
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

人
名
呼
称
と
人
称
転
換

駒
　
　
木

敏

一
一
）

　
記
紀
の
物
語
歌
謡
に
お
い
て
は
、
位
格
名
一
神
名
・
人
名
一
を
積
極
的
に
取

り
こ
む
現
象
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
第
三
人
称
詞
に
属
す
る
位
格
名

が
一
人
称
詞
や
二
人
称
詞
に
準
じ
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
、
歌
の

対
象
と
な
る
位
格
に
対
す
る
人
称
把
握
の
混
然
と
し
た
あ
り
よ
う
を
内
包
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
表
わ
れ
は
、
歌
い
手
の
立
場
が
自
在
に
変
換
し
う

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
物
語
歌
謡
の
独
特
の
現
象
と
い
っ
て

も
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
現
象
は
古
代
の
歌
謡
に
し
ば
し
ば
表
わ
れ
る
三
人
称

か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
の
現
象
と
も
共
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
人
称
転
換
の
現
象
と
位
格
名
の
詠
み
こ
み
と
は
、
い
ち
お
う
別
々

の
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
位
格
名
を
詠
み
こ
む
こ
と
が
方
法
と
し
て
展
開
さ

れ
る
基
盤
に
は
、
人
称
転
換
を
支
え
る
も
の
と
同
様
の
原
理
が
は
た
ら
い
て
い

　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

た
と
想
定
さ
れ
る
。
位
格
名
を
詠
み
こ
む
こ
と
の
問
題
に
関
し
て
は
、
記
紀
歌

謡
の
側
と
万
葉
歌
の
側
か
ら
と
の
両
方
か
ら
、
い
さ
さ
か
の
私
見
を
展
開
す
る

　
　
　
　
　
工

機
会
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
位
格
名
を
意
図
的
、
積
極
的
に
取
り
こ
む
物
語

歌
謡
の
方
法
的
定
位
を
、
人
称
転
換
に
象
徴
さ
れ
る
歌
い
手
の
立
場
（
主
体
）

と
の
関
係
か
ら
述
べ
て
み
た
い
。

（
二
）

　
記
紀
の
歌
謡
の
人
称
転
換
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
明
確
な
事
例
は
、
三
人

称
か
ら
一
人
称
へ
の
場
合
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
該
当
例
を
列
記
し
よ
う
。

　
＊
ａ
　
「
八
千
矛
の
　
神
の
命
は
－
」
「
押
そ
振
ら
ひ
　
我
が
立
た
せ
れ
ば

　
　
　
　
－
」
（
記
二
・
八
千
矛
神
）

　
　
ｂ
　
「
大
君
を
島
に
放
ら
ば
；
」
「
船
余
り
　
い
帰
り
来
む
ぞ
　
我
が
畳
ゆ

　
　
　
　
め
」
（
記
八
六
一
紀
七
〇
一
・
軽
太
子
）
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Ｃ
　
「
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
－
」
「
う
た
き
恐
み
　
我
が
逃
げ
登
り

　
　
　
　
し
－
」
（
記
九
八
一
紀
七
六
一
・
雄
略
天
皇
）

　
＊
ｄ
　
「
み
か
し
ほ
　
播
磨
速
待
－
」
「
我
養
は
む
」
（
紀
四
五
・
播
磨
速
待
）

　
　
ｅ
　
「
大
君
は
　
そ
こ
を
聞
か
し
て
－
」
「
獣
待
つ
と
　
我
が
い
ま
せ
ば

　
　
　
　
－
」
（
紀
七
五
・
雄
略
天
皇
）

　
＊
ｆ
　
「
道
に
闘
ふ
や
　
尾
代
の
子
－
」
「
国
に
は
聞
こ
え
て
な
」
（
紀
八

　
　
　
　
二
・
吉
備
臣
尾
代
）

　
記
紀
の
次
元
で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
謡
の
歌
い
手
は
括
弧
内
に
示
し
た
そ
れ
ぞ

れ
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
固
有
位
格
名
（
＊
印
の
例
）
や
人
物
呼
称
詞
（
「
大

君
」
）
は
歌
い
手
た
る
一
人
称
か
ら
発
せ
ら
れ
た
形
と
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら

が
三
人
称
的
立
場
か
ら
対
象
者
を
把
握
す
る
語
彙
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
ず
、

従
っ
て
、
こ
こ
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
三
人
称
的
立
場
を
も
一
人
称
的
立
場
を

も
共
有
す
る
叙
述
主
体
（
視
点
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
ひ
と
っ
の
表
現
体
の
中
で

同
時
に
表
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
人
称
転
換
の
現
象
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仔
細
に
み
る
と
人
称
転
換
に
は
、
〈
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
〉
が
場
面

な
い
し
は
叙
事
の
変
化
に
つ
れ
て
顕
在
化
す
る
形
と
、
「
押
し
開
き
わ
れ
入
り

坐
し
」
（
紀
九
六
）
の
よ
う
に
〈
三
人
称
と
一
人
称
の
共
存
関
係
〉
と
し
て
表

わ
れ
る
形
（
後
掲
９
－
１
）
と
が
あ
る
。
前
者
を
人
称
転
換
と
称
し
て
い
る
が
、

後
者
の
よ
う
な
視
点
が
前
者
と
共
通
し
、
前
者
の
態
様
の
前
提
と
な
る
視
点
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
対
象
者
に
対
し
て
三
人
称
的
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

一
人
称
的
に
も
向
か
い
う
る
歌
い
手
の
視
点
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
称
転
換
の
あ
り
よ
う
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
自
称
敬
語
の
存
在
で
あ
る
。

一
人
称
詞
に
付
随
し
て
表
わ
れ
る
尊
敬
語
の
待
遇
表
現
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て

相
容
れ
な
い
矛
盾
を
内
包
す
る
。
自
称
敬
語
こ
そ
は
、
同
一
の
対
象
者
へ
の
三

人
称
的
と
一
人
称
的
と
の
把
握
の
混
在
・
共
存
を
集
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
人
称
転
換
の
現
象
と
自
称
敬
語
の
存
在
と
は
、
い
ち
お
う

別
個
の
事
象
と
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
語
（
記
二
番
）
の
例
で

い
え
ば
、
「
八
千
矛
の
神
の
命
は
－
」
と
三
人
称
的
に
歌
い
出
さ
れ
、
中
途
に

「
押
そ
振
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
　
引
こ
づ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
」
と
一
人

称
の
表
現
に
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
三
人
称
表
現
に
お
け
る
「
ヤ
チ
ホ

コ
の
神
の
制
」
も
、
一
人
称
表
現
に
お
け
る
「
我
が
立
た
せ
れ
ば
」
も
、
敬
語

表
現
と
し
て
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
の
構
造
は
、
ｂ
・
ｃ
．
ｅ

な
ど
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
ｄ
・
ｆ
の
よ
う
に
、
人
称
転

換
を
含
み
な
が
ら
も
自
称
敬
語
を
伴
わ
な
い
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て

は
、
待
遇
表
現
と
は
無
関
係
に
人
称
転
換
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
記
紀
の
歌
謡
の
特
徴
的
傾
向
と
し
て
、
人
称
転
換
と
自

称
敬
語
と
い
う
二
っ
の
現
象
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
称
敬
語
の
現
象
が
神
や
尊
貴
の
人
物
を
主
体
と
す
る
歌
謡
に
集
中
す
る

こ
と
は
、
そ
こ
に
人
称
転
換
に
関
す
る
問
題
が
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。



　
ち
な
み
に
、
上
記
の
例
（
記
二
・
紀
七
五
）
以
外
に
自
称
敬
語
を
含
む
歌
謡

を
掲
出
す
る
。

　
　
９
　
「
階
だ
ゆ
ふ
　
楽
浪
道
を
　
す
く
す
く
と
　
我
が
坐
せ
ば
や
－
」
（
記

　
　
　
　
四
二
・
応
神
天
皇
）

　
　
ｈ
　
「
八
島
国
　
妻
枕
き
か
ね
て
－
　
押
し
開
き
　
我
入
り
坐
し
」
（
紀
九

　
　
　
　
六
・
安
閑
天
皇
）

　
　
ｉ
　
「
御
諸
が
上
に
　
登
り
立
ち
　
我
が
見
せ
ば
－
」
（
紀
九
七
・
春
日
皇

　
　
　
　
女
）

　
　
ｊ
　
「
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
呉
床
に
坐
し
－
」
（
記
九
七
・
雄
略

　
　
　
　
天
皇
）

　
　
ｋ
　
「
三
重
の
千
が
　
捧
が
せ
る
　
瑞
玉
蓋
に
－
」
一
記
一
〇
〇
・
三
重
の

　
　
　
　
采
女
）

　
　
１
　
「
加
羅
国
の
　
城
の
上
に
立
ち
て
　
大
葉
子
は
　
領
巾
振
ら
す
も
」

　
　
　
　
（
紀
一
〇
〇
・
大
葉
子
）

い
ず
れ
も
歌
い
手
（
括
弧
内
の
人
物
）
の
行
為
に
敬
語
表
現
を
伴
う
こ
と
に
よ

っ
て
自
称
敬
語
の
現
象
を
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
ヤ
チ
ホ
コ
神
の
歌
一
「
神
語
」

記
二
番
）
に
顕
著
な
よ
う
に
、
神
の
行
為
を
歌
う
主
体
は
別
に
想
定
さ
れ
よ
う

か
ら
、
物
語
歌
の
あ
り
方
を
外
し
て
み
た
場
合
、
必
ず
し
も
自
称
敬
語
と
は
い

え
な
い
も
の
も
あ
る
。
ｊ
；
ー
が
そ
れ
で
あ
る
。
歌
い
手
を
別
途
に
（
物
語
内

的
場
の
外
に
一
想
定
す
れ
ば
、
第
三
人
称
詞
（
「
大
君
」
「
三
重
の
子
」
「
大
葉

　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

子
」
一
に
付
さ
れ
る
尊
敬
語
は
自
称
敬
語
と
は
な
ら
な
い
。
歌
い
手
の
位
置
に

つ
い
て
は
ｇ
－
ｉ
も
同
じ
問
題
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
、

「
わ
が
坐
せ
ば
」
「
わ
れ
入
り
坐
し
」
「
ね
が
見
せ
ば
」
の
よ
う
に
一
人
称
（
自

称
一
詞
と
敬
語
が
密
着
し
て
い
て
、
歌
い
手
を
ど
こ
に
求
め
よ
う
と
、
自
称
敬

語
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
形
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
例
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
第
三
者
的
に
歌
い
だ
さ
れ
よ
う
と
第
一
人

称
的
に
歌
い
だ
さ
れ
よ
う
と
、
歌
謡
中
の
当
事
者
一
人
物
一
と
は
別
の
表
現
者

が
当
事
者
を
三
人
称
的
と
一
人
称
的
と
の
混
線
す
る
視
点
で
把
握
す
る
と
こ
ろ

に
、
自
称
敬
語
は
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
従
来
、
こ
の
事
象
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
語
ら
れ
る
言
葉
の
独
自
な
事
象
と
す
る
考
え
は
基
本
的
に
み
と
め
ら

れ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
「
第
三
者
で
あ
る
語
り
手
が
主
人
公
に
関
し
て
語
る

う
ち
に
、
『
語
り
』
の
人
称
が
転
換
し
、
語
り
手
が
主
人
公
自
ら
に
な
る
、
即

ち
第
三
人
称
よ
り
第
一
人
称
へ
か
は
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
語
り
手
は
も
と
の
第

三
人
称
口
吻
の
ス
タ
イ
ル
を
も
保
持
す
る
た
め
に
、
転
換
の
部
分
即
ち
第
一
人

称
に
な
つ
た
周
辺
の
部
分
に
も
、
も
と
の
第
三
者
と
し
て
の
古
代
敬
語
的
な
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

吻
が
残
つ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
人
称
転
換
が

神
話
的
伝
承
な
ど
に
も
表
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
口
諦
叙
事

に
特
有
の
言
葉
と
す
る
説
は
説
得
的
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
物
語
歌
謡
の
問
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
歌
い
手
が
神
や
天
皇
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

る
場
合
に
集
中
し
て
、
つ
ま
り
多
く
は
自
称
敬
語
の
現
象
と
相
侯
っ
て
表
わ
れ

る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
三
人
称
か

ら
一
人
称
へ
の
転
換
の
現
象
は
、
そ
の
基
盤
に
〈
主
題
の
提
示
↓
主
題
の
説

明
〉
と
展
開
す
る
歌
謡
の
構
成
方
法
と
し
て
の
枠
組
み
を
置
き
つ
つ
、
宮
廷
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

謡
な
ど
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
と
思
う
。
そ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
の
歌
と
人
称
転
換
に
関
し
て
の
次
の
よ
う
な
指
摘
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
物
語
述
作
者
の
手
に
な
る
物
語
歌
と
し
て
の
天
皇
の
歌

は
、
第
一
段
で
は
述
作
者
の
立
場
に
立
っ
て
『
や
す
み
し
し
我
が
大
君
』
と
三

人
称
で
歌
い
出
し
、
第
二
段
で
は
天
皇
の
立
場
に
立
っ
て
『
我
が
』
と
一
人
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
用
い
る
の
が
定
形
で
あ
る
」
。

　
こ
れ
ら
の
表
わ
れ
は
、
人
称
転
換
が
一
種
の
定
型
的
方
法
と
把
握
さ
れ
て
い

た
側
面
を
有
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が
歌
っ
た
と
す
る
歌

は
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
の
歌
な
ど
に
は
、
伝
奏
者
と
で
も
い
う
べ
き
者
の
介
在
が

想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
説
話
的
表
わ
れ
と
し
て
は
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
記

七
番
歌
を
伝
奏
し
た
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
一
神
代
記
一
．
神
武
と
七
娘
子
に
お
け
る

大
久
米
命
一
神
武
記
一
．
仁
徳
の
歌
を
伝
え
る
丸
迩
臣
口
子
一
仁
徳
記
一
な
ど

が
あ
る
）
。
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
は
、
口
諦
の
叙
述
に
よ
る
物
語
歌

謡
に
表
わ
れ
る
叙
述
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
称
転
換
を
も
つ
歌
謡
に
は

「
神
語
」
二
番
や
万
葉
集
の
乞
食
者
の
詠
（
巻
十
六
）
な
ど
、
専
門
的
伝
承
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
た
も
の
が
目
立
つ
。
と
り
わ
け
叙
事
的
な
歌
謡
に
特
徴
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
種
類
の
歌
謡
が
専
門
的
歌
人
に
担
わ
れ
た
と
考

え
る
と
き
、
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。
古
代
の
社
会
に
お
い
て
、
物
語
の
伝
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

者
、
管
掌
者
と
歌
謡
の
そ
れ
と
は
相
通
じ
る
側
面
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

右
の
よ
う
な
歌
謡
の
現
象
を
支
え
る
包
括
的
視
点
は
、
ま
さ
に
語
り
手
（
語

部
）
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

（
三
）

　
前
節
に
み
た
人
称
転
換
の
問
題
は
、
位
格
名
を
積
極
的
に
取
り
こ
む
こ
と
に

よ
っ
て
記
紀
の
歌
謡
が
抱
え
た
性
格
に
も
関
連
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
記

紀
の
歌
謡
に
お
い
て
位
格
名
が
詠
み
こ
ま
れ
る
場
合
、
そ
の
人
物
を
対
詠
的
、

二
人
称
的
に
把
握
す
る
事
例
が
も
っ
と
も
多
く
、
固
有
位
格
名
の
二
人
称
的
表

わ
れ
は
、
す
ぐ
れ
て
物
語
歌
謡
的
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
記
紀
歌
謡
の
特

徴
と
し
て
の
次
の
よ
う
な
諸
点
が
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
に
、
歌

謡
は
当
事
者
問
に
詠
み
交
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
枠
組
み
が
根
底
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
て
、
歌
謡
は
し
ば
し
ば
会
話
的
機
能
を
担
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

二
っ
に
、
歌
謡
が
位
格
名
を
取
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
く
物
語
場
Ｖ
に
お
け
る

人
物
関
係
を
具
体
化
し
、
い
わ
ば
歌
謡
が
物
語
の
叙
事
に
参
画
す
る
た
め
の
機

能
を
負
う
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
対
詠
的
に
発
想
さ
れ
る
（
位
置
づ
け
ら
れ

る
）
が
た
め
に
、
歌
謡
に
お
け
る
位
格
名
が
二
人
称
者
を
指
示
す
る
と
い
う
独

特
の
現
象
が
そ
こ
に
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



記
紀
歌
謡
の
中
で
、
何
ら
か
の
意
味
で
位
格
名
に
か
か
わ
る
語
彙
を
含
む
も

の
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
目
立
つ
一
つ
の
特
徴
は
前
半
の
提
示
句
に
人
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
一

を
置
く
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
人
物
名
の
詠
み
こ
み
が
歌
謡
の

対
立
的
構
成
法
の
枠
組
み
に
基
づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
半
で

行
為
主
体
を
第
三
人
称
的
、
客
観
的
に
提
示
し
、
後
半
で
一
人
称
的
、
主
観
的

に
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
現
象
す
る
の
が
、
先
に
み
た
人
称
転
換
の
事
例
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
に
は
、
提
示
さ
れ
る
人
物
が
対
詠
的
志
向
を
も
っ
て
把
握
さ

れ
る
も
の
も
あ
る
。
人
物
名
は
本
来
第
三
者
的
、
客
観
的
な
指
示
性
を
担
う
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
人
名
を
あ
ら
わ
に
し
て
そ
の
人
物
に
呼
び
か
け
る
と
い
う

姿
勢
に
は
、
そ
の
対
象
を
三
人
称
的
に
も
二
人
称
的
に
も
捉
え
る
視
点
が
孕
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
中
の
人
物
名
を
三
人
称
的
に
提
示
し
て
、
そ
の

人
物
に
対
詠
的
に
に
歌
い
か
け
る
発
想
の
歌
謡
も
、
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の

転
換
と
同
様
に
、
微
妙
な
人
称
の
動
揺
を
示
し
て
い
る
。
人
物
名
を
配
し
て
対

詠
的
に
歌
い
だ
さ
れ
る
歌
は
、
基
本
的
に
三
人
称
的
と
二
人
称
的
と
に
相
亙
る

視
点
を
共
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
論
理
的
に
い
え
ば
、
人
名
を
取
り
こ

む
の
は
歌
謡
の
構
成
主
体
の
立
場
で
あ
り
、
対
詠
的
に
向
か
う
の
は
物
語
中
の

人
物
の
立
場
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
包
括
し
て
い
る
の
は
物
語
歌
謡
の
歌

い
手
の
視
点
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
物
語
歌
謡
の
方
法
は
、
い
き
な
り
考
案
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

や
は
り
そ
の
基
盤
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
独
立
歌
謡
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
例
え

　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

ば
、
冒
頭
に
呼
称
語
を
置
き
対
詠
的
に
発
想
さ
れ
る
形
式
の
歌
謡
で
あ
る
。

　
　
天
飛
む
　
軽
嬢
子
。

　
　
し
た
だ
に
も
　
寄
り
寝
て
通
れ
　
軽
嬢
子
ど
も
。
一
記
八
三
一

歌
垣
の
場
に
お
け
る
独
立
歌
謡
（
民
謡
）
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
軽

嬢
子
」
は
む
ろ
ん
普
通
名
詞
で
あ
り
、
「
寄
り
寝
て
通
れ
」
の
指
示
表
現
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
誘
い
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
普
通
名
詞
「
軽
嬢
子
」
が
物
語
歌

謡
と
し
て
は
、
「
軽
大
郎
女
」
に
重
ね
ら
れ
て
、
比
瞼
的
に
人
物
名
を
担
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
読
み
替
え
も
、
物
語
歌
の
営
為
の
形
態
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
景
物
」
を
提
示
し
て
そ
こ
に
比
瞼
的
に
人
物
を
重
ね
る
こ
と
も
、

独
立
歌
謡
に
表
わ
れ
る
方
法
で
あ
る
。

　
　
○
引
田
の
　
若
栗
栖
原

　
　
　
若
く
へ
に
　
率
寝
て
ま
し
も
の
　
老
い
に
け
る
か
も
（
記
九
三
）

　
　
○
日
下
江
の
　
入
江
の
蓮

　
　
　
花
蓮
身
の
盛
り
人
羨
し
き
ろ
か
も
一
記
九
四
一

九
三
番
歌
の
傍
線
部
は
、
景
物
の
提
示
と
し
て
客
観
的
に
歌
い
だ
さ
れ
る
。
そ

の
景
物
の
「
若
」
を
契
機
に
「
率
寝
る
」
対
象
と
し
て
の
（
か
つ
て
の
一
若
い

女
性
が
想
起
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
女
性
一
対
象
者
）
は
歌
い
手
に
と
っ
て
二
人

称
的
な
位
置
づ
け
を
付
与
さ
れ
る
。
っ
ま
り
、
景
物
が
人
物
へ
と
比
瞼
的
に
転

換
す
る
こ
と
に
応
じ
て
、
歌
い
手
の
姿
勢
も
客
観
的
な
そ
れ
か
ら
主
観
的
な
そ

れ
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

　
さ
ら
に
、
景
物
に
比
職
さ
れ
た
「
人
物
」
の
位
置
が
、
歌
い
か
け
ら
れ
る
対

象
（
二
人
称
）
に
重
な
っ
た
り
、
歌
い
手
と
し
て
の
一
人
称
に
重
な
っ
た
り
す

る
こ
と
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
○
八
田
の
　
一
本
菅
は

　
　
　
子
持
た
ず
　
立
ち
か
荒
れ
な
む
　
あ
た
ら
菅
原

　
　
　
言
を
こ
そ
　
菅
原
と
言
は
め
　
あ
た
ら
清
し
女
（
記
六
四
）

　
　
○
八
田
の
　
一
本
菅
は
　
独
り
居
り
と
も

　
　
　
大
君
し
　
よ
し
と
聞
こ
さ
ば
　
独
り
居
り
と
も
（
記
六
五
）

「
八
田
の
一
本
菅
は
」
は
い
ず
れ
も
三
人
称
的
発
想
に
よ
る
景
物
提
示
部
で
あ

る
が
、
後
半
へ
の
展
開
で
特
定
の
女
性
を
意
味
す
る
文
脈
に
転
換
さ
れ
る
と
き
、

六
四
番
で
は
二
人
称
（
「
清
し
女
」
と
等
価
）
と
な
り
、
六
五
番
で
は
一
人
称

（
「
独
り
居
り
と
も
」
と
断
一
言
す
る
ワ
レ
と
等
価
）
と
な
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
場
合
、
独
立
歌
謡
の
次
元
に
お
け
る
意
味
性
を
そ
の
ま
ま

移
行
さ
せ
、
提
示
部
の
語
に
物
語
中
の
人
物
を
比
瞼
的
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
物
語
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
「
引
田
の
若
栗
栖
原
」
「
日
下
江
の
入

江
の
蓮
」
「
八
田
の
一
本
菅
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
引
田
部
の
赤
猪
子
」
「
若
日
下

部
王
」
「
八
田
皇
女
」
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
の
は
、

独
立
歌
謡
の
付
会
・
解
釈
と
し
て
の
転
用
の
問
題
で
あ
る
。

　
普
通
名
詞
を
固
有
名
詞
と
し
て
捉
え
な
お
し
、
地
名
（
景
物
）
を
固
有
の
人

物
と
し
て
把
握
す
る
の
は
物
語
歌
謡
の
営
為
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
営
為
が
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

有
人
名
（
位
格
名
）
の
詠
み
こ
み
と
並
行
す
る
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ

れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
独
立
歌
謡
の
構
成
法
を
枠
組
み
と
し
、
そ
の
提
示
部
に
人
物
呼

称
詞
を
持
ち
こ
む
と
き
、
物
語
歌
謡
独
特
の
表
現
性
が
た
ち
表
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
固
有
名
と
人
称
的
用
法
と
の
錯
綜
す
る
関
係
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
こ
れ

ら
の
関
係
を
通
し
て
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
物
語
歌
（
狭
義
）
が
構
成
さ
れ

る
に
際
し
て
は
た
ら
く
一
種
の
伝
統
的
規
制
と
し
て
の
型
、
な
い
し
枠
組
み
の

力
の
存
在
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
歌
謡
の
構
想
に
あ
た
っ
て
発
想
を
規
制

す
る
型
の
造
型
力
が
、
人
称
的
な
揺
れ
や
視
点
の
移
動
の
不
自
然
さ
を
凌
い
で

強
力
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
歌
謡
の
主
体
で
あ
る

歌
い
手
自
ら
の
立
場
と
客
体
（
歌
う
対
象
と
し
て
の
人
物
の
立
場
）
と
を
包
括

し
超
越
す
る
視
点
を
明
確
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
が
歌
謡
物

語
の
構
成
主
体
（
述
作
者
）
の
視
点
で
も
あ
る
。

（
四
）

　
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
と
い
う
現
象
、
三
人
称
的
と
二
人
称
的
と
の

対
象
把
握
の
混
然
、
融
合
す
る
独
特
の
視
点
に
つ
い
て
、
物
語
歌
謡
の
属
性
の

問
題
と
し
て
考
え
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
称
の
転
換
と
い
う
形
で
顕
在
化
す
る
現
象
は
、
記
紀
の
歌
謡

が
そ
の
表
現
の
内
部
に
お
い
て
複
数
の
視
点
を
有
す
る
こ
と
の
、
歌
謡
本
来
の



表
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
す
で
に
品
田
悦
一
氏
が
一
連
の
論
稿
に
お

い
て
、
記
紀
の
歌
謡
が
内
在
さ
せ
る
視
点
一
表
現
主
体
）
の
動
揺
に
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

指
摘
し
、
こ
れ
を
口
諦
の
方
法
と
結
ん
で
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ア
　
天
飛
む
　
軽
嬢
子
。
　
い
た
泣
か
ば
　
人
知
り
ぬ
べ
し
。

　
　
　
波
佐
の
山
の
　
鳩
の
　
下
泣
き
に
泣
く
。
一
記
八
二
二
紀
七
一
一
一

　
イ
　
み
な
そ
そ
く
　
臣
の
嬢
子
　
ほ
だ
り
取
ら
す
も
。

　
　
　
ほ
だ
り
取
り
　
堅
く
取
ら
せ
、
下
堅
く
　
弥
堅
く
取
ら
せ
。
ほ
だ
り
取

　
　
　
ら
す
子
。
（
記
一
〇
三
）

す
な
わ
ち
、
ア
で
は
「
主
体
が
直
接
『
軽
の
嬢
子
』
を
な
だ
め
た
言
葉
」
と
し

て
発
想
さ
れ
て
い
る
前
半
が
、
後
半
で
は
「
第
三
者
的
も
の
言
い
」
へ
と
転
じ

て
い
る
こ
と
、
イ
で
は
、
は
じ
め
第
三
者
的
に
歌
い
だ
さ
れ
る
「
嬢
子
」
が
、

後
半
で
は
一
転
し
て
「
『
取
ら
せ
』
と
い
っ
た
行
動
指
示
の
相
手
と
し
て
現
わ

　
　
　
　
　
　
　
◎

れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
現
象
は
、
晶
田
氏
が
「
対
話
的
姿
勢

と
非
対
話
的
姿
勢
」
と
の
使
い
分
け
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
表
現
の
視
点
か
ら

す
れ
ば
、
表
現
対
象
た
る
歌
謡
中
の
人
物
が
、
ア
の
例
で
は
「
非
対
話
的
姿

勢
」
か
ら
「
対
話
的
姿
勢
」
へ
と
転
換
し
、
イ
の
例
で
は
「
対
話
的
姿
勢
」
か

ら
「
非
対
話
的
的
姿
勢
」
へ
と
転
換
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
晶
田
氏
が
こ
こ
に
お
い
て
、
対
話
性
と
非
対
話
性
と
の
交
錯
、
転
換
が
自
在

に
可
能
で
あ
る
「
や
ま
と
歌
の
本
来
の
造
型
」
の
「
水
準
」
に
つ
い
て
指
摘
さ

れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
。
非
対
話
的
姿
勢
と

　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

は
対
象
と
し
て
の
人
物
を
三
人
称
的
、
客
観
的
に
扱
う
視
点
で
あ
り
、
対
話
的

姿
勢
と
は
対
象
と
し
て
の
人
物
を
二
人
称
的
に
扱
う
視
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

歌
謡
中
に
お
け
る
対
象
と
し
て
の
人
物
は
、
三
人
称
者
（
彼
）
と
し
て
も
二
人

称
者
（
汝
一
と
し
て
も
扱
わ
れ
、
そ
の
両
者
が
一
首
の
歌
の
中
で
転
換
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
例
は
、
人
称
転
換
と
い
う
こ
と
で
は
、
対

象
者
が
三
人
称
者
（
彼
一
と
し
て
も
一
人
称
者
（
我
１
１
当
事
者
）
と
し
て
も
扱

わ
れ
る
場
合
と
同
一
で
あ
る
。
対
象
者
が
三
人
称
的
に
も
二
人
称
的
に
も
扱
わ

れ
る
よ
う
な
人
称
転
換
の
事
例
は
、
数
多
く
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
一
品

田
氏
は
他
に
紀
三
番
歌
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
一
、
固
有
位
格
名
を
含
ん
で
対
詠

的
に
歌
わ
れ
る
記
紀
物
語
歌
の
人
称
的
融
通
性
は
、
こ
れ
と
同
様
の
視
点
が
も

た
ら
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

　
こ
こ
に
、
三
人
称
と
一
人
称
と
の
転
換
を
基
本
と
し
つ
つ
、
同
時
に
三
人
称

と
二
人
称
と
の
転
換
を
内
在
す
る
歌
謡
が
あ
る
。

　
　
Ａ
　
　
　
大
和
の
　
小
武
羅
の
岳
に

　
　
　
　
　
　
獣
伏
す
と
　
誰
か
こ
の
事
　
大
前
に
申
す
。

　
　
　
　
　
　
【
一
本
『
大
前
に
申
す
』
と
い
ふ
を
以
て
『
大
君
に
申
す
』
と

　
　
　
　
　
　
い
ふ
に
易
へ
た
り
】

Ｂ
－
１

大
君
は

玉
纏
の

【
一
本

そ
こ
を
聞
か
し
て

呉
床
に
立
た
し

『
立
た
し
』
と
い
ふ
を
以
て
、

『
い
ま
し
』

七

と
い
ふ
に
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易
へ
た
り
】

　
倭
文
纏
の
　
呉
床
に
立
た
し

　
　
Ｃ
Ｉ
１
　
獣
待
つ
と
　
我
が
い
ま
せ
ば

　
　
　
　
　
　
さ
猪
待
つ
と
　
我
が
立
た
せ
ば

　
　
　
　
　
　
手
腓
に
　
虻
懸
き
着
き
。

　
　
Ｂ
ｌ
２
　
そ
の
虻
を
　
蜻
蛉
早
食
ひ

　
　
　
　
　
　
這
ふ
虫
も
　
大
君
に
奉
ら
ふ
。

　
　
Ｃ
－
２
　
汝
が
形
は
　
置
か
む
　
蜻
蛉
島
大
和
。
（
紀
七
五
）

　
　
　
　
　
　
【
一
本
『
這
ふ
虫
も
』
と
い
ふ
よ
り
以
下
を
以
て
、
『
か
く
の

　
　
　
　
　
　
ご
と
、
名
に
負
は
む
と
、
そ
ら
み
つ
、
大
和
の
国
を
、
蜻
蛉
島

　
　
　
　
　
　
と
い
ふ
』
と
い
ふ
に
易
へ
た
り
】

　
歌
い
手
の
視
点
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
動
は
、
こ
の
歌
謡
が
「
語
り
歌
」
と
で

も
い
う
べ
き
律
調
を
持
ち
、
歌
謡
中
の
複
数
の
行
為
主
体
が
錯
綜
し
て
表
わ
れ

る
こ
と
に
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
叙
述
の
位
相
は
、
「
天
皇
に
関
し
て
、
『
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

前
』
『
大
君
』
『
わ
が
』
と
い
う
三
様
の
表
現
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
で
示
し
た
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
き
く
い
え

ば
、
ま
ず
Ａ
と
Ｂ
・
Ｃ
以
下
と
で
は
叙
述
の
方
向
性
を
異
に
す
る
。
Ａ
は
小
武

羅
の
岳
に
獣
が
伏
す
こ
と
を
「
（
誰
か
が
）
大
君
に
」
申
し
上
げ
た
と
い
い
、

Ｂ
以
下
で
は
、
そ
れ
を
聞
い
た
大
君
の
側
か
ら
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
大

君
」
の
扱
い
が
Ｂ
で
は
三
人
称
、
Ｃ
で
は
一
人
称
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

述
の
方
向
の
転
換
が
あ
る
。
天
皇
に
関
す
る
三
種
の
表
現
は
、
こ
の
叙
述
の
三

相
と
も
見
あ
う
の
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
演
劇
性
の
立
場
か
ら
の
解
釈
も
な
さ

　
　
＠

れ
る
が
、
見
て
き
た
よ
う
な
視
点
の
転
換
と
い
う
読
み
か
ら
理
解
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
Ｂ
Ｉ
１
で
は
「
大
君
」
を
三
人
称
的
に
捉
え
る
視
点
に
立
ち
、
Ｃ
Ｉ

１
で
は
「
大
君
１
１
我
」
の
一
人
称
的
視
点
に
転
換
す
る
。
さ
ら
に
Ｂ
－
２
で
は

再
び
「
大
君
」
を
三
人
称
的
に
把
握
す
る
視
点
に
戻
り
、
叙
述
を
総
括
す
る
Ｃ

１
２
で
は
、
そ
れ
ま
で
三
人
称
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
蜻
蛉
を
二
人
称
的
に
把

握
（
「
汝
が
形
は
置
か
む
」
）
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
、
蜻
蛉
が
虻
を
喰
っ
た

こ
と
の
功
績
を
称
え
て
、
国
号
「
蜻
蛉
島
」
の
起
源
に
い
い
及
ぶ
叙
事
の
進
行

は
、
時
に
「
大
君
」
の
側
に
密
着
し
て
、
時
に
蜻
蛉
の
側
に
密
着
し
て
展
開
さ

れ
る
。
そ
の
際
、
「
蜻
蛉
」
や
「
大
君
」
を
三
人
称
的
に
捉
え
る
Ｂ
Ｉ
２
か
ら

「
蜻
蛉
」
を
対
詠
的
に
捉
え
る
Ｃ
－
２
へ
の
移
行
に
も
、
三
人
称
か
ら
二
人
称

へ
の
転
換
が
内
在
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
Ｂ
－
２
（
「
そ
の
虻
を
蜻
蛉
早
食
ひ

這
ふ
虫
も
大
君
に
奉
ら
ふ
」
）
か
ら
ｃ
１
２
（
「
汝
が
形
は
置
か
む
　
蜻
蛉
島
大

和
」
）
へ
の
部
分
に
お
い
て
、
蜻
蛉
へ
の
姿
勢
が
三
人
称
的
把
握
か
ら
二
人
称

的
把
握
へ
と
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
口
謂
性
に
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、
歌
謡
の
叙
事
が
物
語
的
に
展

開
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
対
象
の
把
握
の
視
点
が
自
在
に
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。



　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歌
謡
が
口
諦
の
方
法
と
し
て
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
こ

と
を
推
定
さ
せ
る
の
は
、
歌
謡
中
に
示
さ
れ
る
三
箇
所
の
異
伝
一
「
一
本
」
一
注

記
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
呉
床
に
い
ま
し
」
と
「
か
く
の
ご
と
－
」
は
『
記
』

九
七
番
歌
の
表
現
に
等
し
い
が
一
記
・
「
蜻
蛉
島
と
ふ
」
が
紀
一
本
「
蜻
蛉
島

と
い
ふ
」
の
違
い
の
み
一
、
前
半
の
「
大
君
に
申
す
」
は
記
紀
い
ず
れ
の
表
現

と
も
異
な
る
。
こ
こ
に
、
「
異
伝
を
生
じ
る
ま
で
に
広
く
伝
承
さ
れ
、
か
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｅ

そ
れ
を
記
録
し
た
本
が
」
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な

く
と
も
、
文
字
化
さ
れ
た
も
の
の
複
数
間
の
異
同
の
み
を
見
る
こ
と
は
不
自
然

で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
歌
謡
が
「
五
三
七
」
詞
形
（
汝
が
形
は
置

か
む
　
蜻
蛉
島
大
和
）
の
終
止
形
式
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な

る
。
初
期
万
葉
に
も
つ
な
が
る
こ
の
終
止
詞
形
は
、
口
諦
の
方
法
と
と
も
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重

る
歌
の
構
成
・
述
作
の
指
標
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
謡
に
つ
い
て
は
、
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
の
問
題
も
絡
む
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
表
わ
れ
る
視
点
の
交
替
の
自
在
性
は
「
口
諦
的

構
想
力
」
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
宮
廷
社
会
の
歌
い
手
（
語
り
手
）
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
の
反
映
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
五
）

物
語
歌
の
方
法
に
は
、
短
歌
の
問
答
や
連
作
の
形
式
に
よ
っ
て
構
成
す
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
人
称
転
換
と
人
名
の
取
り
こ
み
が
方

　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

法
的
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
し
て
、
あ
え
て
記
紀
以
外
の
事
例
を
掲

、
ず
よ
う
。

　
　
１
１
¢
　
水
の
江
の
浦
島
の
子
が
玉
厘
開
け
ず
あ
り
せ
ば
ま
た
も
会
は
ま

　
　
　
　
　
　
し
を
（
風
土
記
一
五
、
後
の
時
の
人
）

　
　
　
１
　
常
世
辺
に
雲
立
ち
渡
る
玉
厘
は
っ
か
に
開
け
し
我
ぞ
悲
し
き

　
　
　
　
　
　
（
風
土
記
ニ
ハ
、
同
一

　
　
２
－
¢
打
麻
を
麻
続
の
王
海
人
な
れ
や
伊
良
虞
の
嶋
の
玉
藻
刈
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
（
万
葉
１
・
二
三
、
「
（
あ
る
）
人
」
）

　
　
　
－
　
空
蝉
の
命
を
惜
し
み
波
に
濡
れ
伊
良
虞
の
嶋
の
玉
藻
刈
り
食
む

　
　
　
　
　
　
（
同
・
二
四
、
麻
続
王
）

　
『
風
土
記
』
の
浦
島
伝
承
に
付
随
す
る
（
１
）
は
時
人
を
歌
い
手
と
し
つ
つ
、

前
歌
が
人
物
名
「
浦
島
の
子
」
を
三
人
称
に
提
示
し
て
歌
い
、
後
の
歌
は
一
人

称
「
我
」
の
立
場
で
歌
い
継
が
れ
る
。
同
じ
「
時
人
」
の
立
場
か
ら
、
短
歌
二

首
の
連
作
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
前
歌
か
ら
後
歌
へ

の
転
換
に
は
、
長
歌
に
お
け
る
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
に
対
応
す
る
関

係
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
一
方
『
万
葉
集
』
の
（
２
）
は
、
「
（
時
の
）
人
」
と
当
事
者
と
の
問
答
に
よ

り
っ
つ
、
前
歌
が
人
物
名
「
麻
続
王
」
を
二
人
称
的
（
対
詠
的
）
に
歌
い
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
歌
は
当
事
者
た
る
麻
続
王
の
立
場
か
ら
応
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
問
答
唱
和
の

枠
組
み
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
物
語
歌
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
前
歌
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

人
称
的
発
想
も
、
後
歌
の
一
人
称
的
発
想
も
、
と
も
に
歌
い
手
の
内
な
る
視
点

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
首
の
歌
中
に
お
け
る
人
称
の
転
換
と
複
数
歌
問
に
お
け
る
そ
れ
と
を
同
一

視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
単
一
の
歌
い
手
の

視
点
が
二
様
の
表
わ
れ
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
基
本
的
に

は
同
じ
現
象
と
把
握
さ
れ
て
よ
い
。
む
し
ろ
、
一
首
の
歌
に
お
い
て
表
わ
れ
る

人
称
転
換
の
現
象
が
複
数
歌
の
構
成
に
お
い
て
も
分
化
し
て
表
わ
れ
て
い
る
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
二
組
は
、
「
連
作
」
的
に
仕
組
ま
れ
る
の
と
問
答
的
に
仕
組
ま
れ
る
の

と
の
差
異
は
あ
れ
、
と
も
に
複
数
歌
の
配
列
に
よ
る
物
語
歌
の
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
、
説
明
文
を
伴
っ
て
編
集
さ
れ
る
と
き
、
い
わ
ば
歌
い
手
は
い
か
よ

う
に
も
設
定
さ
れ
う
る
。
ち
な
み
に
、
浦
島
の
歌
の
場
合
に
は
、
浦
島
子
と
乙

女
と
の
問
答
が
こ
れ
以
前
に
三
首
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
首
目
で
は

　
　
　
常
世
辺
に
雲
立
ち
渡
る
水
の
江
の
浦
島
の
子
が
言
持
ち
渡
る
（
風
土
記

　
　
　
一
二
、
浦
島
）

と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
浦
島
の
子
」
は
一
人
称
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
『
風

土
記
』
の
歌
は
よ
り
整
合
さ
れ
た
短
歌
形
式
に
よ
る
点
で
、
記
紀
歌
謡
と
の
質

　
　
　
　
　
　
　
＠

的
な
違
い
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
物
語
歌
の
方
法
と
い
う
側
面
か
ら
は
、
全
く

同
質
の
あ
り
よ
う
を
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
人
称
と
一
人
称
と
の
転
換
に
せ
よ
、
三
人
称
と
二
人
称
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

の
転
換
、
融
合
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
意
味
で
人
称
転
換
を
含
む
歌
謡
に
つ
い
て

見
る
と
、
こ
れ
ら
を
貫
き
根
底
で
支
え
る
も
の
は
、
全
人
称
を
包
括
的
に
共
有

す
る
「
物
語
る
視
点
」
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
基
盤

に
は
、
宮
廷
的
世
界
に
お
け
る
伝
承
者
の
存
在
が
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
歌
い
手
（
語
り
部
）
に
よ
っ
て
伝
承
・
管
掌
さ
れ
る
宮
廷

的
歌
謡
に
お
い
て
は
、
人
称
転
換
を
含
み
も
つ
歌
が
、
む
し
ろ
一
つ
の
方
法
と

し
て
あ
り
え
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。
複
数
の
視
点
を
共
有
し
、
全
人

称
を
包
括
す
る
視
点
を
持
つ
歌
い
手
こ
そ
が
、
口
諦
の
歌
謡
が
潜
在
的
に
抱
え

る
人
称
交
替
の
自
在
性
を
積
極
的
に
押
し
だ
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
歌
が
自
立
し
、
歌
い
手
（
作
者
）
の
位
置
が
明
確
化
す

る
段
階
と
な
れ
ば
、
当
然
超
克
さ
れ
る
べ
き
方
法
で
あ
る
が
、
事
件
・
伝
説
と

と
も
に
形
成
さ
れ
る
歌
の
一
面
と
し
て
、
万
葉
歌
に
お
い
て
も
な
お
有
効
性
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
六
）

　
前
稿
小
論
（
注
１
の
ｂ
稿
）
に
お
い
て
は
、
歌
謡
が
位
格
名
を
持
ち
こ
む
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
人
称
関
係
の
齪
鯖
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
二
人
称
的
（
対
詠

的
）
視
点
と
三
人
称
的
視
点
と
を
共
有
す
る
「
包
括
的
な
視
点
」
に
基
づ
く
の

で
あ
り
、
物
語
歌
謡
の
方
法
と
し
て
「
物
語
る
視
点
」
と
結
合
さ
せ
う
る
で
あ

ろ
う
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
品
田
論
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
現



象
が
歌
い
手
の
視
点
の
不
統
一
（
「
交
替
」
や
「
動
揺
」
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
三
人
称
と
一
人
称
と
の
転
換
に
共
通
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
従
来
、
歌
謡
に
お
け
る
人
称
の
転
換
と
い
う
場
合
、
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ

の
転
換
の
ケ
ー
ス
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
上
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
照
ら
し
て
、
歌
謡
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
対
象

者
を
三
人
称
的
に
も
二
人
称
的
に
も
把
握
す
る
独
特
の
視
点
も
ま
た
、
人
称
転

換
を
支
え
る
視
点
に
準
じ
て
措
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
品
田
論
の
指
摘

を
展
開
さ
せ
て
い
え
ば
、
口
諦
的
歌
謡
が
本
来
的
に
内
在
さ
せ
る
そ
の
よ
う
な

話
者
（
歌
い
手
）
の
視
点
の
交
替
の
自
在
性
を
受
け
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
積
極

的
、
自
覚
的
に
方
法
と
し
て
展
開
さ
せ
た
の
が
、
人
物
名
を
詠
み
こ
む
物
語
歌

謡
の
実
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
き
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

な
視
点
な
い
し
主
体
の
交
替
の
自
在
性
に
つ
い
て
、
「
書
く
」
こ
と
を
も
っ
て

最
終
的
に
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
記
紀
の
構
成
者
が
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
は
、
と

う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
記
紀

の
歌
謡
が
ひ
と
し
な
み
に
口
諦
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に

直
緒
す
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
即
断
で
き
な
い
。
物
語
歌
謡
の
営
為
が
さ
ら
に

問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

注
¢
　
拙
稿
、
ａ
「
物
語
に
お
け
る
歌
謡
の
位
相
」
一
古
事
記
研
究
大
系
９
『
古
事
記
の

　
歌
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
）
、
ｂ
「
万
葉
歌
に
お
け
る
人
名
表
現
の
傾
向
」

　
一
『
万
葉
集
研
究
　
第
二
十
集
』
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）

　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
土
橋
寛
氏
が
神
の
自
叙
の
言
葉
と
み
る
折
口
信
夫
説

　
一
「
国
文
学
の
発
生
・
第
一
稿
」
全
集
一
巻
一
を
は
じ
め
と
し
て
、
神
の
言
葉
一
託

　
宣
）
の
特
徴
と
す
る
説
（
金
田
二
只
助
『
ユ
ー
カ
ラ
概
説
』
一
な
ど
を
批
判
し
て
総

　
括
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
一
『
古
代
歌
謡
論
』
第
七
章
、
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
。

　
そ
の
後
こ
れ
ら
の
修
正
説
や
、
演
劇
歌
謡
の
特
徴
と
す
る
説
（
山
路
平
四
郎
『
記
紀

　
歌
謡
評
釈
』
一
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
土
橋
説
に
よ
っ
て
よ
い
と
考
え

　
る
。

　
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
上
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）
五

　
五
頁

　
　
土
橋
・
注
２
の
前
掲
書

　
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
』
一
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
一
三
四

　
五
頁

＠
　
記
四
二
番
に
も
人
称
転
換
が
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
前
半
の
主
語
に
つ
い
て
は
諸

　
説
が
あ
っ
て
定
ま
っ
て
い
な
い
。

¢
　
拙
稿
「
語
り
の
担
い
手
」
一
講
座
日
本
の
古
代
信
仰
第
四
巻
『
呪
祷
と
文
学
』
学

　
生
社
、
一
九
七
九
年
一

＠
　
最
近
、
青
木
周
平
氏
は
「
履
中
記
に
お
け
る
歌
の
機
能
」
（
古
事
記
研
究
大
系
９

　
『
古
事
記
の
歌
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
お
い
て
、
表
記
の
形
態
か
ら
こ
の

　
特
徴
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
傾
向
を
も
つ
も
の
は
、
「
や
つ
め
さ
す
出
雲
建
が
侃
け
る
太
刀
」
（
記
二
三
）

　
の
よ
う
に
「
人
名
十
連
体
修
飾
格
十
佳
言
」
の
形
を
と
る
も
の
を
入
れ
れ
ば
さ
ら
に

　
増
え
る
。

記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書
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記
紀
の
物
語
歌
に
関
す
る
覚
書

　
品
田
悦
一
、
ａ
「
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
獲
得
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平

成
三
年
五
月
号
）
。
ｂ
「
柿
本
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
に
お
け
る
叙
述
の
位
相
」
（
『
万

葉
』
一
四
九
号
、
一
九
九
四
年
二
月
）

　
品
田
・
注
１
０
の
前
掲
論
ｂ

　
坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
『
日
本
書
紀
　
上
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

　
例
え
ば
注
１
２
の
前
掲
書
に
、
「
最
初
に
一
人
が
登
場
し
て
、
シ
シ
の
い
る
こ
と
を

誰
が
告
げ
る
だ
ろ
う
か
と
歌
う
。
次
に
地
謡
の
者
が
、
天
皇
の
行
為
を
描
写
す
る
。

次
に
天
皇
が
自
身
で
歌
う
」
と
す
る
よ
う
な
理
解
で
あ
る
。

　
大
久
保
正
『
全
訳
注
　
日
本
書
紀
歌
謡
』
（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）
二
一
四
頁

　
拙
稿
「
五
三
七
結
解
型
長
歌
の
形
成
」
（
『
日
本
古
代
論
集
』
笠
間
書
院
、
一
九
八

○
年
）

　
麻
続
王
二
四
番
歌
は
、
第
五
句
「
苅
食
」
を
カ
リ
ヲ
ス
と
訓
む
説
に
よ
れ
ば
、
第

三
者
に
よ
る
当
事
者
的
詠
で
あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
明
確
と
な
る
。

　
記
紀
を
比
べ
た
と
き
の
『
紀
』
に
お
け
る
際
立
つ
特
徴
は
、
人
名
を
詠
み
こ
み
か

つ
整
備
さ
れ
た
短
歌
形
式
の
歌
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
歌
謡
観
の
差
異
で
も

あ
る
が
、
人
名
を
含
む
物
語
歌
の
位
相
を
示
す
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

二
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