
い
、
八

月
踊
や
秋
名
の
シ
ョ
ヅ
チ
ョ
ガ
マ
を
見
学
さ
せ
て
頂
い
た
。
折
悪
く
台
風

十
三
号
の
来
襲
で
、
シ
ョ
ッ
チ
ョ
ガ
マ
は
嵐
の
な
か
で
行
わ
れ
、
秋
名
マ

ソ
カ
イ
は
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
に
歌
あ
そ
び
を
見

せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
歌
あ
そ
び
は
藤
井
令
一
氏
の
お
宅
で
行
わ

れ
た
が
、
は
じ
め
に
「
あ
さ
ぱ
な
節
」
　
（
そ
の
元
唄
は
祝
歌
の
「
誇
ら
し

や
」
節
で
あ
っ
た
ら
し
い
）
、
そ
の
後
は
自
由
に
自
分
の
知
っ
て
い
る
歌
、

そ
の
替
歌
、
即
興
の
新
作
歌
が
掛
合
方
式
で
歌
わ
れ
た
。
こ
れ
は
万
葉
の

宴
席
歌
の
構
造
と
同
じ
で
、
万
葉
時
代
の
宴
席
で
も
最
初
に
祝
歌
、
そ
の

三
六

あ
と
は
新
作
歌
だ
げ
で
な
く
、
古
歌
が
謂
詠
さ
れ
た
り
、
そ
の
替
歌
が
歌

わ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
奄
美
諸
島
で
は
八
月
踊
（
七
月
踊
と
も
）
と
か
歌
あ
そ
び
と
い
う
移
で
、

歌
掛
き
が
今
も
生
き
て
い
る
。
歌
掛
き
文
化
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
ら
し
い
東

南
ア
ジ
ァ
と
ヤ
マ
ト
と
の
中
間
に
奄
美
諸
島
を
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
は
、
今
年
の
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ぱ
沖
縄
・
八
重
山

に
も
歌
掛
き
が
た
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
沖
縄
の
琉
歌
に
は
、
奄
美
の
島

歌
と
同
様
、
対
立
的
様
式
を
も
っ
た
歌
が
多
い
の
は
そ
の
結
果
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
長
詩
形
の
呪
穣
歌
謡
や
叙
事
歌
謡
に
は
全
く
存
在
し
な
い
も
の
で

あ
る
以
上
、
八
八
八
六
形
式
成
立
以
前
の
短
詩
形
拝
情
歌
謡
か
ら
受
げ
つ

い
だ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
五
・
二
一
・
二
二
）

　
（
付
記
）
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
の
五
五
年
九
月
十
六
目
紙
の
「
茶
の
み
話
」

欄
に
、
仲
田
栄
松
と
い
う
人
の
「
毛
遊
び
」
と
題
す
る
小
文
が
の
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ー
ア
シ

る
の
を
、
そ
の
後
小
川
さ
ん
が
コ
ピ
ー
し
て
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
毛
遊
び

は
戦
後
、
ま
た
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
、
歌
詞
を
含
め
て
、
歌

合
戦
の
状
況
が
要
領
よ
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
来
年
は
沖
縄
の
モ
ー
ア
シ

ピ
も
、
何
と
か
調
査
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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