
と
題
す
る
歌
群
の
中

か
ら
の
作
で
あ
り
、

嬢
を
残
し
て
恭
仁
京

り
難
解
歌
と
さ
れ
て

な
い
「
村
戸
」
と
い

い
「
練
」
や
「
諸
弟

解
明
さ
れ
て
い
な
い

一

事
不
問

木
尚

言
問
は
ぬ

木

れ
け
り

右
の
歌
は
、「
大
伴

「
言

の
一
首
で
あ
る
。
天
平
十
三
年
恭
仁
京

当
時
内
舎
人
で
あ
っ
た
大
伴
家
持
が
、

に
勤
務
し
て
い
た
折
の
作
で
あ
る
。
こ

き
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
一
首
中
に
集
中

う
い
わ
ゆ
る
孤
語
や
、
集
中
こ
の
歌
群

」
と
い
っ
た
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
。

味
狭
藍

諸
弟
等
之

練
乃
村
戸
二

す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ

諸
弟
ら
が

練
り
の

宿
祢
家
持
、
久
邇
京
よ
り
坂
上
大
嬢

問
は
ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ

に
都
が
移
さ
れ
て

平
城
京
に
坂
上
大

の
歌
は
、
従
来
よ

こ
こ
し
か
例
を
見

に
し
か
例
を
見
な

そ
の
語
義
が
十
分

大
限
に
発
揮

は
ム
ラ
ト
と

味
で
あ
る
と

か
つ
て
、

｜
歌
と
人
名

つ
ぶ
さ
に
検

漢
籍
に
見
え

所
詐
来

む
ら
と
に

欺
か

（
４
・
七
七
三
）

に
贈
る
歌
五
首
」

こ
れ
ら
の

第
八
七
号
）

で
あ
り
、
家

た
、「
練
」
は

「
百
練
」
な
ど

も
の
と
し
て

ゐ
」
再
考

し
う
る
よ
う
に
造
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

訓
み
、「
一
群
の
重
大
発
言
」
と
い
う

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
橋
本
論
の
驥
尾
に
付
し
て
、「『
諸

｜
」
な
る
小
論
に
お
い
て
、
万
葉
歌
中

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
使
い
の
ご
と

る
普
通
名
詞
と
し
て
の
「
諸
弟
」（
同

語
に
つ
い
て
は
、
橋
本
四
郎
氏
に
「
ね

と
い
う
論
文
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「

持
と
大
嬢
の
間
を
つ
な
ぐ
間
使
い
で
あ

古
く
中
国
で
太
刀
や
鏡
な
ど
の
賛
辞

の
「
練
」
が
日
本
語
化
し
て
ネ
リ
と

「
念
入
り
に
手
を
加
え
て
、
そ
の
も
の

坂

本

の
意
」
と
し
、「
村
戸
」

の
が
、
そ
の
辞
書
的
な
意

弟
ら
が
練
の
村
戸
』
試
案

に
詠
み
込
ま
れ
た
人
名
を

き
者
の
人
名
で
は
な
く
、

宗
の
弟
）
と
考
え
る
べ
き

り
の
む
ら
と
」（『
万
葉
』

諸
弟
」
は
「
当
時
の
人
名

ろ
う
」
と
推
論
さ
れ
、
ま

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

い
う
和
訓
と
結
び
つ
い
た

の
果
た
す
べ
き
機
能
を
最

二
八

信

幸



「
言
問
は

河
」
と
い
う
名
が
あ

で
な
く
ヤ
ス
で
あ
る

る
。
ナ
ガ
ト
シ
や
キ

語
構
成
は
、
翻
読
か

人
」
と
い
う
名
が
、

の
か
、「
諸
弟
」
の
翻

い
ず
れ
に
せ
よ
、
我

と
い
っ
て
い
た
と
考

田
陽
春
」
の
名
が
あ

い
う
名
が
、「
百
代
」

と
い
う
語
が
あ
り
、

り
、「
椎
野
長
年
」
と

る
立
場
で
あ
る
間
使

り
え
な
い
こ
と
で
あ

論
文
に
引
く
、「
石
上

条
）
の
「
諸
弟
」
と

の
で
あ
る
。

「
諸
弟
」
な
る
語
は

も
通
常
に
用
い
ら
れ

こ
と
を
論
じ
た
こ
と

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

る
の
と
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
サ
ダ

の
は
、
漢
語
自
体
を
名
正
音
に
よ
り
名

ヨ
カ
ハ
の
よ
う
に
、
ナ
ガ
キ
ト
シ
、
キ

ら
来
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ

「
諸
人
」
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

読
語
で
あ
る
の
か
、
お
そ
ら
く
は
後

が
国
に
お
い
て
一
族
中
で
自
分
よ
り
年

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
陽
春
」
と
い

り
、「
千
文
」
と
い
う
語
が
あ
り
、「
大

の
語
が
あ
り
、「
大
伴
百
代
」
と
い

「
車
持
千
年
」
と
い
う
名
が
、「
長
年

い
う
名
が
、「
清
河
」
と
い
う
語
が

い
が
、
口
八
丁
に
家
持
を
欺
く
と
い
う

り
、「
橘
諸
兄
」
な
ど
の
「
諸
兄
」
と

部
君
諸
弟
」（
続
日
本
紀
、
天
平
勝

い
う
名
自
体
が
、
普
通
名
詞
を
名
と
し

、『
漢
書
』
や
『
後
漢
書
』・『
魏
書
』

る
語
で
あ
る
。
モ
ロ
ト
と
い
う
和
語
が

が
あ
っ
た
。
橋
本
説
の
よ
う
に
、
大
嬢

ノ
ヤ
ス
が
ヒ
ハ
ル

と
し
た
も
の
で
あ

ヨ
キ
カ
ハ
で
な
い

う
。「
若
麻
続
部
諸

な
い
。
そ
れ
を
、

術
を
研
む

○
是
以
綴
字

須
ら
く
練

な
ど
の
漢
語

こ
れ
ら
に

者
で
あ
ろ
う
が
、

少
の
者
を
モ
ロ
ト

う
語
が
あ
り
、「
麻

舎
人
部
千
文
」
と

う
名
が
、「
千
年
」

」
と
い
う
語
が
あ

あ
り
、「
藤
原
清

は
練
。）

○
若
骨
采
未

亦
多
（
若

新
作
を
馳

○
凡
精
慮
造

造
る
に
、

よ
う
な
こ
と
は
あ

い
う
名
や
、
橋
本

宝
元
年
五
月
戊
寅

た
も
の
と
考
え
た

・『
晋
書
』
な
ど
に

も
と
も
と
あ
っ
た

反
映
さ
せ
な

い
る
こ
と
は

さ
ら
に
、

百
千
度

に
も
見
え
る

○
管
晏
屬
篇

の
思
い
を
伝
達
す

万
葉
集
中
の

る
莫
し
。）

『
文

屬
篇

必
須
練
擇
（
是
を
以
て
字
を
綴

択
す
べ
し
）

『
文

表
現
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し

つ
い
て
は
、
今
日
で
も
自
説
で
よ
い
と

『
文

圓

風
辭
未
練

而
跨
略
舊
規

馳

し
骨
采
未
だ
円
な
ら
ず

風
辞
未
だ
練

す
れ
ば
、
巧
意
を
獲
と
雖
も
、
危
敗

『
文

文

各
競
新
麗

多
欲
練
辭

莫
肯
研

各
お
の
新
麗
を
競
ふ
。
多
く
辞
を
練
ら

い
よ
う
な
間
使
い
と
す
る
解
釈
が
、
今

、
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

恋
ふ
と
言
ふ
と
も

諸
弟
ら
が

練

「
練
り
の
こ
と
ば
」
が
、

事
覈
而
言
練
（
管
・
晏
の
篇
を
属
す

人
名
詠
出
の
通
例
に
外
れ
て
、
し
か
も

二
九

心
雕
龍
』
第
四
四
「
総
術
」

り
篇
を
属
す
る
は
、
必
ず

心
雕
龍
』
第
三
九
「
練
字
」

た
。

考
え
て
い
る
。

心
雕
龍
』
第
一
七
「
諸
子
」

新
作

雖
獲
巧
意

危
敗

ら
ず
し
て
旧
規
を
跨
略
し
、

も
亦
た
多
し
。）

心
雕
龍
』
第
二
八
「
風
骨
」

術
（
凡
そ
精
慮
も
て
文
を

む
と
欲
す
れ
ど
も
、
肯
て

日
に
お
い
て
も
通
用
し
て

之
言
羽

我
は
頼
ま
じ

（
４
・
七
七
四
）

る
は
、
事
は
覈
に
し
て
言

主
人
の
こ
と
ば
を
忠
実
に



二

と
こ
ろ
で
、
前
稿

の
重
大
発
言
」
と
す

『
類
聚
名
義
抄
』
な
ど

ラ
ド
の
施
訓
の
見
え

の
で
あ
っ
た
が
、
こ

賦
）
の
「
陸
士
衡
」

新
聲
妙
句
」（
華
は
天

は
妙
な
り
）
と
讃
め

よ
う
に
、
敢
え
て
、

練
」
な
ど
の
「
練
」

と
い
う
表
現
は
、『
文

表
現
で
あ
っ
た
と
い

「
言
問
は

『
文
心
雕
龍
』
の
篇

ル
」
と
い
う
表
現
は

と
考
え
ら
れ
る
。『
文

精

深
乎
風
者

述

し
く
、
風
に
深
き
者

練
る
者
」
も
、
文
辞

で
は
、
七
七
三
歌
の
難
解
語
ム
ラ
ト

る
橋
本
説
が
退
け
た
、『
新
訳
華
厳
経

の
平
安
朝
以
降
の
い
く
つ
か
の
辞
書

る
、「
腎
」
の
義
と
し
て
解
す
る
可
能

れ
は
訂
正
す
べ
き
と
考
え
る
。
と
い

に
か
か
わ
る
李
善
注
に
「
華
呈
天
才

才
綺
練
を
呈
し
、
当
時
独
絶
、
声
は

た
の
も
、
文
辞
練
達
の
表
現
と
考
え
ら

太
刀
や
鏡
な
ど
の
賛
辞
と
し
て
用
い

の
日
本
語
化
と
解
す
る
ま
で
も
な
く
、

心
雕
龍
』
な
ど
の
漢
籍
の
受
容
か
ら

え
る
。

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

名
「
練
字
」
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

、
漢
籍
を
享
受
す
る
者
に
と
っ
て
普
通

心
雕
龍
』
第
二
八
、
風
骨
の
「
故
練

情
必
顯
（
故
に
骨
を
練
る
者
は
、
辞
を

は
、
情
を
述
ぶ
る
こ
と
必
ず
顕
か
な
り

に
熟
練
し
た
者
の
い
い
で
あ
り
、『
文

に
つ
い
て
、「
一
群

音
義
私
記
』
以
下
、

や
音
義
の
類
に
ム

性
を
残
し
置
い
た

う
の
は
、「
練
り
の

「
欺
凌
軽
也
」

喜
一
郎
氏
の

鬢
」
の
「
欺

軽
蔑
す
る
意

『
遊
仙
窟
』

忍
欺
」
と
い

也
」
と
注
さ

綺
練

當
時
獨
絶

新
た
に
し
て
、
句

れ
る
。
橋
本
説
の

ら
れ
て
い
た
「
百

「
練
リ
ノ
コ
ト
バ
」

普
通
に
用
い
得
る

の
一
例
を
見

（『
上
代
日
本

塙
書
房
、
昭

松
桂
、
欺
我

カ
ズ
は
「
よ

そ
れ
に
従
う

疑
う
』「
あ
ざ

に
、「
言
」
を
「
練

の
表
現
で
あ
っ
た

於
骨
者

析
辭
必

析
つ
こ
と
必
ず
精

）
と
あ
る
「
骨
を

選
』（
第
一
七
、
文

村
戸
」
と
い

ば
れ
て
い
る

と
し
て
、「
腎

う
語
の
集
中

布
施
置

し
め

に
よ
り
、
漢
字
「
欺
」
に
古
く
軽
蔑

指
摘
し
た
の
を
受
け
て
、『
遊
仙
窟
』

」
を
、
軽
蔑
し
嘲
笑
す
る
意
と
し
て
と

と
し
て
、「（
子
供
だ
と
）
軽
蔑
し
な
い

に
は
、
碁
局
の
道
筋
で
は
あ
る
が
、

う
表
現
も
見
え
、
金
剛
寺
本
『
遊
仙

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
は

る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
ア
ザ

文
学
と
中
国
文
学（
中
）』
第
五
篇
第
六

）
が
『
文
選
』（
四
三
巻
）
孔
徳
璋

雲
壑
」（
寛
文
版
文
選
「
誘
謂
引
誘

か
ら
ぬ
方
へ
誘
は
な
い
で
」
の
意
に
解

も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
吉
永

む
く
」、
創
元
社
、
昭

）
は
、『
一

う
こ
と
ば
は
、「
あ
ざ
む
か
れ
け
り
」

の
で
あ
っ
て
、
ア
ザ
ム
ク
と
い
う
動
詞

」
は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
る
か
ら

例
は
、
他
に
は

き
て
我
は
乞
ひ

む

阿
射
無
加
受

す
る
意
味
が
あ
る
と
神
田

の
「
鬢
欺
蝉
鬢
非

成

ら
え
、
こ
の
ア
ザ
ム
ク
も

で
」
と
解
す
る
。

「
向
来
知
道
径
、
生
平
不

窟
』
な
ど
に
も
「
欺

軽

、
吉
永
説
で
い
い
と
思
え

ム
ク
は
、
小
島
憲
之
氏

章
「
山
上
憶
良
の
述
作
」、

「
北
山
移
文
」
の
「
誘
我

」）
を
引
い
て
、
ア
ザ
ム

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

登
氏
（『
万
葉

通
説
を

切
経
音
義
』
に
見
え
る

三
〇

と
い
う
述
語
に
よ
っ
て
結

に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
語

で
あ
る
。
ア
ザ
ム
ク
と
い

直
に
率
行
き
て
天
道
知
ら

（
５
・
九
〇
六
）



「
言
問
は

２

景
行
天
皇
条
（

即
ち
、
出
雲
国

り
て
即
ち
友
を
結

御
佩
と
為
て
、
共

上
り
、
出
雲
建
が

○
古
事
記
「
詐
」
の

１

景
行
天
皇
条
（

是
に
、
天
皇
、

の
二
嬢
子
、
其
の

遣
し
て
、
喚
し
上

勿
く
し
て
、
即
ち

詐
り
て
其
の
嬢
女

べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
七
三
歌
原
文
に

駕
反

ア
サ
ム
ク

に
、
ア
ザ
ム
ク
と
訓

当
該
の
一
例
を
見
る

「
詐
」
の
使
用
例
を
検

読
は
新
編
全
集
に
拠

る
が
、
い
ず
れ
に
せ

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

倭
建
命
が
詐
刀
で
出
雲
建
を
殺
す

に
入
り
坐
し
き
。
其
の
出
雲
建
を
殺
さ

び
き
。
故
、
窃
か
に
赤
梼
を
以
て
詐

に
肥
河
に
沐
み
き
。
爾
く
し
て
、
倭
建

解
き
置
け
る
横
刀
を
取
り
佩
き
て
、

例
（
傍
点
坂
本
）

大
碓
命
が
天
皇
を
詐
く
）

三
野
国
造
が
祖
、
大
根
王
の
女
、
名
は

容
姿
麗
美
し
と
聞
し
看
し
定
め
て
、
其

げ
き
。
故
、
其
の
遣
さ
え
し
大
碓
命
、

、
己
自
ら
其
の
嬢
子
に
婚
ひ
て
、
更
に

と
名
け
て
、
貢
上
り
き
。

見
え
る
「
詐
」
の
字
は
、『
類
聚
名
義

イ
ツ
ハ
ル

ワ
サ

ヘ
ツ
ラ
フ

ノ
ラ

む
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
「
詐
」
の
文

だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
古
事
記
』

す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な

る
）。

よ
、
そ
の
ア
ザ
ム
キ
は
言
語
を
介
し
て）む

と
欲
ひ
て
、
到

り
の
刀
を
作
り
、

命
、
河
よ
り
先
づ

詔
ひ
し
く
、「
刀
を

る
神
と
謂

し
て
、
其

汝
が
知
ら

５

仲
哀
天

爾
く
し

兄
比
売
・
弟
比
売

の
御
子
大
碓
命
を

召
し
上
ぐ
る
こ
と

他
し
女
人
を
求
て
、

道
速
振
る

４

仲
哀
天

是
に
、

国
有
り
。

の
国
に
在

し
て
、
天

国
土
見
え

抄
』
に
「
詐

測

フ
」
と
あ
る
よ
う

字
は
万
葉
集
中
に

『
日
本
書
紀
』
の

具
合
で
あ
る
（
訓

倭
建
命
の

ざ
刀
を
合

に
、
出
雲

を
拔
き
て

３

景
行
天

故
爾
く

く
、「
此
の

の
も
の
と
考
え
る

易
へ
む
と

ひ
て
、
御
琴
を
押
し
退
け
、
控
か
ず
し

の
神
、
大
き
に
忿
り
て
詔
ひ
し
く
、「

す
べ
き
国
に
非
ら
ず
。
汝
は
、
一
道
に

皇
条
（
建
振
熊
命
が
忍
熊
王
側
の
将
軍

て
、
建
振
熊
命
、
権
り
て
云
は
し
む
ら

神
ぞ
」
と
ま
を
し
き
。

皇
条
（
仲
哀
天
皇
が
神
の
命
を
詐
と
謂

大
后
の
帰
せ
た
る
神
、
言
教
へ
覚
し
て

金
・
銀
を
本
と
為
て
、
目
の
炎
耀
く
、

り
。
吾
、
今
其
の
国
を
帰
せ
賜
は
む
」

皇
の
答
へ
て
白
さ
く
、「
高
き
地
に
登

ず
し
て
、
唯
に
大
き
海
の
み
有
り
。」

詐
り
の
刀
を
佩
き
き
。
是
に
、
倭
建

せ
む
」
と
い
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
各
其

建
、
詐
り
の
刀
を
拔
く
こ
と
得
ず
。

、
出
雲
建
を
打
ち
殺
し
き
。

皇
条
（
相
武
国
の
国
造
が
倭
建
命
を
詐

し
て
、
相
武
国
に
到
り
し
時
に
、
其
の

野
の
中
に
大
き
沼
有
り
。
是
の
沼
の

為
ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
後
に

三
一

て
、
黙
し
坐
し
き
。
爾
く

凡
そ
、
茲
の
天
の
下
は
、

向
へ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

伊
佐
比
宿
禰
を
詐
く
）

く
、「
息
長
帯
日
売
命
は
、

っ
た
た
め
に
崩
御
す
る
）

詔
ひ
し
く
、「
西
の
方
に

種
々
珍
し
き
宝
、
多
た
其

と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く

り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
、

と
ま
を
し
て
、
詐

を
為

、
誂
へ
て
云
ひ
し
く
、「
い

の
刀
を
拔
か
む
と
せ
し
時

即
ち
、
倭
建
命
、
其
の
刀

く
）

国
造
、
詐
り
て
白
し
し

中
に
住
め
る
神
は
、
甚
だ

出
雲
建
、
河
よ
り
上
り
て
、



が
詐
り
の
も
の
で
あ

ざ
刀
を
合
せ
む
」
と

語
が
か
か
わ
る
。
３

帰
せ
た
る
神
、
言
教

う
け
て
、「
詐
を
為
る

て
云
は
し
む
ら
く
、

り
て
帰
り
服
」
っ
た

者
を
遣
し
て
、
宇

を
河
の
辺
に
伏
せ

詐

り
て
舍
人
を
以

来
ふ
状
、
既
に
王

む
時
の
為
に
、
具

古
事
記
の
「
詐
」

あ
り
、
言
語
に
よ
る

「
言
問
は

既
に
崩
り
ま
し
ぬ

ち
弓
絃
を
絶
ち
て

詐

を
信
け
て
、

け
た
る
弦
を
採
り

６

応
神
天
皇
条
（

爾
く
し
て
、
大

る
が
、「
刀
を
易
へ
む
と
為
ふ
」
と
の

い
う
こ
と
に
よ
り
ア
ザ
ム
ク
こ
と
に
な

で
は
「
詐
り
て
白
し
し
く
」
と
あ
り
、

へ
覚
し
て
詔
ひ
し
く
、『

』
と
の

神
と
謂
」
う
の
で
あ
り
、
５
で
は

『

』
と
い
は
し
め
て
、
即
ち
弓
絃

こ
と
で
、「
詐
を
信
け
」
る
こ
と
に
な

遲
能
和
紀
郎
子
に
告
げ
し
め
き
。
故
、

き
。
亦
、
其
の
山
の
上
に
、

垣
を
張

て
王
と
為
て
、
露
に
呉
床
に
坐
せ
、

子
の
坐
す
所
の
如
く
し
て
、
更
に
其
の

へ
餝
り
き
。

の
例
で
は
、
１
で
は
「
詐
り
て
其
の
嬢

ア
ザ
ム
キ
で
あ
る
。
２
は
偽
物
の
刀
で

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

。
故
、
更
に
戦
ふ
べ
き
こ
と
無
し
」
と

、
欺
陽
り
て
帰
り
服
ひ
き
。
是
に
、

弓
を
弭
し
兵
を
蔵
め
き
。
爾
く
し
て
、

出
し
、
更
に
張
り
て
、
追
ひ
撃
ち
き
。

宇
遲
能
和
紀
郎
子
が
兄
の
大
山
守
命
を

雀
命
、
其
の
兄
の
兵
を
備
ふ
る
こ
と
を

り
た
ま
い
、「「
い

る
の
で
あ
り
、
言

４
で
は
「
大
后
の

り
た
ま
ひ
き
」
を

「
建
振
熊
命
、
権
り

を
絶
ち
て
、
欺
陽

る
の
で
あ
り
、
主

２

允
恭
天

あ
り
な
し

戊
申
に

或
い
は
帝

三
才
顕
れ

蕃
息
し
て

人
等
、
沐

聞
き
驚
き
て
、
兵

り
帷
幕
を
立
て
、

百
官
が
恭
敬
ひ
往

兄
王
の
河
を
渡
ら

女
と
名
け
て
」
と

あ
り
、
そ
れ
自
体

弟
猾
が
忠

弟
猾
即

兄
兄
猾
の

し
て
襲
ひ

し
じ
き
を

に
機
を
施

願
は
く
は

い
は
し
め
て
、
即

其
の
将
軍
、
既
に

頂
髮
の
中
よ
り
設

詐
る
）

聞
き
て
、
即
ち
使

と
し
て
言
語

て
る
例
で
あ

り
の
存
在
と

ム
ク
の
で
は

○
日
本
書
紀

１

神
武
天

皇
四
年
九
月
条
（
天
皇
が
諸
氏
族
に
盟

を
調
べ
る
）

、
詔
し
て
曰
は
く
、「
群
卿
・
百
寮
と

皇
の
裔
、
或
い
は
異
し
く
し
て
天
降
れ

分
れ
て
よ
り
以
来
、
多
に
万
歳
を
歴
た

、
更
に
万
姓
と
為
り
、
其
の
実
を
知
り

浴
斎
戒
し
て
、
各
盟
神
探
湯
せ
よ
」
と

告
す
る
）

ち
詣
至
り
。
因
り
て
軍
門
を
拝
み
て
、

逆
状
を
な
す
は
、
天
孫
到
り
ま
さ
む
と

た
て
ま
つ
ら
む
と
す
。
皇
師
の
威
を
望

懼
れ
、
乃
ち
潜
に
其
の
兵
を
伏
し
、
権

き
、
因
り
て
饗
た
て
ま
つ
ら
む
と
請
ひ

、
此
の
詐
を
知
し
め
し
、
善
く
備
へ

に
よ
り
ア
ザ
ム
ク
の
で
あ
る
。、
６
は

り
、
こ
れ
ら
は
言
語
に
よ
る
も
の
で
は

し
て
あ
り
、「
腎
」
な
ど
の
よ
う
な
も

な
い
。

の
「
詐
」
の
例

皇
即
位
前
紀
戊
午
年
八
月
（
兄
猾
が
天

神
探
湯
を
さ
せ
、
詐
り
の

諸
国
造
等
、
皆
各
言
さ
く
、

り
と
い
へ
り
。
然
れ
ど
も

り
。
是
を
以
て
、
一
の
氏

難
し
。
故
、
諸
の
氏
姓
の

の
た
ま
ふ
。（
中
略
）
是

告
し
て
曰
さ
く
、「
臣
が

す
と
聞
り
、
即
ち
兵
を
起

見
み
て
、
敢
へ
て
敵
る
ま

に
新
宮
を
作
り
て
、
殿
内

て
、
作
難
ら
む
と
欲
ふ
。

た
ま
へ
」
と
ま
を
す
。

三
二

舍
人
を
偽
物
の
王
に
仕
立

な
い
が
、
そ
れ
自
体
が
詐

の
の
働
き
に
よ
っ
て
ア
ザ

皇
を
詐
こ
う
と
す
る
の
を



「
言
問
は

詐
り
告
げ
て
曰
く

禰
の
掌
れ
る
官
を

く
守
さ
せ
」
と
い

５

欽
明
天
皇
三
十

こ
と
を
知
り
、
責

ら
く
、『
其
れ
、
同

む
や
』
と
い
へ
り

ら
ず
。

４

雄
略
天
皇
九
年

夏
五
月
に
、
紀

き
、
小
鹿
火
宿
禰

命
を
用
ゐ
る
。
是

る
者
は
自
づ
か
ら

に
詐
れ
る
者
は
、

氏
姓
自
づ
か
ら
定

３

安
閑
天
皇
元
年

是
に
、
根
使
主

は
く
、
盜
み
て
己

曰
さ
く
、「
大
草
香

に
、
諸
人
、
各
木

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

、「
大
磐
宿
禰
、
僕
に
謂
り
て
曰
く
、

執
ら
む
こ
と
、
久
に
あ
ら
じ
』
と
い
ふ

ふ
。

一
年
五
月
条
（
高
麗
の
大
使
が
、
道
臣

め
る
）

族
と
雖
も
、
豈
吾
が
妹
を
以
ち
て
、

」
と
ま
を
す
。
既
に
し
て
縵
を
留
め
て

五
月
条
（
小
鹿
火
宿
禰
が
韓
子
宿
禰
を

大
磐
宿
禰
、
父
既
に
薨
り
ぬ
と
聞
き
て

の
掌
れ
る
兵
馬
・
船
官
及
び
諸
小
官
を

に
小
鹿
火
宿
禰
深
く
大
磐
宿
禰
を
怨
み

に
全
く
、
実
を
得
ざ
る
者
は
皆
傷
は
る

愕
然
ぢ
て
、
予
め
退
き
、
進
む
こ
と

り
て
、
更
に
詐
る
人
無
し
。

二
月
条
（
根
使
主
が
天
皇
を
詐
く
）

、
押
木
珠
縵
を
見
て
、
其
の
麗
美
し
き

が
宝
と
せ
む
と
お
も
ひ
、
則
ち
詐
り

皇
子
は
、
命
を
奉
ら
ず
し
て
、
乃
ち

綿
手
繦
を
著
け
て
、
釜
に
赴
き
て
探
湯『

我
、
当
復
韓
子
宿

。
願
は
く
は
、
固

に
詐
か
れ
て
い
た

を
請
け
む

し
。
然
ら

を
以
ち
て

馬
に
多
く

詐

か
れ
た

妻
と
す
る
こ
と
得

、
己
に
入
れ
て
獻

詐
く
）

、
乃
ち
新
羅
に
向

執
り
て
、
専
ら
威

、
乃
ち
韓
子
宿
禰

明
旦
に

乃
ち
矯
詐

に
違
ひ
て

の
為
に
殺

７

敏
達
天

す
る
）

又
、
奏

。
是
を
以
て
、
故

無
し
。
是
よ
り
後
、

に
感
で
て
、
以
爲

て
天
皇
に
奏
し
て

臣
に
謂
り
て
曰
へ

審
に
膳
臣

て
曰
く
、

伏
し
て
膳

を
前
に
余

飾
り
語
ふ

６

敏
達
天

く
）

す
。
則
ち
実
を
得

五
月
に

と
欲
ふ
』
と
い
ふ
。
若
し
其
れ
実
に
請

ば
百
済
、
新
に
国
を
造
ら
む
と
欲
は
ば

、
船
に
載
せ
て
至
ら
む
。
国
家
、
此
の

伏
兵
を
置
き
て
、
至
ら
む
を
候
ひ
て

ま
ひ
そ
。
毎
に
要
害
の
所
に
、
堅
く

、
領
客
東
漢
坂
上
直
子
麻
呂
等
、
其
の

を
作
し
て
曰
さ
く
、「
天
皇
、
妻
を

受
け
ず
。
礼
の
無
き
こ
と
茲
甚
し
。
是

せ
り
」
と
ま
を
す
。

皇
十
二
年
是
歳
条
（
日
羅
が
天
皇
に
百

し
て
言
さ
く
、「
百
済
人
謀
り
て
言
は

は
是
皇
華
の
使
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
知

「
汝
、
天
皇
に
非
じ
。
果
し
て
我
が
疑

臣
を
拝
め
り
。
倍
復
百
姓
と
い
ふ
こ
と

を
詐
り
て
、
調
を
取
り
て
己
に
入
れ

に
煩
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と
い
ふ
。

皇
元
年
六
月
条
（
高
麗
の
副
使
が
東

、
膳
臣
傾
子
を
越
に
遣
し
て
、
高
麗
の

三
三

は
ば
、
陽
り
て
賜
予
る
べ

、
必
ず
先
づ
女
人
・
小
子

時
に
望
み
て
、
壱
伎
・
対

殺
し
た
ま
へ
。
翻
り
て
な

壘
塞
を
築
か
む
」
と
ま
を

由
を
推
問
ふ
。
副
使
等
、

大
使
に
賜
ふ
。
大
使
、
勅

を
以
ち
て
、
臣
等
、
天
皇

済
に
詐
か
れ
る
な
と
忠
告

く
、『
船
三
百
有
り
。
筑
紫

り
ぬ
。
乃
ち
道
君
に
謂
り

ひ
つ
る
が
如
し
。
汝
既
に

を
知
る
に
足
れ
り
。
而
る

た
り
。
速
け
く
還
す
べ
し
。

漢
坂
上
直
子
麻
呂
等
を
詐

使
に
饗
へ
た
ま
ふ
。
大
使
、



日
、
東
国
の
調
を

ま
つ
ら
し
む
。

推
古
天
皇
十
二

六
に
曰
は
く
、

匿
す
こ
と
无
く
、

す
利
器
と
為
し
、

推
古
天
皇
三
十

９

崇
峻
天
皇
即
位

有
司
、
数
百
の

れ
、
縄
を
以
ち
て

は
し
む
。
衞
士
等

此
に
在
り
」
と
い

崇
峻
天
皇
五
年

十
一
月
の
癸
卯

「
言
問
は

す
。

８

用
明
天
皇
元
年

と
す
る
）

是
に
、
穴
穗
部

り
て
逆
君
を
殺
さ

の
池
辺
を
囲
繞
む

進
る
」
と
い
ふ
。
乃
ち
東
漢
直
駒
を
し

年
四
月
条
（
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条

懲
悪
勧
善
は
、
古
の
良
典
な
り
。
是
を

悪
を
見
て
は
必
ず
匡
せ
。
其
れ
諂
詐
の

人
民
を
絶
つ
鋒
剣
と
為
す
。

一
年
是
歳
条
（
天
皇
に
田
中
臣
が
百
済

前
紀
（
捕
鳥
部
万
が
衛
士
を
詐
く
）

衞
士
を
遣
し
て
万
を
囲
む
。
万
、
即
ち

竹
に

ぎ
て
、
引
き
動
し
て
他
を
し
て

、
詐
か
れ
て
搖
く
竹
を
指
し
て
馳
せ

ふ
。

十
一
月
条
（
蘇
我
馬
子
が
群
臣
を
詐
く

の
朔
乙
巳
に
、
馬
子
宿
禰
、
群
臣
を
詐

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

五
月
条
（
穴
穂
部
皇
子
が
口
実
を
設
け

皇
子
、
陰
に
天
下
に
王
た
ら
む
事
を

む
と
在
へ
り
。
遂
に
物
部
守
屋
大
連
と

。

て
、
天
皇
を
殺
せ

の
六
）

以
ち
て
人
の
善
を

者
は
、
国
家
を
覆

は
信
用
で
き
な
い

孝
徳
天

復
、
見

言
ひ
、
聞

く
見
る
と

孝
徳
天

た
こ
と
を

工
人
大

驚
き
て
篁
叢
に
匿

己
が
入
る
所
を
惑

て
言
は
く
、「
万
、

）り
て
曰
く
、「
今

ば
、
貧
し

孝
徳
天

り
）若

し
名

て
、
輙
く

郡
県
を
治

こ
と
得
じ

て
逆
君
を
殺
そ
う

謀
り
て
、
口
に
詐

、
兵
を
率
て
磐
余

国
で
あ
る

田
中
臣

間
す
ら
も

べ
か
ら
ず

皇
極
天

巫
覡
等

皇
大
化
二
年
三
月
条
（
天
皇
が
詔
に
よ

て
見
ず
と
言
ひ
、
見
ず
し
て
見
た
り
と

か
ず
し
て
聞
き
た
り
と
言
ふ
ひ
と
有
り

こ
ろ
無
く
し
て
、
巧
に
詐
る
者
多
し

皇
大
化
三
年
是
歳
（
荒
田
井
比
羅
夫
の

天
皇
が
謝
る
）

山
位
倭
漢
直
荒
田
井
比
羅
夫
、
誤
り
て

き
人
は
富
を
致
し
、
老
い
た
る
人
は
還

皇
大
化
元
年
八
月
条
（
国
造
・
伴
造
・

を
求
む
る
人
有
り
て
、
元
よ
り
国
造
・

詐

訴
へ
て
、『
我
が
祖
の
時
よ
り
、

む
』
と
言
す
と
も
、
汝
等
国
司
、
詐

。
審
に
実
情
を
得
て
後
に
申
す
べ
し
。

と
述
べ
る
）

の
曰
さ
く
、「
然
ら
ず
。
百
済
は
是
反

尚
し
詐
く
。
凡
そ
彼
の
請
す
所
、
皆

」
と
ま
を
す
。

皇
三
年
七
月
条
（
大
生
部
多
の
巫
覡
等

、
遂
に
詐
き
て
、
神
語
に
託
せ
て
曰

り
虚
偽
を
戒
め
る
）

言
ひ
、
聞
き
て
聞
か
ず
と

。
都
て
正
し
く
語
り
正
し

。誤
ち
で
百
姓
を
疲
弊
さ
せ

涜
を
穿
り
、
難
波
に
控

り
て
少
ゆ
」
と
い
ふ
。

県
稲
置
で
な
い
も
の
の
詐

伴
造
・
県
稲
置
に
非
ず
し

此
の
官
家
を
領
り
、
是
の

り
の
随
に
便
く
朝
に
牒
す

三
四

覆
多
き
国
な
り
。
道
路
の

非
ず
。
故
、
百
済
に
附
く

が
村
人
を
詐
く
）

は
く
、「
常
世
の
神
を
祭
ら



「
言
問
は

介
し
て
の
も
の
で
あ

で
き
な
い
例
で
あ
る

騙
し
た
５
の
詐
り
も

煩
ふ
こ
と
な
か
れ
」

が
竹
を
引
き
動
か
し

い
ふ
。

持
統
天
皇
三
年

又
奏
し
て
云
さ

て
仕
へ
奉
れ
り
』

は
ず
。
而
も
清
白

調
賦
と
別
に
獻
れ

日
本
書
紀
の
例
も

有
り
。
天
皇
、
詔

空
し
く
涜
を
穿
れ

天
武
天
皇
元
年

詐
く
）

是
の
日
に
、
大

の
漢
直
等
に
謂
り

率
て
、
飛
鳥
寺
の

引
き
て
、
改
め
穿

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

る
。
５
、
９
の
二
例
が
、
文
面
か
ら
言

が
、
高
麗
の
使
に
己
が
天
皇
で
あ
る
か

言
語
を
介
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と

と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
９

て
詐
い
た
も
の
と
し
て
、
言
語
を
介
さ

五
月
条
（
天
皇
が
百
済
の
詐
り
を
非
難

く
、『
日
本
の
遠
つ
皇
祖
の
代
よ
り
、

と
ま
を
す
。
而
る
を
竭
忠
し
本
職
を
宣

き
こ
と
を
傷
り
、
詐
り
て
幸
媚
を
求

る
も
の
と
を
、
並
に
封
め
て
還
す
。

同
様
で
あ
っ
て
、
一
八
例
中
一
六
例
が

し
て
曰
は
く
、「
妄
に
比
羅
夫
が
詐
れ

る
は
、
朕
が
過
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。

六
月
条
（
大
伴
連
吹
負
が
高
市
皇
子
と

伴
連
吹
負
、
密
に
留
守
司
坂
上
直
熊
毛

て
曰
く
、「
我
、
詐
り
て
高
市
皇
子
と

北
路
よ
り
出
で
て
営
に
臨
ま
む
。
乃
ち

り
百
姓
を
疲
労
ら
し
む
。
爰
に
疏
上
り

語
の
介
在
が
確
認

の
よ
う
に
道
君
が

は
、「
飾
り
語
ふ
に

の
例
だ
け
が
、
万

な
い
例
で
あ
る
。

爾
く
し

り
た
ま
ひ

を
作
り
て

し
か
し
、

「
伯
岐
国
の
手

す
る
）

清
白
き
心
を
以
ち

揚
す
る
こ
と
を
惟

む
。
是
の
故
に
、

明
ら
か
に
言
語
を

古
事
記
の

在
が
確
認
で

１

上
巻
大

是
に
、

り
伏
せ
、

即
ち
其
の

２

垂
仁
天

る
所
を
聴
き
て
、

称
し
て
近
江
方
を

と
議
り
て
、
一
二

称
り
、
数
十
騎
を

汝
内
応
せ
よ
」
と

す
と
い
う
万

う
な
、
も
の

『
説
文
解
字

其
反

ア
ザ

ザ
ケ
ル
」
と

記
紀
の
訓
読

例
を
検
し
て

て
切
に
諫
む
る
者

そ
し
て
、
そ

て
、
天
皇
の
詔
は
く
、「
吾
は
、
殆
と

て
、
乃
ち
軍
を
興
し
沙
本
毘
古
王
を
撃

待
ち
戦
ひ
き
。

１
は
そ
の
前
の
伯
岐
国
の
手
間
の
山

間
の
山
本
に
至
り
て
云
は
く
、『

「
欺
」
の
例
、
計
八
例
。
う
ち
前
後
の

き
な
い
例
は
、
以
下
の
二
例
。

国
主
神
条
（
八
十
神
が
大
穴
牟
遲
神
を

八
十
神
見
て
、
且
、
欺
き
て
山
に
率

矢
を
茹
め
て
、
其
の
木
に
打
ち
立
て
、

冰
目
矢
を
打
ち
離
ち
て
、
拷
ち
殺
し
き

皇
条
（
天
皇
が
沙
本
毘
古
に
欺
か
れ
た

の
行
為
に
よ
る
ア
ザ
ム
キ
で
あ
り
、
や

の
働
き
に
よ
っ
て
ア
ザ
ム
ク
の
で
は
な

』
に
は
「
詐
欺
也
」
と
見
え
る
。『
類

ム
ク

イ
ツ
ハ
ル

ア
ナ
ツ
ル

イ
ヤ

、「
詐
」
と
同
じ
く
、
ア
ザ
ム
ク
、
イ

に
お
い
て
、
多
く
ア
ザ
ム
ク
と
訓
ま
れ

も
、
や
は
り
言
語
を
介
し
て
の
ア
ザ
ム

れ
は
言
語
を
介
し
て
の
も
の
で
は
な
い

三
五

欺
か
え
つ
る
か
も
」
と
の

つ
時
に
、
其
の
王
、
稲
城

本
で
の
欺
き
の
箇
所
に
、

』
と
云
ひ
て
、
火
を
以
て

文
面
か
ら
で
は
言
語
の
介

欺
く
）

て
入
り
て
、
大
き
樹
を
切

其
の
中
に
入
ら
し
め
て
、

。こ
と
を
知
る
）

は
り
、「
腎
」
な
ど
の
よ

い
。

聚
名
義
抄
』
に
「
欺

去

シ
ム

タ
フ
ロ
カ
ス

ア

ツ
ハ
ル
の
訓
が
付
さ
れ
、

る
「
欺
」
の
文
字
の
使
用

キ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

も
の
の
、
縄
で
竹
を
動
か



分
ち
て
、
輙
く
微

国
の
王
聞
し
め
さ

３

敏
達
天
皇
紀
三

ず
）天

皇
聞
し
め
し

ま
つ
れ
る
、
一
つ

を
以
ち
て
は
、
放

欺
く
）

是
に
、
幣
を
示

皇
、
則
ち
市
乾
鹿

２

敏
達
天
皇
紀
元

と
を
詰
る
）

六
月
に
、
高
麗

に
、
汝
等
、
吾
が

「
言
問
は

猪
に
似
た
る
大
き
石

言
語
に
よ
る
ア
ザ
ム

を
介
し
て
の
も
の
と

日
本
書
紀
の
「
欺

の
介
在
が
確
認
で
き

１

景
行
天
皇
紀
、

者
に
与
へ
き
。
豈
汝
等
が
過
に
非
ず
や

ば
、
必
ず
汝
等
を
誅
ひ
た
ま
は
む
」
と

年
七
月
（
天
皇
が
吉
備
海
部
直
難
波
の

て
、
即
ち
難
波
が
罪
を
数
め
て
曰
く

な
り
。
隣
使
を
溺
ら
し
殺
せ
る
、
二
つ

還
す
べ
か
ら
ず
」
と
の
た
ま
ひ
、
以
て

せ
、
其
の
二
女
を
欺
き
て
、
幕
下
に

文
を
通
し
て
陽
り
寵
み
た
ま
ふ
。

年
六
月
（
高
麗
の
大
使
が
副
使
等
が
道

の
大
使
、
副
使
等
に
謂
り
て
曰
く
、

議
る
所
に
違
ひ
て
、
他
に
欺
か
れ
て

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

を
焼
き
て
、
転
ば
し
落
し
き
」
と
見
え

キ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ

考
え
て
よ
か
ろ
う
。

」
の
例
、
計
一
八
例
。
う
ち
前
後
の
文

な
い
例
は
、
四
例
。

十
二
年
十
二
月
（
天
皇
が
市
乾
鹿
文
と

。
其
れ
若
し
我
が

い
ふ
。

復
命
の
欺
き
を
断

、「
朝
庭
を
欺
誑
き

な
り
。
茲
の
大
罪

其
の
罪
を
断
む
。

り
と
言
ひ
、

り
。
都
て
正

の
後
に
続
い

考
え
て
よ
か

示
せ
た
だ
け

伝
え
て
幕
下

で
あ
っ
た
と

納
れ
た
ま
ふ
。
天

君
に
欺
か
れ
た
こ

「
磯
城
島
天
皇
の
時

、
妄
に
国
の
調
を

多
し
。

し
か
し
な

が
道
君
に
己

言
語
を
介
し

十
四
日
に
送

と
あ
り
、
そ

４
も
、
日
本

て
お
り
、
同
じ
く

ら
く
、
２
も
言
語

面
か
ら
で
は
言
語

市
鹿
文
の
姉
妹
を

４

孝
徳
天

復
、
見

言
ひ
、
聞

く
見
る
と

復
、
奴

き
て
活
を

聞
き
て
聞
か
ず
と
言
ひ
、
聞
か
ず
し
て

し
く
語
り
正
し
く
見
る
と
こ
ろ
無
く
し

て
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て

ろ
う
。
１
は
、「
幣
を
示
せ
、
其
の
二

で
二
女
が
欺
か
れ
る
は
ず
は
な
く
、
そ

に
納
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
、
言

考
え
ら
れ
る
。

が
ら
、
２
は
、
日
本
書
紀
の
「
詐
」
の

が
天
皇
で
あ
る
か
の
よ
う
に
騙
さ
れ
た

た
欺
き
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
り
、

使
難
波
が
帰
還
し
て
、「
復
命
し
て
曰

の
「
謾
語
」
を
天
皇
が
見
抜
い
た
こ

書
紀
の
「
詐
」
の
例

の
「
見
て
見
ず

皇
紀
大
化
二
年
三
月
（
奴
婢
が
主
を
欺

て
見
ず
と
言
ひ
、
見
ず
し
て
見
た
り
と

か
ず
し
て
聞
き
た
り
と
言
ふ
ひ
と
有
り

こ
ろ
無
く
し
て
、
巧
に
詐
る
者
多
し
。

婢
有
り
て
、
主
の
貧
し
く
困
め
る
を

求
む
。
勢
家
、
仍
り
て
強
に
留
め
買
ひ

聞
き
た
り
と
言
ふ
ひ
と
有

て
、
巧
に
詐
る
者
多
し
」

も
、
言
語
に
よ
る
欺
き
と

女
を
欺
」
く
の
で
あ
る
が
、

の
幣
を
贈
る
べ
き
よ
し
を

語
を
介
し
て
の
ア
ザ
ム
キ

例
５
に
見
え
る
高
麗
の
使

こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
３
は
、
先
の
八
月

さ
く
『

』
と
ま
を
す
」

と
を
い
う
も
の
で
あ
り
、

と
言
ひ
、
見
ず
し
て
見
た

三
六

く
）

言
ひ
、
聞
き
て
聞
か
ず
と

。
都
て
正
し
く
語
り
正
し

欺
き
て
、
自
ら
勢
家
に
託

て
、
本
主
に
送
ら
ざ
る
者



「
言
問
は

支
」（
祈
年
祭
祝
詞
）

代
紀
上
）、「
太
敷
」

「
諄
辞
」
を
ノ
リ
ト
と

に
「
告
曉

之
孰
也

る
よ
う
に
、「
ね
ん
ご

太
諄
辞

此
云

絶
妻
之
誓

此

詛
戸
（
応
神
記

な
ど
の
ト
（
甲
類
）

座
置
戸
」（
神
代
紀
上

の
ト
と
考
え
ら
れ
、

フ
ト
ノ
リ
ト
の
フ

す
る
こ
と
は
で
き
な

と
大
国
主
』「
占
い
の

ざ
る
を
得
な
い
の
で

三

以
上
の
よ
う
に
、

に
な
っ
て
み
れ
ば
、

「
欺
か
れ
け
り
」
とぬ

木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

「
太
兆
」（
中
臣
壽
詞
）「
太
占
。
此

（
万
葉
集
１
・
三
六
）
な
ど
の
フ
ト
で

訓
注
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
諄
」

」
と
あ
り
、『
新
撰
字
鏡
』
に
は
「
告

ろ
、
丁
寧
」
の
意
が
あ
り
、「
マ
コ
ト

布
斗
能
理
斗
。（
神
代
紀
上
）

云
許
等
度
（
神
代
紀
上
）

）と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

）、「
千
位
置
戸
」（
神
代
記
）
の
ト
は

除
外
す
る
。

ト
は
、「
壮
大
、
荘
重
」
等
の
意
の
形

い
。
エ
ト
ル
リ
ア
人
の
腎
臓
占
い
（
中

方
法
」、
文

春
秋
、
平
成
６
）
と
も

あ
る
。

ム
ラ
ト
が
言
語
に
関
わ
る
こ
と
ば
で
あ

前
掲
橋
本
論
文
に
述
べ
る
よ
う
に
、

下
接
す
る
以
上
、
腎
臓
（
ム
ラ
ド
）云

布
刀
磨
爾
」（
神

あ
る
。
と
す
れ
ば
、

は
、『
説
文
解
字
』

之
丁
寧
也
」
と
あ

」（
類
聚
名
義
抄
）

あ
る
が
故
に

本
論
文
に
お

書
的
な
意
味

る
も
の
の
、

ド
の
「
ト
」

。
こ
の
場
合
「
千

、
置
く
場
所
の
意

状
言
で
、「
太
多
須

「
辞
」
や
「
誓

「
ト
」
が
、
言

も
そ
れ
は
、

ら
れ
て
お
り

え
る
。「
詛
戸

也
」
と
見
え

去
、
咒
也
、

西
進
『
キ
リ
ス
ト

関
係
な
い
と
い
わ

る
こ
と
が
明
ら
か

と
を
、「
諄
」

う
も
の
と
い

古
語
辞
典
』

そ
う
す
る
と

「
誓
」
の
意
を

也
」
と
見
え

の
義
で
あ
っ

の
義
と
し
て
解
釈

の
意
を
も
つ

、
単
な
る
こ
と
ば
で
な
い
「
ト
」
が
下

い
て
、
ム
ラ
ト
を
「
一
群
の
重
大
発
言

で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、「
発
言
」
と

肯
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ム
ラ

は
「
相
手
に
働
き
か
け
る
力
を
も
っ
た

」
が
「
ト
」
の
訓
義
を
担
う
文
字
で

語
の
意
味
を
も
つ
こ
と
ば
で
あ
る
と

ね
ん
ご
ろ
な
こ
と
ば
や
、
誓
い
の
こ
と

、
単
な
る
こ
と
ば
と
違
っ
た
重
さ
を
も

」（
ト
ゴ
ヒ
ド
）
の
場
合
は
、「
詛
」

、『
広
韻
』
に
は
「
呪
詛
」
と
見
え
、

咀
也
、
乃
呂
不
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ト

の
字
で
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

え
よ
う
。「
絶
妻
之
誓
」（
コ
ト
ド
）
の

の
い
う
よ
う
に
「
異
。
別
に
な
る
意
」

、
コ
ト
が
「
絶
妻
」
の
意
を
あ
ら
わ

あ
ら
わ
す
こ
と
と
な
る
。「
誓
」
は

、『
礼
記
』（
曲
礼
下
）
に
「
約
信
曰

て
み
れ
ば
、
ト
の
訓
と
義
を
担
う
も
の

字
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ね
ん
ご
ろ
に
告三

七
接
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
橋

」
と
い
う
の
が
、
そ
の
辞

い
う
表
現
に
や
や
難
が
あ

ト
や
、
ノ
リ
ト
、
ト
ゴ
ヒ

重
み
を
も
っ
た
こ
と
ば
」

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

ば
を
表
す
語
と
し
て
用
い

つ
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
い

は
『
説
文
解
字
』
に
「

新
撰
字
鏡
』「
庄
慮
反
、

ゴ
ヒ
が
呪
詛
の
こ
と
ば
で

「
辞
」
が
ト
の
訓
と
義
を
担

場
合
は
、
コ
ト
は
『
岩
波

で
い
い
と
思
わ
れ
る
が
、

す
こ
と
に
な
り
、
ト
が

『
説
文
解
字
』
に
は
「
約
束

誓
」
と
も
見
え
、
チ
カ
ヒ

と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、

げ
る
こ
と
、「
告
る
」
こ



誠
以
敬
（
凡
そ
群

誠
を
立
つ
る
は
、

４

論
也
者

彌
綸

綸
し
て
、
一
理
を

５

夫
經
典
沈
深

経
典
は
沈
深
に
し

神
皋
な
り
。）

（
傍
線
坂
本
）。

１

制
詩
緝

斧

２

性
靈
鎔
匠

文

文
章
の
奧
府
。
淵

３

凡
群
言
発
華

「
言
問
は

で
あ
っ
た
と
考
え
ら

そ
の
「
ト
」
に
「

こ
こ
で
家
持
が
用
い

ト
バ
」
と
い
う
表
現

ム
ラ
ト
の
語
に
も
漢

多
く
の
こ
と
ば
を
あ

言
華
を
発
き
て
、
神
を
降
す
は
実
に
務

ず
る
無
き
に
在
り
）
『
文
心
雕
龍

群
言

而
研
精

一
理
者
也
（
論
な
る

研
精
す
る
者
な
り
）

『
文
心
雕
龍

載
籍
浩
瀚

實
群
言
之
奧
區

而
才
思

て
、
載
籍
は
浩
瀚
、
実
に
群
言
の
奧
区

『
文
心
雕
龍

藻
群
言
（
詩
を
制
り
、

を
緝
め
、
群

『
文
心
雕

章
奧
府

淵
哉
鑠
乎

群
言
之
祖
（
性

な
る
か
な
鑠
た
る
か
な
、
群
言
の
祖
。

『
文
心
雕

而
降
神
務
實

修
辭
立
誠

在
於
無

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

れ
る
。

ム
ラ
」
と
い
う
語
を
上
接
さ
せ
た
「
ム

た
の
は
何
故
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ

に
は
、『
文
心
雕
龍
』
な
ど
の
漢
籍
の

籍
の
影
響
が
あ
り
は
し
な
い
か
。『
文

ら
わ
す
表
現
と
し
て
、「
群
言
」
と
い

め
、
辞
を
修
め
て

』
第
一
〇
「
祝
盟
」

者
は
、
群
言
を
彌

』
第
一
八
「
論
説
」

之
神
皋
也
（
夫
れ

に
し
て
、
才
思
の

』
第
三
八
「
事
類
」

そ
の
多
く
の

い
る
こ
と
が

多
く
の
秀
れ

し
て
群
言
と

「
群
言
」
の
ほ

は
な
く
、
そ

あ
る
。

言
を
斧
藻
す
。）

龍
』
第
一
「
原
道
」

霊
の
鎔
匠
に
し
て
、

）龍
』
第
三
「
宗
經
」

祈

之
式

必

文
字
通
り

の
意
の
例
で

『
文
心
雕
龍
』

く
の
作
品
、

「
神
を
降
す
は

り
」（
神
の
降

ご
こ
ろ
を
は

ラ
ト
」
な
る
語
を
、

う
に
、「
練
リ
ノ
コ

受
容
が
あ
っ
た
。

心
雕
龍
』
に
は
、

う
語
が
散
見
す
る

６

使
衆
理

な
り
と
雖

か
ら
し
む

７

古
來
文

雕
縟
を
以

こ
と
ば
や
修
辞
に
、
真
実
性
と
良
心
に

注
意
さ
れ
る
。
４
は
道
理
を
精
製
す
る

た
文
章
表
現
の
こ
と
で
あ
り
、
７
は
、

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『

と
ん
ど
は
、
多
く
の
こ
と
ば
で
あ
り

れ
は
文
飾
を
も
っ
た
秀
れ
た
作
品
や
こ

「
群
言
」
は
多
く
の
こ
と
ば
の
意
で
あ

あ
る
が
、
興
膳
宏
氏
（
筑
摩
書
房
「

、
昭
和

刊
）
の
訳
注
を
参
考
す
る
に

２
も
多
く
の
作
品
。
３
は
多
く
の
こ
と

実
に
務
め
、
辞
を
修
め
て
誠
を
立
つ

臨
を
求
め
る
に
は
真
実
性
が
大
切
で

っ
き
り
さ
せ
る
に
は
、
良
心
に
恥
じ
ぬ

雖
繁

而
無
倒
置
之
乖

群
言
雖
多

も
、
倒
置
の
乖
無
か
ら
し
め
、
群
言
多

）

『
文

章

以
雕
縟
成
體

豈
取

之

群

て
体
と
成
す
。
豈
に

の
群
言
の
雕

『
文

恥
じ
な
い
こ
と
を
求
め
て

数
多
く
の
こ
と
ば
。
５
は

の
秀
れ
た
文
章
を
指

文
心
雕
龍
』
に
見
ら
れ
る

つ
つ
、
単
な
る
こ
と
ば
で

と
ば
を
指
し
て
い
る
の
で

り
、
６
は
多
く
の
こ
と
ば

世
界
古
典
文
学
全
集
」
版

、
１
は
文
飾
を
も
っ
た
多

ば
の
意
で
は
あ
る
も
の
の
、

る
は
、

ず
る
無
き
に
在

あ
り
、
修
辞
に
よ
っ
て
ま

こ
と
が
必
要
で
あ
る
）
と
、

三
八

而
無

絲
之
亂
（
衆
理
繁

し
と
雖
も
、

絲
之
乱
無

心
雕
龍
』
第
四
三
「
附
會
」

言
雕
龍
也
（
古
来
文
章
は
、

龍
に
な
る
に
取
ら
む
や
。）

心
雕
龍
』
第
五
〇
「
序
志
」



「
言
問
は

そ
の
よ
う
に
、「
諸

は
ど
の
よ
う
に
解
釈

「
言
問
は
ぬ
木
す
ら
あ

た
。『

全
註
釈
』
で
は
、

と
い
う
歌
が
続
く
。

う
で
あ
り
な
が
ら
、

ば
で
あ
る
の
に
対
し

そ
の
頻
度
に
お
い
て

ら
歌
っ
た
と
こ
ろ
に

四

で
な
く
と
も
、「
群
言

た
文
飾
豊
か
な
多
く

こ
と
ば
で
あ
っ
た
と

を
さ
し
て
言
っ
た
も

ム
ラ
ト
に
詐
か
れ
た

百
千
度
恋
ふ
と

あ
る
い
は
、
ム
ラ

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

弟
ら
が
練
り
の
む
ら
と
」
を
理
解
し

す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来

ぢ
さ
ゐ
」
と
下
三
句
と
の
関
係
に
お

「
花
色
變
わ
り
や
す
く
、
初
め
、
紫
青

二
首
は
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
繰

七
七
三
歌
が
ム
ラ
ト
と
い
う
多
く
の
重

て
、
七
七
四
歌
で
は
「
百
千
度
恋
ふ
と

捉
え
た
表
現
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
質
量

両
歌
そ
れ
ぞ
れ
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と

」
を
意
味
す
る
和
語
と
い
え
よ
う
。

の
こ
と
ば
で
あ
る
ム
ラ
ト
は
、
本
来
真

い
え
る
が
、
家
持
は
、「
諸
弟
ら
」（
こ

の
）
の
、
そ
の
真
実
性
を
も
っ
た
こ
と

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
七
七
三
歌
の
後

言
ふ
と
も
諸
弟
ら
が
練
り
の
言
葉
は
我

ト
は
、「
群
言
」
の
翻
読
語
で
は
あ
る

た
と
し
て
、
一
首

の
解
釈
は
上
二
句

い
て
問
題
が
あ
っ

色
で
、
後
、
紅
紫

の
例
に
よ
っ

わ
ぬ
木
で
も

麗
句
に
ま
ん

か
れ
て
い
る

理
解
す
る
点

り
返
し
て
い
る
よ

み
を
も
っ
た
こ
と

言
ふ
と
も
」
と
、

と
頻
度
の
両
面
か

考
え
ら
れ
る
。

れ
て
し
ま
っ

句
は
、
あ
じ

般
で
あ
る
。

と
青
色
、
ア

り
色
が
変
化

は
な
い
。
日

で
あ
る
。『
新

十
分
に
考
え
ら
れ

実
性
を
も
つ
べ
き

こ
で
は
坂
上
大
嬢

ば
で
あ
る
は
ず
の

に
は
、

は
頼
ま
じ

（
４
・
七
七
四
）

も
の
が
あ
る

わ
れ
て
い
た

は
ぬ
木
す
ら

移
ろ
ふ
も
の

議
は
無
い
」

木
に
さ
え
も

る
。
ま
し
て

ま
い
か
。
翻
読
語

色
に
變
化
す

て
、
誇
大
・
饒
舌
の
譬
喩
と
解
し
て
お

紫
陽
花
の
よ
う
な
七
重
八
重
咲
く
も
の

ま
と
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
解
し

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
あ
ぢ
さ
ゐ
」

で
は
同
じ
で
あ
る
。

た
の
は
や
む
を
え
ぬ
こ
と
だ
っ
た
わ
い

さ
い
の
色
の
変
り
や
す
い
こ
と
を
言
っ

け
れ
ど
も
、
あ
じ
さ
い
は
植
栽
さ
れ
て

ル
カ
リ
性
で
あ
る
と
赤
色
に
な
る
の
で

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
本
の
花
が
そ

本
の
土
壌
は
お
お
む
ね
酸
性
で
あ
る
か

大
系
』
で
は
、「『
あ
ぢ
さ
ゐ
の
八
重

意
で
、
人
言
の
信
じ
が
た
い
こ
と
を
説

の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
沢
瀉
『
注
釈
』

』
と
云
つ
た
の
は
、
草
木
す
ら
紫
陽
花

な
ん
だ
か
ら
、
ま
し
て
『
色
見
え
で
う

と
し
て
い
る
。
最
新
の
伊
藤
氏
『
釈
注

、
あ
じ
さ
い
の
よ
う
に
色
の
変
わ
る
信

、
口
八
丁
の
諸
弟
め
の
練
り
に
練
っ
た

る
。
物
を
言
わ
な
い
木
に
も
ア
ジ
サ
イ

三
九 く

」
と
し
て
、「
も
の
言

が
あ
る
。
諸
弟
め
の
美
辞

て
お
り
、
そ
の
難
は
ま
ぬ

を
よ
く
な
い
も
の
と
し
て

」
と
す
る
よ
う
に
、
上
二

た
も
の
と
考
え
る
の
が
一

い
る
土
壌
が
酸
性
で
あ
る

あ
り
、
土
壌
の
性
質
に
よ

の
時
々
に
変
色
す
る
の
で

ら
青
い
花
色
が
ほ
と
ん
ど

咲
く
如
く
』（
四
四
四
八
）

い
て
い
る
。
諺
と
し
て
行

の
「
考
」
に
は
、「『
言
問

の
や
う
に
そ
の
花
の
色
の

つ
ろ
ふ
』
人
の
心
に
不
思

』
で
も
「
口
の
き
け
な
い

用
の
お
け
な
い
や
つ
が
あ

ご
託
宣
の
数
々
に
の
せ
ら

の
よ
う
な
変
わ
り
や
す
い



の
二
首
が
あ
る
。
一

に
、
自
分
は
一
人
子

物
を
言
わ
な
い
（
人

黄
葉
す
る
の
は
、
す

に
お
い
て
、
軽
い
も

る
人
間
の
こ
と
を
述

て
も
、

解
に
よ
る
と
、
あ
ぢ

り
」
口
八
丁
の
在
り

「
言
問
は
ぬ
木
す
ら

言
問
は
ぬ
木
す

さ言
問
は
ぬ
木
す

に
云
ふ
「
常
な
け

「
言
問
は

し
か
し
な
が
ら
、

釈
は
導
き
出
し
難
い

軽
重
対
照
的
な
も
の

重
い
も
の
も
当
然
然

な
内
容
を
述
べ
る
の

句
は
上
二
句
と
は
逆

〇
〇
七
歌
は
、
物
を
言
わ
な
い
木
だ
っ

で
兄
弟
が
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
り

間
で
は
な
い
）
木
だ
っ
て
春
は
花
が
咲

べ
て
が
無
常
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
「
木
」
を
肯
定
的
に
歌
っ
て

べ
る
も
の
で
あ
る
。「
言
問
は
ぬ
」
と

さ
ゐ
の
「
色
変
わ
り
」
の
在
り
方
と

方
と
は
、
共
通
す
る
こ
と
と
な
る
。

」
と
い
う
句
を
も
つ
歌
は
七
七
三
歌

ら
妹
と
兄
と
あ
り
と
い
ふ
を
た
だ
一
人

ら
春
咲
き
秋
付
け
ば
黄
葉
散
ら
く
は
常

む
と
そ
」

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

「
木
す
ら

」
と
い
う
構
文
か
ら
は

。『
全
注
』
に
「
ス
ラ
に
は
さ
ま
ざ
ま

を
並
べ
、
軽
い
も
の
に
も
か
か
る
一
般

る
べ
く
思
わ
れ
る
の
に
実
際
は
そ
の
逆

に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
指
摘
す

の
よ
う
な
内
容
が
述
べ
ら
れ
る
べ
き
と

て
兄
弟
が
あ
る
の

、
四
一
六
一
歌
は
、

き
、
秋
に
な
る
と

の
で
あ
り
、
軽
重

、
重
い
も
の
で
あ

い
う
一
句
か
ら
見

の
一
首
で
あ

同
じ

し
て

我
が
や

け

右

賂
し
つ

諸
弟
の
「
心
変
わ

の
他
に
、

子
に
あ
る
が
苦
し

（
６
・
一
〇
〇
七
）

を
な
み
こ
そ

一

（

・
四
一
六
一
）

大

ら
た
ま

か
け
て

と
、
人
間
な

肯
定
的
に
見

万
葉
集
中

大
弁
丹
比
国

、
そ
の
よ
う
な
解

な
働
き
が
あ
る
が
、

性
が
認
め
ら
れ
る
。

だ
、
と
い
う
よ
う

る
よ
う
に
、
下
三

こ
ろ
、
こ
れ
ら
の

恋

妹
子
が

言
問
は

し言
問
は

も

る
。

月
の
十
一
日
に
、
左
大
臣
橘
卿
、
右
大

宴
す
る
歌
三
首

ど
に
咲
け
る
な
で
し
こ
賂
は
せ
む
ゆ
め

の
一
首
、
丹
比
国
人
真
人
、
左
大
臣
を

つ
君
が
生
ほ
せ
る
な
で
し
こ
が
花
の
み

御
袖

行
き
触
れ
し
松
を

言
問
は
ぬ

の

立
つ
月
ご
と
に

天
の
原

振
り

偲
は
な

ら
ぬ
「
山
」「
木
」
で
は
あ
っ
て
も
と

る
歌
で
あ
る
。

「
あ
ぢ
さ
ゐ
」
を
歌
っ
た
歌
は
こ
れ
以

人
真
人
の
宅
に
お
い
て
宴
を
し
た
時
の

ふ
れ
ど
も

験
を
な
み
と

言
問
は
ぬ

入
り
に
し
山
を
よ
す
か
と
ぞ
思
ふ

ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
君
が

ぬ
木
に
も
あ
り
と
も
我
が
背
子
が
手
馴

弁
丹
比
国
人
真
人
の
宅
に

花
散
る
な
い
や
を
ち
に
咲

（

・
四
四
四
六
）

寿
く
歌

問
は
む
君
な
ら
な
く
に

木
に
は
あ
り
と
も

あ

放
け
見
つ
つ

玉
だ
す
き

（

・
三
三
二
四
）

、
人
間
の
如
く
捉
え
て
、

外
に
も
う
一
首
あ
る
。
右

歌
三
首
の
う
ち
の
橘
諸
兄

四
〇も

の
に
は
あ
れ
ど

我

（
３
・
四
八
一
）

手
馴
れ
の
琴
に
し
あ
る
べ

（
５
・
八
一
一
）

れ
の
御
琴
地
に
置
か
め
や

（
５
・
八
一
二
）



「
言
問
は

あ
ろ
う
。『
古
今
和
歌

あ
ぢ
さ
ゐ
の
や

の
ば
ん

と
「
や
へ
よ
に
も
」

か
が
わ
せ
る
も
の
と

に
こ
と
寄
せ
て
い
つ

っ
て
い
る
。「
あ
ぢ
さ

の
御
代
に
わ
た
っ
て

「
集
散
花
序
の
あ
じ
さ

指
摘
す
る
よ
う
な
問

時
間
的
な
「
八
つ
代

で
は
む
し
ろ
、
八
つ

右
の
一
首

あ
ぢ
さ
ゐ
の
八

は
む

右
の
一
首

三
首
の
流
れ
は
、

を
歌
っ
た
の
に
対
し

訪
れ
る
相
手
で
あ
る

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

六
帖
』
に

へ
さ
く
ご
と
く
や
へ
よ
に
も
い
ま
せ
我

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
あ

い
え
る
。
時
代
は
下
る
が
、『
新
撰
和

い
つ
ま
で
も
長
生
き
を
し
て
下
さ
い
と

ゐ
の
八
重
咲
く
ご
と
く
」
の
比
喩
は

長
く
栄
え
る
こ
と
を
い
う
比
喩
で
あ
る

い
を
、
重
弁
の
意
の
八
重
と
称
す
る

題
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
空
間
的
な

」
に
受
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
も
不
自
然

代
に
結
び
つ
く
時
間
の
理
解
が
な
さ
れ

、
左
大
臣
の
和
ふ
る
歌

重
咲
く
ご
と
く
八
つ
代
に
を
い
ま
せ
我

、
左
大
臣
、
味
狭
藍
の
花
に
寄
せ
て
詠

左
大
臣
橘
諸
兄
を
寿
い
で
主
人
丹
比
国

て
、
諸
兄
が
、
丹
比
国
人
が
自
分
に
と

こ
と
を
四
四
四
七
歌
で
述
べ
て
和
し
、

が
せ
こ
み
つ
つ
し

（
三
九
一
一
）

た
り
の
事
情
を
う

歌
六
帖
』
に
、

『
奈
良
女
子

学
者
菅
沼
孝

ぢ
さ
ゐ
」
に

ガ
ク

て
、
こ

四
四
四
八
歌
で
祝

、
数
多
く
の
天
皇

が
、
新
編
全
集
に
、

の
は
不
合
理
」
と

「
八
重
」
か
ら
、

さ
が
あ
る
。
こ
こ

る
べ
き
と
こ
ろ
で

る
が
松
平
定

あ
ぢ
さ

と
い
う
暮
秋

十
月
は
も
ち

た
こ
と
が
あ

ら
を
落
と
す

が
背
子
見
つ
つ
偲

（

・
四
四
四
八
）

む
。

人
が
四
四
四
六
歌

っ
て
実
を
も
っ
て

さ
ら
に
あ
じ
さ
い

か
な

と
見
え
る
の

な
く
、
開
き

さ
を
窺
わ
せ

是
ほ
ど

と
あ
る
の
も

（

・
四
四
四
七
）

あ
ぢ
さ

大
学
学
報
』
第
三
〇
六
号
（
平
成
三

之
氏
が
、
従
来
ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
と
考
え

つ
い
て
、

ア
ジ
サ
イ
は
関
東
地
方
や
伊
豆
地
方
の

の
種
が
自
然
交
配
の
結
果
、
ア
ジ
サ
イ

信
の
自
撰
歌
集
『
三
草
集
』
に
は
、

ゐ
の
花
の
面
か
げ
猶
み
え
て
尾
花
が
雪

の
景
色
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
筆
者
の

ろ
ん
十
一
月
に
ま
で
枯
れ
色
に
な
っ
た

る
。
そ
の
全
体
が
豊
か
に
花
咲
い
た
ま

こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
あ
じ
さ
い
の

は
、
あ
じ
さ
い
の
四
片
の
花
が
初
花
ゆ

果
て
た
状
態
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
り

る
歌
と
い
え
る
。『
夫
木
和
歌
抄
』
に

と
人
は
思
は
じ
川
上
に
咲
き
つ
づ
き
た

、
咲
い
て
い
る
長
さ
に
注
目
し
た
も
の

ゐ
の
よ
ひ
ら
す
く
な
き
は
つ
花
を
ひ
ら

四
一

年
一
月
）
の
解
説
に
植
物

ら
れ
て
い
る
万
葉
の
「
あ

海
岸
近
く
に
野
生
し
て
い

が
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら

に
秋
ぞ
ふ
り
行
く（

五
七
三
）

庭
の
あ
じ
さ
い
に
し
て
も
、

花
房
を
保
ち
つ
づ
け
て
い

ま
、
色
枯
れ
て
な
お
花
び

特
色
が
あ
る
。 （

二
一
三
五
）

え
に
咲
い
て
い
る
数
が
少

、
一
株
の
花
の
花
期
の
長

、る
あ
ぢ
さ
ゐ
の
花

（
三
三
五
六
）

で
あ
る
。
江
戸
期
で
は
あ

け
は
て
ず
と
お
も
ひ
け
る



天
雲
の
八
重
雲

思
ふ
人
来
む
と

八
重
畳

ぬ

我
が
身
一

申
し
は
や
さ
ね

続
け
る
よ
う
に
、
い

い
っ
た
も
の
と
考
え

「
八
重
」
と
い
う
語

今
日
も
か
も
沖

朝
霧
の
八
重
山

「
言
問
は

れ
て
い
る
が
、

と
さ
れ
て
、「
八
重
に

が
歌
の
意
に
合
う
」

な
お
、
枝
に
長
い
間

か
な
う
こ
と
に
な
る

つ
ま
り
四
四
四
八
歌

隠
り
鳴
る
神
の
音
の
み
に
や
も
聞
き
渡

知
り
せ
ば
八
重
む
ぐ
ら
覆
へ
る
庭
に
玉

平
群
の
山
に

四
月
と

五
月
と
の
間

つ
に

七
重
花
咲
く

八
重
花
咲
く
と

つ
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
い
ら
っ
し
ゃ

ら
れ
る
。

は
、

つ
玉
藻
は
白
波
の
八
重
折
る
が
上
に
乱

越
え
て
呼
子
鳥
鳴
き
や
汝
が
来
る
や
ど

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

い
つ
、
ど
こ
に
と
な
る
と
よ
く
わ
か
ら

咲
く
と
な
れ
ば
ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
よ
り

と
述
べ
、
さ
ら
に
、「
ア
ジ
サ
イ
の
花

つ
い
て
い
る
の
で
、
歌
の
「
弥
つ
代
に

。
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
し
て

で
は
、
あ
じ
さ
い
が
八
重
に
咲
き
、
そ

り
な
む

（

・
二
六
五
八
）

敷
か
ま
し
を

（

・
二
八
二
四
）

に

老
い
は
て

申
し
は
や
さ
ね

（

・
三
八
八
五
）

と
、
坂
上
大

っ
て
い
な
い

七
七
三
歌
は

変
わ
る
こ
と

定
的
に
受
け

文
飾
豊
か
な

っ
て
下
さ
い
、
と

れ
て
あ
る
ら
む

（
７
・
一
一
六
八
）

も
あ
ら
な
く
に

（

・
一
九
四
一
）

こ
の
歌
に

く
こ
と
な
る

い
つ
ま
で
も

が
よ
い
の
で

偽
り
も

夢
に
だ

な
い
。

ア
ジ
サ
イ
の
ほ
う

は
終
わ
っ
て
も
、

を
い
ま
せ
」
に
も

い
い
と
思
わ
れ
る
。

の
花
が
長
く
咲
き

旅
衣
八

の
例
に
見
る

で
あ
る
。
そ

代
」
に
連
結

の
で
あ
っ
て

嬢
が
家
持
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
か
の
よ

よ
う
で
あ
る
こ
と
を
な
じ
っ
て
い
る
歌

「
も
の
を
言
わ
な
い
木
で
も
、
あ
じ
さ

な
く
長
く
咲
か
し
続
け
る
も
の
が
あ
る

止
め
、「
こ
こ
ろ
変
わ
り
し
た
お
ま
え

多
く
の
こ
と
ば
に
、
す
っ
か
り
と
欺
さ

お
け
る
諸
兄
の
あ
じ
さ
い
の
捉
え
方
と

こ
と
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
七
七

咲
き
続
け
る
あ
じ
さ
い
の
花
期
の
長
さ

あ
る
。
七
七
三
歌
の
前
に
は
、

似
付
き
て
そ
す
る
現
し
く
も
ま
こ
と
我

に
見
え
む
と
我
は
ほ
ど
け
ど
も
相
し
思

重
着
重
ね
て
寝
ぬ
れ
ど
も
な
ほ
肌
寒
し

ご
と
く
、
重
層
で
あ
る
。「
あ
ぢ
さ
ゐ

の
重
層
は
、
豊
か
さ
と
繁
栄
を
象
徴

す
る
時
、
幾
時
代
も
の
天
皇
の
御
代
の

、
重
層
の
空
間
的
の
中
に
時
間
的
な
要

（
４
・
七
七
二
）

う
に
偽
っ
て
、
実
は
相
思

が
み
え
る
。
と
す
る
と
、

い
の
よ
う
に
、
そ
の
花
を

の
に
」
と
あ
じ
さ
い
を
肯

の
、
巧
み
に
考
え
ら
れ
た

れ
て
し
ま
っ
た
」
と
嘆
じ

、
家
持
の
捉
え
方
に
大
き

三
歌
に
お
い
て
も
、
い
つ

を
想
定
し
て
理
解
す
る
の

妹
子
我
に
恋
ひ
め
や

（
４
・
七
七
一
）

は
ね
ば
う
べ
見
え
ざ
ら
む

四
二

妹
に
し
あ
ら
ね
ば

（

・
四
三
五
一
）

の
八
重
咲
く
」
の
も
同
様

し
よ
う
。
そ
れ
が
「
八
つ

重
な
り
が
時
間
的
に
な
る

素
が
含
ま
れ
て
も
い
る
。



「
言
問
は

｜

の
交

ら
れ
る
。
田
中
久

説
』
昭
和

年
３

「
相
対
す
る
の
義
の

の
義
に
も
な
る
と

に
せ
よ
、
コ
ト
が

）黄
侃
『
文
心
雕

欽
明
天
皇
紀
二

に
、
河
辺
臣
、
遂

相
欺
蔑
に
し
て
、

悉
に
河
辺
臣
瓊
缶

例
は
、
熟
字
例
な

オ
ホ
（
多
）｜
ア

（
擬
声
語
）、
サ
ヤ

（
傍
、
端
）、
ヤ
マ

以
上
、
旧
稿
の
不

で
な
く
、
十
分
に
考

を
述
べ
、
合
わ
せ
て

題
点
に
つ
い
て
私
見

注
「『
諸
弟
ら
が
練

た
も
の
と
考
え
ら
れ

ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
再
考

替
が
考
え
ら
れ
、
コ
ト
は
カ
タ
に
な
る
こ
と

美
氏
の
論
「『
言
問
は
ぬ
木
す
ら
味
狭
藍
』

月
号
）
で
は
、
コ
ト
を
「
オ
モ
カ
ツ
神
」

動
詞
で
あ
る
」
と
し
て
、
相
対
・
対
反
の

さ
れ
る
が
、
意
味
の
拡
張
が
あ
り
、
そ
れ
は

絶
縁
の
義
を
に
な
う
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
に

龍
札
記
』
に
よ
る
と
、「
風
は
文
意
、
骨
は

十
三
年
七
月
の
兵
卒
が
川
辺
臣
を
な
い
が
し

に
兵
を
引
き
て
退
き
、
急
に
野
に
営
す
。

遵
ひ
承
く
る
こ
と
有
る
こ
と
莫
し
。
鬪
将
、

等
と
其
の
隨
へ
る
婦
と
を
生
虜
に
す
」
に
見

の
で
除
外
す
る
。

ハ
（
多
）、
カ
タ
（
片
、
偏
）｜
コ
ト
（
異

ニ
｜
ソ
ヨ
ニ
、
タ
カ
｜
ト
コ
、
ハ
タ
（
辺

（
山
）｜
ヨ
モ
（
黄
泉
）、
ワ
カ
（
若
）｜
ヲ

明
を
訂
し
、
ム
ラ
ド
は
「
腎
」
の
義
と

え
ら
れ
た
文
飾
豊
か
な
多
く
の
こ
と
ば

、「
言
問
は
ぬ
木
す
ら
あ
ぢ
さ
ゐ
」
の

を
述
べ
た
。

の
村
戸
』
試
案
｜
歌
と
人
名
｜
」（『
萬
葉
』

る
の
で
あ
る
。

を
意
味
し
た
と
考
え

歌
に
つ
い
て
」（『
叙

（
記
上
）
の
カ
ツ
で
、

義
か
ら
離
反
・
絶
縁

採
ら
な
い
。
い
ず
れ

は
変
わ
り
は
な
い
。

文
辞
」
と
見
え
る
。

ろ
に
す
る
箇
所
「
是

是
に
、
士
卒
、
尽
に

自
ら
営
中
に
就
き
て
、

え
る
「
相
欺
蔑
」
の

、
殊
）、
サ
ヤ
｜
ソ
ヨ

、
縁
）｜
ホ
ト
〈
リ

コ
（
愚
）
の
よ
う
な
、

し
て
解
す
る
べ
き

と
解
す
べ
き
こ
と

句
の
解
釈
上
の
問

第

号
、
昭
和

・

本
要
」
と

見
え
、「

な
っ
た
こ

注

拙

じ
く
言
語

注

田
中

旨
の
こ
と

『
尚
書

注
す
。
ま
た
、
揚
雄
撰
『
法
言
』
孝
至
篇
に

群
言
之
祖
」
は
本
来
多
く
の
こ
と
ば
の
根
本

と
ば
が
重
ん
じ
ら
れ
た
と
い
え
る
。

論
で
は
、「
七
七
四
で
『
練
の
こ
と
ば
』
と

の
義
の
ム
ラ
ト
が
出
て
い
る
の
は
冗
長
の
感

論
文
で
は
、「
家
持
の
一
連
の
歌
の
中
で
こ

を
繰
り
返
し
て
い
る
と
見
る
の
は
不
自
然
で

』
秦
誓
に
「
予
誓
告
汝
群
言
之
首
」
と
見

四
三 「

群
言
之
長
、
徳
言
也
」
と

を
な
す
も
の
で
、
道
理
に
か

言
っ
て
い
る
そ
の
前
に
、
同

が
あ
る
」
と
考
え
た
。
ま
た
、

の
二
首
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
趣

あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

え
、
孔
安
国
伝
に
、「
衆
言
之


