
士よ

「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

一
一
九
番
歌
・
コ
ー
一
番
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

駒
　
　
木

一

一

一

敏

一

は
じ
め
に

弓
削
皇
子
、
紀
皇
女
を
思
ふ
御
歌
四
首

口
野
川
行
く
瀬
の
早
み
し
ま
し
く
も
淀
む
こ
と
な
く
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
・
一
　
▽
几
）

我
妹
子
に
恋
ひ
っ
つ
あ
ら
ず
は
秋
萩
の
咲
き
て
散
り
ぬ
る
花
に
あ
ら
ま
し

を

（
２
∴
二
○
）

夕
さ
ら
ば
潮
満
ち
来
な
む
住
吉
の
浅
香
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な

（
２
・
コ
ー
ロ

大
船
の
泊
つ
る
泊
ま
り
の
た
ゆ
た
ひ
に
物
思
ひ
痩
せ
ぬ
人
の
児
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
∴
二
二
）

　
右
は
万
葉
集
巻
二
「
相
聞
」
部
の
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
と

題
す
る
歌
群
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
巻
二
「
相
聞
」
の
巻
頭
に
は
「
磐
姫

皇
后
思
二
天
皇
・
御
作
歌
四
首
」
（
２
・
八
五
～
八
八
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
同

じ
く
四
首
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
講
義
』
は
弓
削
皇
子
の
歌
群

に
つ
い
て
、
「
以
上
四
首
ま
た
一
連
の
作
と
見
え
た
り
」
と
し
、
他
に
巻
一
の

柿
本
人
麻
呂
の
「
軽
皇
子
宿
二
于
安
騎
野
一
時
」
の
歌
の
反
歌
（
１
・
四
六
～
四

九
）
、
巻
二
の
磐
姫
皇
后
の
歌
群
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
「
起
承
転
結

の
法
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
以
来
、
二
群
の
関

連
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
題
詞
の
形
式
や

第
二
首
め
に
置
か
れ
た
歌
の
類
似
性
（
磐
姫
皇
后
歌
群
は
、
第
二
首
め
に
「
か

く
ば
か
り
恋
ひ
っ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
岩
根
し
巻
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
」

（
２
・
八
六
）
の
歌
を
置
く
）
な
ど
、
一
見
し
て
共
通
す
る
要
素
も
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
内
実
に
踏
み
込
む
と
き
、
二
つ
の
歌
群
の
あ
り
方
は
違
い
を
見
せ

て
く
る
。
も
と
も
と
、
『
講
義
』
の
連
作
説
に
批
判
的
な
見
解
（
窪
田
『
評
釈
』
、

『
全
註
釈
』
な
ど
）
も
あ
る
一
方
、
四
首
が
い
か
な
る
関
連
を
も
っ
て
一
連
を



な
す
の
か
（
ど
の
よ
う
な
配
列
の
意
図
が
見
え
る
の
か
）
の
点
に
な
る
と
、
磐

姫
皇
后
の
歌
群
ほ
ど
に
緊
密
な
構
成
を
も
た
ず
、
あ
る
い
は
配
列
の
統
一
性
に

欠
け
る
と
す
る
考
え
は
、
『
講
義
』
を
継
承
す
る
論
に
も
強
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
四
首
の
構
成
の
あ
り
方
に
絡
ん
で
く
る
こ
と
が
ら
と
し
て
、
歌
が
弓

削
皇
子
本
人
の
手
に
な
る
も
の
な
の
か
、
別
人
の
仮
託
に
よ
る
も
の
な
の
か
も
、

大
き
な
論
点
で
あ
る
。
磐
姫
皇
后
歌
群
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
仮
託
説
が
定
説
化
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
弓
削
皇
子
歌
群
の
場
合
は
仮
託
説
、
実
作
説
相
半
ば
し

て
い
る
状
況
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
解
釈
上
の
問

題
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
関
わ
っ
て
見
過
ご
せ
な
い
側
面
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

一

一

一
一
九
番
歌
の
解

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ー
巾
「
序
歌
」
と
し
て
の
形

　
第
一
首
め
（
一
一
九
番
）
は
、
吉
野
川
の
早
瀬
を
景
物
と
し
て
恋
の
思
い
を

述
べ
る
。
こ
の
歌
は
男
性
の
立
場
か
ら
の
歌
と
し
て
は
不
自
然
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
い
が
持
た
れ
る
。
そ
の
疑
念
に
こ
だ
わ
り
・
な
が
ら
、
解
釈
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
歌
を
再
び
掲
げ
る
。

　
　
吉
野
川
行
く
瀬
の
早
み
し
ま
し
く
も
淀
む
こ
と
な
く
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
・
一
　
▽
几
）

　
も
と
も
と
諸
注
の
解
釈
に
お
い
て
も
結
構
揺
れ
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

近
年
で
は
、
第
二
句
ま
で
を
序
詞
と
す
る
理
解
が
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
場
合

に
、
「
行
く
瀬
の
早
み
」
の
ミ
語
法
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
一
つ
は
「
瀬
が
早

い
の
で
」
の
よ
う
に
理
由
、
原
因
と
す
る
も
の
（
沢
浪
『
注
釈
』
）
、
も
う
一
つ

は
「
早
み
」
を
名
詞
と
見
て
、
上
二
句
を
比
喩
的
な
序
詞
と
す
る
も
の
（
『
講

義
』
、
『
古
典
文
学
大
系
』
な
ど
）
の
二
様
の
考
え
が
あ
る
。
「
早
み
」
を
本
来

の
理
由
、
原
因
を
表
わ
す
用
法
と
す
る
と
、
こ
の
句
に
示
さ
れ
た
理
由
・
原
因

に
対
応
す
る
判
断
は
第
四
・
五
句
の
「
淀
む
こ
と
な
く
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
」
の

部
分
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
全
体
は
い
き
お
い
讐
喩
歌
（
以
下
、
表
現
形
式
に

関
す
る
場
合
は
こ
の
語
を
用
い
る
）
と
し
て
寓
喩
的
に
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

け
れ
ど
も
そ
の
場
合
、
比
喩
以
前
に
、
急
流
た
る
こ
と
を
常
と
す
る
吉
野
川
に

対
し
て
「
淀
む
こ
と
な
く
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
」
と
希
求
す
る
歌
に
な
り
、
論
理

的
に
は
成
り
立
ち
之
な
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
「
早
み
」
を
名
詞
形
と
見
て
、
第

二
句
ま
で
を
吉
野
川
の
流
れ
の
速
さ
（
早
瀬
）
を
提
示
し
た
序
詞
と
見
れ
ば
、

「
し
ま
し
く
も
」
以
下
は
、
男
女
の
関
係
を
指
示
す
る
意
と
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
讐
喩
歌
と
解
す
る
場
合
ほ
ど
の
不
自
然
さ
は
感

じ
な
い
。
こ
の
序
歌
の
つ
な
ぎ
詞
は
第
四
句
の
「
淀
む
こ
と
な
く
」
で
あ
り
、

全
体
の
文
意
と
し
て
は
、
〈
吉
野
川
の
早
瀬
は
（
ち
ょ
っ
と
の
問
も
）
淀
む
こ

と
が
な
い
、
そ
の
よ
う
に
淀
む
こ
と
な
く
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
〉
の
意
と
な

る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
場
合
「
淀
む
」
の
語
が
比
喩
と
し
て
担
う
意
味
が
ど
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

な
内
容
な
の
か
は
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
多
く
の
注
釈
書
（
『
全
註
釈
』
、

『
私
注
』
、
稲
岡
『
全
注
』
な
ど
）
は
〈
二
人
の
仲
（
我
々
の
関
係
が
）
が
滞
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
〉
と
口
語
訳
し
て
い
る
が
、
『
講
義
』
に
「
我
等
の
相
見

む
こ
と
も
暫
く
も
滞
る
事
な
く
あ
り
て
ほ
し
き
も
の
な
り
」
と
し
、
窪
田
『
評

釈
』
に
「
わ
が
恋
も
障
る
こ
と
な
く
あ
つ
て
く
れ
ぬ
か
」
と
す
る
の
な
ど
は
、

少
し
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
『
新
編
全
集
』
が
こ
こ
の
「
淀
む
」
に
「
男
女
関

係
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
い
こ
と
を
表
す
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
恋
が
障
害
な

く
進
行
す
る
こ
と
を
願
う
意
味
な
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
文
脈
に
置
き
理
解
す

る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙
な
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
比
喩
表
現

は
、
比
喩
す
る
語
と
比
喩
さ
れ
る
事
柄
と
の
問
に
何
ほ
ど
か
の
ズ
レ
を
含
む
で

あ
ろ
う
か
ら
、
上
記
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
大
差
は
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ

が
、
問
題
は
さ
ら
に
別
の
所
に
あ
る

こ
の
こ
と
に
関
係
し
な
く
は
な
い
が

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
二
人
の
仲
」
に
せ
よ
「
相
見
む
こ
と
」
に
せ
よ
、

そ
れ
を
当
事
者
の
立
場
か
ら
「
淀
む
こ
と
な
く
」
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
、

あ
ま
り
に
も
他
人
任
せ
の
言
い
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
恋
の
あ
り
方

を
「
淀
む
」
の
語
を
も
っ
て
表
す
歌
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ー
②
「
淀
む
」
と
歌
う
こ
と

　
ま
ず
、
万
葉
集
中
の
動
詞
ヨ
ド
ム
が
川
の
流
れ
の
停
滞
に
関
し
て
用
い
ら
れ

る
の
は
、
次
の
二
例
と
後
掲
シ
の
前
半
（
「
松
浦
川
七
瀬
の
淀
は
淀
む
と
も
ヒ

な
ど
で
あ
る
。

ア
　
楽
波
の
志
賀

一
四

楽
波
の
志
賀
【
一
に
云
ふ
「
比
良
の
」
】
の
大
わ
だ
淀
む
（
輿
抒
六
）

と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
や
も
【
一
に
云
ふ
「
逢
は
む
と
思
へ

や
」
」

（
１
・
ご
二
、
柿
本
人
麻
呂
）

イ
　
落
ち
激
ち
流
る
る
水
の
岩
に
触
れ
淀
め
る
（
予
行
責
類
）
淀
に
月
の

　
　
　
　
影
見
ゆ
　
　
（
９
・
一
七
一
四
、
「
幸
芳
野
離
宮
時
歌
二
首
」
の
内
）

　
た
だ
し
、
ア
は
純
粋
に
流
れ
の
停
滞
の
さ
ま
を
い
う
の
で
は
な
い
。
近
江
荒

都
歌
の
第
二
反
歌
で
あ
り
、
擬
人
法
を
用
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
て
、
こ
こ

は
川
の
流
れ
の
淀
む
（
停
滞
す
る
）
こ
と
に
「
昔
の
人
」
を
待
つ
人
の
（
佇

む
）
姿
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
人
麻
呂
の
明
日
香
皇
女
へ
の
挽
歌

に
、

ウ
　
飛
島
川
柵
渡
し
せ
か
ま
せ
ば
流
る
る
水
も
の
ど
に
か
あ
ら
ま
し

　
　
　
　
【
一
に
云
ふ
、
「
水
の
淀
に
（
与
抒
示
）
か
あ
ら
ま
し
」
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
・
一
九
七
、
柿
本
人
麻
呂
）

が
あ
り
、
こ
の
異
伝
「
淀
に
」
も
、
流
れ
の
淀
む
状
態
を
い
っ
て
い
る
。
飛
鳥

川
に
「
し
が
ら
み
を
渡
し
た
な
ら
ば
、
流
れ
る
水
も
ゆ
っ
た
り
と
行
く
で
あ
ろ

う
に
」
と
い
う
の
は
、
飛
鳥
川
の
速
い
流
れ
に
皇
女
の
早
す
ぎ
る
死
を
寓
し
た
、

皇
女
の
死
を
と
ど
め
え
な
か
っ
た
こ
と
の
悔
し
さ
の
表
現
（
反
実
仮
想
）
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
の
ヨ
ド
ニ
は
時
間
の
流
れ
の
停
滞
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

稲
岡
『
全
注
』
に
「
よ
ど
に
」
に
注
し
て
、
「
水
が
淀
む
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う

｜

｜



に
、
の
意
。
こ
の
形
は
、
『
の
ど
に
』
の
場
合
よ
り
も
、
川
に
即
し
す
ぎ
て
皇

女
の
死
を
寓
す
る
に
は
理
に
落
ち
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
人
麻
呂
は
本
文
の
よ

う
に
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
残
る
十
余
例
ほ
ど
の
大
半
は
、
川
の
流
れ
の
淀
む
こ
と
を
男
女
の
恋
の

関
係
の
比
喩
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
比
喩
の
内
容
を
見
て
み
る

と
、
男
の
訪
れ
が
途
絶
え
が
ち
に
な
る
意
と
相
手
へ
の
思
い
が
た
ゆ
む
（
薄
れ

る
）
意
と
の
、
二
つ
の
場
合
に
ほ
ぼ
収
ま
る
。
Ｔ
、
Ｈ
に
分
け
て
例
示
し
よ
う
。

　
Ｔ
　
男
の
訪
れ
が
途
絶
え
る
こ
と
を
い
う
ヨ
ド
ム

エ
　
絶
え
ず
行
く
飛
鳥
の
川
の
淀
め
ら
ば
故
し
あ
る
ご
と
人
の
見
ま
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
∴
三
七
九
、
彗
｛
喩
歌
｝

オ
　
言
速
く
は
中
は
淀
ま
せ
水
無
し
川
絶
ゆ
と
い
ふ
こ
と
を
あ
り
こ
す
な

ゆ
め

（
1
1
・
二
七
コ
ー
、
寄
物
陳
思
）

カ
　
梓
弓
末
の
中
頃
淀
め
り
し
君
に
は
逢
ひ
ぬ
嘆
き
は
止
ま
む

（
1
2
・
二
九
八
八
、
寄
物
陳
思
）

キ
　
湊
入
り
の
葦
分
け
小
舟
障
り
多
み
今
来
む
我
を
淀
む
と
思
ふ
な

【
或
本
の
歌
に
曰
く
「
湊
入
り
に
葦
分
け
小
舟
障
り
多
み
君
に
逢
は

ず
て
年
そ
経
に
け
る
」
］
　
　
　
　
　
（
1
2
・
二
九
九
八
、
寄
物
陳
思
）

ク
　
洗
ひ
衣
取
替
川
の
川
淀
の
淀
ま
む
心
思
ひ
か
ね
つ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
・
三
〇
▽
几
、
寄
物
陳
思
）

ケ
　
ね
も
こ
ろ
に
思
ふ
我
妹
を
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
淀
む
頃
か
も

　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
・
三
一
〇
九
、
問
答
）

　
コ
　
初
花
の
散
る
べ
き
も
の
を
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
淀
む
頃
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
・
六
三
〇
、
佐
伯
赤
麻
呂
）

　
サ
　
夏
葛
の
絶
え
ぬ
使
の
淀
め
れ
ば
事
し
も
あ
る
ご
と
思
ひ
つ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
・
六
四
九
、
坂
上
郎
女
）

Ｈ
　
相
手
へ
の
思
い
が
薄
れ
る
こ
と
を
い
う
ヨ
ド
ム

ン
　
松
浦
川
七
瀬
の
淀
は
淀
む
と
も
我
は
淀
ま
ず
（
与
騰
麻
受
）
君
を
し

待
た
む

（
５
・
八
六
〇
）

ス
　
玉
藻
刈
る
井
堤
の
柵
薄
み
か
も
恋
の
淀
め
る
（
余
抒
女
留
）
我
が
心

　
　
　
　
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
１
１
・
二
七
二
Ｉ
、
寄
物
陳
思
）

　
右
の
Ｔ
の
群
に
は
、
ヨ
ド
ム
の
語
を
比
喩
的
文
脈
に
用
い
た
も
の
（
エ
・

カ
ー
キ
ー
ク
）
と
単
独
で
用
い
た
も
の
（
ケ
、
コ
ー
サ
）
と
が
あ
る
が
、
比
喩

的
表
現
（
序
歌
的
な
も
の
が
多
い
）
の
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
「
水
無
し

川
－
絶
ゆ
」
の
比
喩
と
響
き
合
っ
て
「
中
は
淀
ま
せ
」
と
表
現
さ
れ
る
オ
は
、

中
間
的
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
Ｈ
よ
り
も
Ｉ
の
タ
イ
プ
が
圧
倒
的
に
優

位
で
あ
る
こ
と
は
、
ヨ
ド
ム
の
語
が
川
の
流
れ
の
淀
む
こ
と
を
恋
愛
関
係
の
比

喩
と
し
て
用
い
た
即
物
的
表
現
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
掲

げ
た
歌
の
な
か
に
は
そ
の
意
味
の
曖
昧
な
も
の
、
解
釈
が
微
妙
に
異
な
る
も
の

も
あ
る
か
ら
、
そ
の
幾
首
か
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
ヨ
ド
ム
が
意
味
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
男
の
訪
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

（
通
う
こ
と
）
の
途
絶
え
る
、
間
遠
に
な
る
こ
と
が
ョ
ド
ム
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
歌
い
手
、
も
し
く
は
歌
い
か
け
ら
れ
た
相
手
の
性
別
が
明
ら
か
な
事
例

に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
カ
は
「
淀
め
り
し
君
に
は
逢
ひ
ぬ
」
と
あ
り
ノ
詠
み

手
は
女
性
で
あ
る
。
〈
こ
の
と
こ
ろ
訪
れ
の
な
か
っ
た
あ
な
た
に
お
逢
い
で
き

ま
し
た
。
も
う
た
め
息
を
つ
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
〉
と
思
い
を
吐
露
す
る

歌
で
、
ョ
ド
ム
は
男
の
訪
れ
の
状
態
を
い
う
。
サ
は
坂
上
郎
女
の
歌
で
、

相
見
ず
て
日
長
く
な
り
ぬ
こ
の
頃
は
い
か
に
幸
く
や
い
ふ
か
し
我
妹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
・
六
四
八
、
大
伴
駿
河
麻
呂
）

へ
の
返
歌
で
あ
る
。
左
注
に
「
右
、
坂
上
郎
女
は
佐
保
大
納
言
卿
（
安
麻
呂

を
指
す
）
の
女
な
り
。
駿
河
麻
呂
は
高
市
大
卿
（
大
伴
御
行
を
指
す
）
の
孫

な
り
・
。
両
卿
は
兄
弟
の
家
、

列
う
ま
ご
　
　
を
ば
を
ひ
　
　
う
が
ら

　
孫
は
姑
姪
の
族
な
り
・
。
こ
こ
を
以
て
、
歌

を
題
り
て
送
答
し
、
起
居
を
相
問
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
叔
母
と
甥
の
関
係
に

あ
る
二
人
に
よ
る
起
居
相
聞
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ド
ム
は
男
＝
駿
河
麻
呂
の
使
者

の
途
絶
え
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ケ
ー
コ
は
男
性
の
歌
で
、
共
通
し
て
「
人
言
の
繁
き
に

よ
り
て
ヨ
ド
ム
こ
ろ
か
も
」
と
い
う
。
男
性
側
が
人
言
を
気
に
し
て
恋
人
の
も

と
に
通
う
の
を
自
制
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ヨ
ド
ム
は
基
本
的
に
相
手
の
男
性
（
そ
の
使
者
）
の

訪
れ
が
途
絶
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
語
彙
の
上

で
は
性
別
を
示
す
こ
と
の
な
い
オ
・
ク
に
つ
い
て
も
、
オ
は
〈
噂
が
激
し
い
の

一

　ｌ．

ノペ

な
ら
、
今
は
訪
れ
が
途
切
れ
て
も
構
わ
な
い
（
け
れ
ど
も
、
途
絶
え
る
こ
と
は

な
い
よ
う
に
し
て
ね
）
〉
と
相
手
を
気
遣
う
女
の
歌
で
、
ク
は
〈
淀
む

通

う
の
を
疎
か
に
す
る
ー
よ
う
な
気
持
ち
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
〉
と
い
う
男
の

意
思
を
表
明
し
た
歌
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
ク
に
つ
い
て
は
、
『
古
典

集
成
』
が
女
の
立
場
の
歌
と
し
、
『
釈
注
』
が
男
女
ど
ち
ら
の
立
場
で
も
可
能

と
す
る
な
ど
、
な
お
問
題
を
残
し
て
い
る
）
。

同
じ
よ
う
に
キ
も
〈
障
害
が
多
い
の
で
や
っ
と
今
（
こ
れ
か
ら
）
逢

い
に
通

っ
て
い
け
る
私
を
、
訪
ね
て
来
な
い
な
ど
と
思
わ
な
い
で
ほ
し
い
〉
と
弁
明
す

る
男
の
歌
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
う
す
る
と
、
異
伝
の
「
君
に
逢
は
ず

て
年
そ
経
に
け
る
」
は
女
性
の
側
か
ら
の
発
想
で
あ
る
か
ら
、
本
文
歌
と
主
体

（
詠
み
手
）
の
立
場
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
野
『
全

注
』
が
「
本
歌
と
上
三
句
が
同
一
で
あ
る
だ
け
で
、
別
の
歌
で
あ
る
。
本
歌
は

男
の
歌
、
或
本
の
歌
は
女
の
歌
」
と
断
じ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、

問
答
歌
か
類
似
歌
と
し
て
並
ん
で
い
た
も
の
の
片
方
が
異
伝
と
見
誤
ら
れ
た
よ

う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

エ
の
歌
の
み
は
詠
み
手
が
確
定
で
き
な

い
。
「
絶
え
ず
行
く
飛
鳥
の
川
の
淀

め
ら
ば
」
の
序
詞
の
部
分
は
、
男
の
訪
れ
の
途
絶
之
を
い
う
と
し
て
、
「
故
し

も
あ
る
ご
と
人
の
見
ま
く
に
」
（
何
か
訳
が
あ
る
の
か
と
人
が
見
咎
め
る
で
あ

ろ
う
に
）
と
第
三
者
を
気
に
す
る
者
は
、
男
で
も
女
で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。
類
歌
関
係
に
あ
る
坂
上
郎
女
の
サ
の
場
合
は
、
そ
の
主
体
は
郎
女
（
女

｜



性
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本
歌
に
及
ぼ
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
　
　
あ
る
。

　
以
上
、
ヨ
ド
ム
が
Ｔ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
ヨ
ド
ム
の
主
体
は
男

で
あ
る
こ
と
、
恋
愛
の
障
害
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
確
認

　
次
に
、
Ｈ
の
〈
思
い
が
た
ゆ
む
〉
意
を
表
す
二
例
に
つ
い
て
確
か
め
よ
う
。

シ
は
巻
五
の
「
遊
二
松
浦
河
・
序
」
を
持
つ
歌
群
中
の
「
娘
等
の
更
に
報
ふ
る

歌
」
の
一
つ
で
、
「
七
瀬
の
淀
」
と
対
比
し
て
「
我
は
淀
ま
ず
」
と
歌
う
。
川

の
淀
瀬
を
景
物
と
し
て
恋
の
思
い
を
述
べ
る
即
物
的
表
現
は
Ｔ
の
幾
つ
か
の
例

に
等
し
い
が
、
こ
の
場
合
は
歌
い
手
は
女
性
（
の
立
場
）
で
あ
る
か
ら
、
〈
私

は
思
慕
す
る
気
持
を
ゆ
る
め
ず
に
あ
な
た
を
お
待
ち
し
ま
す
〉
と
、
自
分
の
意

思
の
強
さ
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
ス
は
、
「
井
堤
の
し
が
ら
み
」

（
＝
恋
の
障
害
）
が
少
な
い
の
で
恋
心
も
さ
め
て
き
た
と
い
う
。
「
恋
の
淀
め

る
」
の
表
現
に
よ
っ
て
、
ヨ
ド
ム
の
は
相
手
に
対
す
る
恋
慕
の
念
で
あ
る
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
歌
は
そ
う
い
う
白
身
の
心
の
動
き
を
深
く
内
省
し
て

い
る
。
詠
み
手
は
男
女
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ど
の
よ
う
な

状
況
で
の
も
の
な
の
か
、
「
こ
の
よ
う
な
醒
め
た
心
境
は
相
聞
歌
と
し
て
大
変

珍
し
い
」
（
『
釈
注
』
）
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
Ｈ
の
ヨ
ド
ム
は
詠
み
手
の
側
か
ら
相
手
へ
の
思
い
が
薄
れ
る
こ

と
（
一
途
で
な
く
な
る
こ
と
）
を
い
っ
て
い
る
。
ヨ
ド
ム
こ
と
を
歌
う
相
聞
歌

の
中
で
そ
の
主
語
が
「
相
手
へ
の
思
い
」
と
な
る
確
実
な
例
は
、
こ
の
二
つ
で

　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ー
㈲
　
助
動
詞
「
コ
ス
」
の
希
求
表
現

　
さ
て
当
該
の
ヨ
ド
ム
は
、
男
性
の
側
か
ら
、
吉
野
川
の
流
れ
を
比
喩
と
し
て
、

「
淀
む
こ
と
な
く
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
」
と
願
っ
て
い
る
。
ヨ
ド
ム
が
相
手
の
も

と
に
通
う
意
の
場
合
は
主
語
が
男
性
に
な
る
か
ら
、
弓
削
皇
子
を
歌
い
手
と
す

る
今
の
場
合
は
そ
の
類
型
に
は
当
た
ら
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
こ
の
ヨ
ド
ム
の

主
語
が
「
二
人
の
関
係
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
〈
我
々
の
関
係
が
淀
む
こ
と
な

く
続
い
て
ほ
し
い
〉
と
い
う
ほ
ど
の
意
と
な
り
、
他
人
任
せ
の
傍
観
的
表
現
と

な
っ
て
し
ま
う
。
も
と
も
と
、
助
動
詞
「
コ
ス
」
は
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
に
「
～
し
て
く
れ
と
、
相
手
に
希
望
す
る
意
」
と
す
る
よ
う
に
、
話

し
手
が
相
手
や
対
象
に
む
か
っ
て
希
求
す
る
意
味
の
語
で
あ
る
。

　
　
ソ
　
梅
の
花
今
咲
け
る
ご
と
散
り
過
ぎ
ず
我
が
家
の
園
に
あ
り
こ
せ
（
許

世
）
ぬ
か
も

（
５
・
ハ
ー
六
、
筑
前
守
山
上
大
夫
）

夕
　
梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
ひ
だ
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ

　
　
　
　
（
許
曾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
・
八
五
二
、
後
追
二
和
梅
歌
し

　
ソ
で
は
、
歌
い
手
が
梅
の
花
に
対
し
て
〈
散
ら
ず
に
園
に
在
り
続
け
て
欲
し

号
と
希
求
し
、
夕
で
は
、
夢
に
現
れ
た
梅
の
花
が
夢
を
見
た
歌
い
手
に
対
し

て
〈
私
は
風
流
を
自
認
し
て
い
る
花
だ
か
ら
、
ど
う
か
酒
に
浮
か
べ
て
欲
し

号
と
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
コ
セ
」
（
「
ア
リ
コ
セ
ヒ
に
よ
っ
て
希
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

さ
れ
る
も
の
は
、
咲
く
花
が
そ
の
ま
ま
散
ら
ず
に
あ
る
こ
と
（
５
・
ハ
ー
六
）
、

夜
の
長
さ
が
そ
の
ま
ま
続
く
こ
と
（
４
・
五
四
六
、
歌
の
掲
出
は
省
略
）
、
そ

し
て
相
手
の
命
の
存
続
す
る
こ
と
（
六
・
一
〇
二
四
、
同
上
）
な
ど
、
い
ず
れ

も
話
し
手
の
関
与
し
な
い
現
象
・
状
態
な
ど
で
あ
る
。
恋
す
る
男
女
の
関
係
に

つ
い
て
い
う
例
が
先
掲
オ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
女
性
が
男
性
に
希
求
す
る
形
で

あ
る
。
話
し
手
の
意
志
が
及
ば
な
い
事
象
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
願
望
表
現
が
成

り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
を
含
む
二
人
の
あ
り
方
（
関
係
）
に

対
し
て
用
い
る
の
は
異
例
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
当
該
歌
の
場
合
、
ヨ
ド
ム
の
主
語
は
「
二
人
の
関
係
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
λ

ド
ム
の
義
を
Ｔ
の
ケ
ー
ス
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
徹
底
す
る
と
、

男
の
立
場
か
ら
の
歌
と
い
う
、
こ
の
歌
自
体
の
表
現
の
あ
り
方
が
成
り
立
だ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
以
上
に
見
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
歌
は
も
と
も
と
相
手

の
絶
え
間
な
き
訪
れ
を
切
望
す
る
女
性
の
立
場
か
ら
の
表
現
類
型
に
属
す
る
も

の
を
、
男
性
の
立
場
か
ら
詠
み
変
え
た
も
の
と
す
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
首
の
連
作
の
中
で
は
、
述
べ
き
た
っ
た
よ
う

に
、
〈
あ
な
た
の
思
い
が
障
害
に
妨
げ
ら
れ
て
薄
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
〉

と
い
う
く
ら
い
の
意
味
を
も
っ
て
構
成
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

な
く
「
あ
な
た
の
（
私
へ
の
）
思
い
」
と
し
て
理
解
す
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
　
　
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。
今
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
と
思
う
が
、
ヨ
ド
ム
を
相
手

の
思
い
が
薄
れ
る
意
で
用
い
る
例
も
実
は
な
い
の
で
あ
る
。
先
述
の
『
講
義
』

の
よ
う
な
解
か
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
解
は
、
す
で
に

契
沖
『
代
匠
記
（
精
撰
本
）
』
に
「
我
が
人
を
ヲ
思
フ
心
モ
彼
早
瀬
二
劣
ラ
ヌ

ヲ
、
ナ
ト
逢
フ
コ
ト
ノ
ヨ
ト
ミ
カ
チ
ナ
ル
ラ
ム
。
ア
（
レ
彼
水
ノ
流
レ
ツ
ク
ヤ

ウ
ニ
、
逢
見
ル
コ
ト
モ
継
テ
有
（
ヤ
ト
ナ
リ
」
（
傍
線
引
用
者
）
と
あ
る
と
こ

ろ
で
、
前
半
の
傍
線
部
の
よ
う
な
意
味
を
補
う
の
は
、
ヨ
ド
ム
の
原
義
を
意
識

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
全
釈
』
に
、
「
芳
野
川
ノ
流
レ
ル
瀬
ガ
早

イ
ノ
デ
、
少
シ
ノ
間
モ
淀
ム
コ
ト
ノ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
、
私
モ
ア
ナ
タ
ヲ
暫
時
モ
絶

エ
ズ
ニ
、
通
ツ
テ
逢
ヒ
タ
イ
モ
ノ
デ
ス
ヨ
」
（
傍
線
原
文
）
と
し
た
の
も
、
ヨ

三
　
コ
ー
一
番
歌
の
解

　
　
　
　
　
　
　
三
－
①
「
玉
藻
刈
る
」
と
歌
う
こ
と

　
も
う
一
首
、
歌
群
の
第
三
首
（
一
二
Ｉ
番
）
も
そ
の
表
現
の
あ
り
方
（
比
喩

の
内
実
）
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
問
題
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と

き
、
冒
頭
に
触
れ
た
歌
群
の
伝
来
（
来
歴
）
の
一
面
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
も
う
コ
院
歌
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
夕
さ
ら
ば
潮
満
ち
来
な
む
住
吉
の
浅
香
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
∴
ニ
ロ

　
こ
の
歌
は
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
都
人
が
物
珍
し
い
海
浜
の
景
を
詠
ん



だ
内
容
で
あ
る
。
「
住
吉
の
浅
香
（
鹿
）
の
浦
」
は
、
住

市
浅
香
山
町
付
近
と
さ
れ
、
巻
十
一
の
寄
物
陳
思
歌
に
は

、　士

口
区
浅
香
町
及
び
堺
　
　
が
し
ば
し
ば
女
性
と
契
る
、
約
束
す
る
こ
と
の
比
喩
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
藻
の
場
合
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
例
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
行
き
て
見
て
来
れ
ば
恋
し
き
浅
香
潟
山
越
し
に
置
き
て
寝
ね
か
て
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
・
二
六
九
八
）

と
歌
わ
れ
、
い
と
し
い
思
い
人
の
比
喩
に
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
心
引
か
れ

る
景
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
よ
う
な
覇
旅
歌
の
発
想

に
な
る
歌
が
「
紀
皇
女
を
思
ふ
」
歌
群
に
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
何
か
し
か
恋
の

あ
り
方
が
託
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
歌
意
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
契
沖
が

「
此
歌
（
讐
喩
ナ
リ
。
夕
塩
ノ
満
来
レ
（
、
玉
モ
ノ
刈
ラ
レ
サ
ル
コ
ト
ク
、
程

過
ナ
（
障
出
来
テ
、
逢
カ
タ
キ
事
モ
有
ヌ
ヘ
シ
。
塩
干
ノ
程
二
玉
藻
刈
ヤ
ウ
ニ
、

早
逢
（
ヤ
ト
ナ
リ
」
（
『
代
匠
記
　
精
撰
本
』
）
と
述
べ
た
こ
と
に
尽
く
さ
れ
て

い
る
。
海
藻
を
刈
る
こ
と
に
恋
の
あ
り
方
を
寓
喩
し
た
讐
喩
歌
と
し
て
理
解
さ

れ
、
特
に
そ
れ
で
問
題
は
な
い
。
そ
の
際
に
、
皇
子
の
作
か
仮
託
の
作
か
が
問

題
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
表
現
の
あ
り
方
か
ら

し
て
、
お
そ
ら
く
本
人
の
作
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
歌
は

旅
の
歌
の
類
型
表
現
を
恋
の
比
喩
と
し
て
転
じ
、
再
解
釈
し
た
も
の
と
考
え
る

の
が
よ
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
整
理
し
た
上
で
、
表
現
に
即
し

て
そ
の
特
異
な
点
を
考
察
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
「
玉
藻
（
海
藻
）
」
を
「
刈
る
」
こ
と
が
〈
女
性
と
契
る
〉
こ
と
の
比

喩
と
な
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
相
聞
歌
で
は
、
植
物
を
刈
る
（
折
る
）
こ
と

　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

Ｘ
’
〇

Ｌ
ｖ　

一
方
、
玉
藻
（
を
刈
る
こ
と
）
と
恋
愛
、
も
し
く
は
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
の

結
び
つ
き
に
つ
い
て
確
認
す
れ
ば
、
玉
藻
を
刈
る
の
は
多
く
「
海
人
娘
子
」
の

仕
事
で
あ
る
こ
と
や
、
玉
藻
が
共
寝
の
姿
態
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

な
ど
（
多
田
一
臣
「
な
び
く
」
古
代

詠
む
Ｈ
』
、
▽
几
八
九
年
、
桜
楓
社
）

｀　舌五

四
誌
刊
行
会
編
『
古
代
語
誌
　
古
代
語
を

　
玉
藻
は
一
面
で
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
結

び
つ
き
や
す
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
讐
喩
歌
や
寄
物
陳
思
歌
な
ど
、
物
に
寄

せ
る
表
現
に
お
い
て
海
藻
を
女
性
の
比
喩
と
す
る
の
は
、
巻
七
「
讐
喩
歌
」
の

「
寄
し
洪
」
の
歌
群
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
チ
　
潮
満
て
ば
入
り
ぬ
る
磯
の
草
な
れ
や
見
ら
く
少
な
く
恋
ふ
ら
く
の
多

　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
二
三
九
四
）

ツ
　
沖
つ
波
寄
す
る
荒
磯
の
名
告
り
藻
は
心
の
う
ち
に
疾
と
な
れ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
・
一
三
九
五
）

ア
　
紫
の
名
高
の
浦
の
名
告
り
藻
の
磯
に
亦
か
む
時
待
つ
我
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
∴
三
九
六
）

　
卜
　
荒
磯
越
す
波
は
恐
し
し
か
す
が
に
海
の
玉
藻
の
憎
く
は
あ
ら
ず
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
∴
三
九
七
）

ツ
の
「
名
告
り
藻
」
は
女
性
の
比
喩
で
は
な
く
、
「
相
手
が
口
止
め
し
た
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

葉
」
の
意
（
『
新
編
全
集
』
）
と
も
解
さ
れ
る
が
、
他
の
三
首
は
海
藻
を
女
性
の

比
喩
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
玉
藻
刈
る
」
こ
と
を
女
性
と
契
る
こ

と
の
比
喩
と
し
た
確
か
な
事
例
と
な
る
と
見
当
た
ら
な
い
。
当
該
歌
の
場
合
、

何
か
特
殊
な
脈
絡
が
あ
っ
て
、
玉
藻
を
刈
る
こ
と
が
女
性
と
契
る
こ
と
の
比
喩

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
・
え
よ
う
。
例
え
ば
、
同
じ
浅
香
を
詠
ん
だ
前
掲

の
「
行
き
て
見
て
来
れ
ば
恋
ひ
き
浅
香
潟
」
言
‥
１
１
・
二
六
九
八
）
の
「
浅
香
」

（
原
文
「
朝
香
ビ
の
語
に
つ
い
て
、
早
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
〈
妻
問

い
か
ら
帰
っ
て
来
た
朝
〉
と
の
連
想
（
『
略
解
』
に
「
初
二
句
は
往
て
妹
を
見

て
、
帰
来
れ
ば
恋
し
き
と
言
ふ
に
て
、
朝
の
序
の
み
也
」
と
あ
る
）
な
ど
が
想

起
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
当
該
歌
の
場
合
に
は
そ
の
イ
メ
九
ン
に
も
結
び
つ
き
に

く
い
。

　
い
っ
た
い
に
、
玉
藻
を
刈
る
こ
と
を
歌
う
の
は
覇
旅
歌
に
多
く
、
そ
の
内
容

は
新
鮮
な
旅
先
の
光
景
と
し
て
の
海
人
の
行
為
で
あ
っ
た
り
、
旅
人
自
ら
の
物

珍
し
さ
や
家
庖
を
求
め
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　
　
ナ
　
釧
つ
く
答
志
の
崎
に
今
日
も
か
も
大
宮
人
の
玉
藻
刈
る
ら
む

（
１
・
四
一
、
柿
本
人
麻
呂
）

二
　
名
寸
隅
の
　
船
瀬
ゆ
見
ゆ
る
　
淡
路
島
　
松
帆
の
浦
に
　
朝
凪
に

　
　
玉
藻
刈
り
つ
つ
　
夕
凪
に
　
藻
塩
焼
き
つ
つ
　
海
人
娘
子
　
在
り
と

　
　
　
は
聞
け
ど
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
・
九
三
五
、
笠
金
村
）

ナ
は
、
伊
勢
の
地
に
行
幸
し
た
大
宮
人
た
ち
が
今
頃
は
答
志
島
あ
た
り
で
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

藻
を
刈
り
つ
つ
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
都
の
留
守
を
守
る
官
人
が

思
い
や
る
歌
、
二
は
、
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
の
「
播
磨
国
、
印
南
野
に
幸

す
」
時
の
歌
で
、
松
帆
の
浦
に
玉
藻
を
刈
り
、
藻
塩
焼
く
海
人
娘
子
た
ち
を
実

地
に
見
た
い
と
願
う
歌
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
も
、
当
該
歌
と
よ
く
似

た
構
成
を
も
つ
の
は
、
す
で
に
諸
注
の
指
摘
す
る
次
の
二
首
で
あ
る
。

　
　
ヌ
　
時
つ
風
吹
く
べ
く
な
り
ぬ
香
椎
潟
潮
干
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
九
五
八
、
小
野
老
）

　
　
ネ
　
時
つ
風
吹
か
ま
く
知
ら
に
阿
胡
の
海
の
朝
明
の
潮
に
玉
藻
刈
り
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
∴
一
五
七
、
摂
津
作
）

　
い
ず
れ
も
「
時
つ
風
」
（
定
ま
っ
た
時
分
に
吹
く
風
）
が
吹
い
て
こ
な
い
う

ち
に
玉
藻
を
刈
ろ
う
と
歌
う
。
ヌ
は
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
冬
十
一
月
に
大

宰
府
の
官
人
た
ち
が
香
椎
廟
を
参
拝
し
た
折
の
も
の
、
ネ
は
覇
旅
の
作
で
あ
る

か
ら
、
共
通
し
て
旅
人
が
家
庖
と
し
て
海
草
を
刈
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

　
当
該
歌
は
、
歌
の
趣
旨
や
文
の
構
成
に
お
い
て
右
の
二
首
に
ほ
と
ん
ど
等
し

い
。
急
い
で
玉
藻
を
刈
る
こ
と
の
理
由
に
右
の
二
首
が
「
時
つ
風
の
吹
く
こ

と
」
を
あ
げ
る
の
に
対
し
、
当
該
歌
が
「
潮
の
満
ち
る
こ
と
」
を
あ
げ
る
の
が

異
な
る
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
当
該
歌
は
海
浜
の
景
に
向
き
合
う
と
こ
ろ

で
も
の
さ
れ
た
覇
旅
歌
の
類
型
に
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
三
－
㈲
「
上
ア
ナ
」
の
勧
誘
表
現

　
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
お
け
る
終
助
詞
「
ナ
」
が
、
話
し

手
か
ら
集
団
員
（
仲
間
）
に
向
か
っ
て
発
想
さ
れ
る
文
脈
の
な
か
で
勧
誘
の
意

を
担
う
点
で
あ
る
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
上
代
編
』
に
「
自
己
（
あ
る
い

は
自
分
た
ち
）
の
行
動
の
実
現
を
希
望
し
、
あ
る
い
は
そ
の
意
志
を
も
つ
」
と

い
い
、
『
新
編
全
集
』
に
は
「
ナ
は
話
し
手
一
人
だ
け
の
意
志
に
も
聞
き
手
に

向
っ
て
の
勧
誘
に
も
用
い
る
終
助
詞
」
（
８
∴
六
四
六
条
）
と
す
る
。
こ
と

に
当
該
歌
や
ヌ
ー
ネ
は
、
対
詠
的
文
脈
の
な
か
で
、
「
上
ア
ナ
」
の
勧
誘
的
用

法
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヌ
の
歌
に
即
し
て
み
る
と
、
そ
の
題
詞
に

は
「
大
宰
の
官
人
等
、
香
椎
の
廟
を
拝
み
奉
り
、
詑
は
り
・
て
退
り
帰
る
時
に
、

馬
を
香
椎
の
浦
に
駐
め
て
、
　
各
　
懐
を
述
べ
て
作
る
歌
」
と
あ
っ
て
、
冒

頭
に
長
官
大
伴
旅
人
の

い
ざ
子
ど
も
香
椎
の
潟
に
白
た
へ
の
袖
さ
へ
濡
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
・
九
五
七
、
帥
大
伴
卿
）

が
あ
る
。
小
野
老
の
ヌ
は
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
旅
人
歌
が
〈
朝
菜
を

摘
も
う
で
は
な
い
か
〉
（
「
イ
ザ
…
…
・
ァ
ム
」
）
と
呼
び
か
け
た
の
に
対
し
て
、

老
歌
が
〈
玉
藻
を
刈
っ
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
よ
〉
（
「
（
イ
ザ
）
…
…
・
ァ
ナ
ヒ
と

応
じ
て
、
二
つ
は
勧
誘
的
文
型
に
よ
り
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
集
団
を
背

景
に
す
る
問
答
で
あ
る
。
ネ
も
巻
七
の
「
摂
津
に
て
作
る
」
の
小
題
に
括
ら
れ

た
覇
旅
歌
で
あ
る
か
ら
、
「
玉
藻
刈
り
て
な
」
の
表
現
は
、
個
人
の
願
望
と
い

　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

う
よ
り
歌
い
手
が
旅
を
す
る
仲
間
に
向
か
っ
て
誘
い
か
け
た
も
の
と
理
解
す
る

の
が
自
然
で
あ
る
。

　
そ
し
て
当
該
歌
も
、
夕
刻
に
な
る
と
潮
が
満
ち
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
（
「
夕

さ
ら
ば
潮
満
ち
来
な
む
士
、
そ
れ
ま
で
に
玉
藻
を
刈
り
取
っ
て
し
ま
お
う
よ

（
「
玉
藻
刈
り
・
て
な
ビ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
類
型
の
二
首
と
ほ
ぼ
趣
旨
は
同

じ
で
あ
り
、
歌
い
手
が
旅
を
共
に
す
る
仲
間
に
呼
び
か
け
た
趣
き
の
表
現
と
見

る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
終
助
詞
「
ナ
」
が
完
了
の
ツ
と
接
合
し
て

「
上
ア
ナ
」
と
い
う
形
を
と
る
例
を
あ
げ
て
み
た
い
（
右
の
ヌ
ブ
不
は
除
く
）
。

ノ
　
君
が
代
も
我
が
代
も
知
る
や
岩
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な

（
１
・
一
〇
、
中
皇
命
）

八

梅
の
花
今
盛
り
な
り
思
ふ
ど
ち
か
ざ
し
に
し
て
な
今
盛
り
な
り
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
・
八
二
〇
、
筑
後
守
葛
井
大
夫
）

　
ヒ
　
白
た
へ
の
君
が
下
紐
我
さ
へ
に
今
日
結
び
て
な
逢
は
む
日
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
こ
二
八
一
、
悲
別
歌
）

＊
フ
　
妹
が
門
い
や
遠
そ
き
ぬ
筑
波
山
隠
れ
ぬ
ほ
と
に
袖
は
振
り
・
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
∴
二
三
八
九
、
常
陸
国
東
歌
）

＊
へ
　
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
饒
石
川
清
き
瀬
ご
と
に
水
占
延
へ
て
な

（
1
7
・
四
〇
二
八
、
大
伴
家
持
）

　
　
　
　
　
　
乙
　
　
－

＊
ホ
　
渡
る
日
の
か
げ
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な
清
き
そ
の
道
ま
た
も
会
は
む
た

一

一

一

｜



　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

　
　
　
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
・
四
四
六
八
、
大
伴
家
持
）

　
ノ
～
ヒ
は
明
ら
か
に
勧
誘
の
意
味
で
あ
る
。
ノ
に
つ
い
て
は
、
場
を
同
じ
く

す
る
「
我
が
背
子
は
仮
庵
作
ら
す
草
な
く
は
小
松
が
下
の
草
を
刈
ら
さ
ね
」

（
一
回
が
誂
え
の
「
ネ
」
を
も
っ
て
対
詠
的
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
証

と
な
る
。
（
は
梅
花
の
宴
と
い
う
集
団
的
な
場
で
の
も
の
で
あ
る
。
「
思
ふ
ど

ち
」
Ｔ
心
の
通
い
あ
う
仲
間
）
へ
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
対
詠
性
が
、
「
か
ざ
し

に
し
て
な
」
の
語
勢
で
あ
ろ
う
。
ヒ
は
、
「
君
が
下
紐
」
を
結
ぶ
と
い
う
行
為

に
関
し
て
い
る
た
め
、
一
見
勧
誘
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
我
さ
へ
に
」

（
吾
サ
ヘ
手
ヲ
添
ヘ
テ
ー
井
上
『
新
考
』
）
と
あ
る
か
ら
勧
誘
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
残
る
フ
～
ホ
（
＊
印
）
は
歌
い
手
の
願
望
の
表
現
と
見
る
ほ
か
は

な
い
が
（
フ
、
へ
に
は
集
団
を
背
負
っ
た
表
現
の
場
が
想
定
さ
れ
な
く
も
な

い
）
、
前
掲
ヌ
ー
ネ
を
含
め
て
、
「
土
ア
ナ
」
の
事
例
の
過
半
が
勧
誘
の
意
味
を

明
確
に
し
て
い
る
傾
向
は
、
当
該
の
歌
の
解
釈
に
と
っ
て
も
見
過
ご
し
え
な
い

こ
と
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
「
ナ
」
の
単
独
形
で
も
勧
誘
的
な
用
法
は
存
在
す
る
。

マ
　
熟
田
津
に
船
乗
り
・
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で

な|

（
１
・
八
、
額
田
王
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
や
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

々
へ
　
　
梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
を
薇
に
し
つ
つ
遊
び
暮
ら
さ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
・
八
二
五
、
土
氏
百
村
）

ム
　
秋
風
は
涼
し
く
な
り
ぬ
馬
並
め
て
い
ざ
見
に
行
か
な
萩
の
花
見
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
・
二
Ｉ
○
三
）

　
　
　
＊
他
に
、
1
7
・
三
九
五
四
、
1
7
・
三
九
七
三
、
９
∴
六
八
七
な
ど

　
マ
は
集
団
に
向
か
い
こ
れ
を
統
率
す
る
ご
と
き
意
志
を
担
い
、
ミ
は
梅
花
の

宴
の
場
の
雰
囲
気
を
体
し
な
が
ら
そ
の
気
持
ち
を
代
弁
し
、
ム
は
感
動
詞
「
イ

ザ
」
と
共
起
し
て
、
集
団
員
に
呼
び
か
け
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ナ
」

の
勧
誘
と
し
て
の
意
味
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
集
団
的
な
場
で
、
あ
る
い
は
仲
間
に
向
か
っ
て
と
も
に
あ
る
行

動
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
表
出
す
る
場
合
、
終
助
詞
「
ナ
」
は
そ
れ
を
担
っ

て
い
た
。
と
り
わ
け
、
助
動
詞
「
ツ
」
と
結
び
つ
く
「
土
ア
ナ
」
の
語
法
は
そ

の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
本
来
当
該
歌
は
、
行
幸
・
覇
旅
な
ど
の
旅
先
で
い
わ
ば
旅
の
「
し
る
し
」
と

し
て
玉
藻
を
刈
る
こ
と
を
歌
う
表
現
の
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
当
初

か
ら
、
讐
喩
歌
の
方
法
を
意
識
し
た
相
聞
歌
と
し
て
発
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
例
え
覇
旅
歌
を
モ
デ
ル
に
し
た
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
表

現
を
採
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
見
て
き
た
よ
う
な
こ
の
歌

の
相
聞
歌
と
し
て
の
寓
意
が
、
多
少
の
表
現
の
不
自
然
さ
を
も
ち
な
が
ら
も
理

解
さ
れ
る
の
は
、
当
該
歌
が
こ
の
四
首
一
連
の
文
脈
に
置
か
れ
て
初
め
て
可
能

な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
歌
に
つ
い
て
稲
岡
『
全
注
』
は
、
佐
々
木

『
評
釈
』
・
窪
田
『
評
釈
』
に
ノ
几
来
は
「
行
楽
の
歌
」
と
見
ら
れ
る
と
し
た
の

を
受
け
て
、
「
四
首
を
現
在
見
る
よ
う
に
配
列
し
た
の
が
編
者
に
よ
る
と
す
れ



ば
、
も
と
も
と
は
旅
の
歌
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
し
て
い
る
。

小
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
の
点
は
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
当
該
歌
は
、
覇
旅
歌
の
類
型
か
ら
比
喩
の
恋
歌
へ
の
転
換
と
い
う
、
一
種

の
読
み
替
え
の
な
か
で
成
り
立
つ
事
実
の
上
に
立
っ
て
、
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
既
存
の
類
型
歌
を
異
な
っ
た
文
脈
（
場
）
に
置
き
替
え
る
こ
と

に
よ
り
、
覇
旅
歌
が
比
喩
的
な
相
聞
歌
と
し
て
再
生
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
た

と
す
る
な
ら
ば
、
本
歌
の
ケ
ー
ス
は
讐
喩
歌
の
生
成
、
あ
る
い
は
方
法
的
自
覚

と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
弓
削
皇
子
歌
群
中
の
二
つ
を
取
り
あ
げ
て
、
現
に
相
聞
歌
と
し
て
編

集
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
と
一
方
に
歌
の
表
現
が
持
っ
て
い
る
重
層
性
（
素
性
・

来
歴
の
反
映
）
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
問
う
て
き
た
。

　
第
一
首
め
（
一
一
九
番
）
に
つ
い
て
、
男
の
立
場
の
相
聞
歌
と
し
て
は
不
自

然
な
表
現
を
含
み
、
し
た
が
っ
て
皇
子
の
実
作
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
考
察

し
た
。
ま
た
、
第
三
首
め
（
一
二
Ｉ
番
）
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
に
は
行
幸
・

覇
旅
な
ど
の
集
団
的
な
場
に
お
い
て
発
想
さ
れ
た
旅
の
歌
の
類
型
と
見
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
む
ろ
ん
ど
ち
ら
も
歌
群
の
な
か
で
は
、
弓
削
皇
子

（
男
）
が
紀
皇
女
（
女
）
を
思
う
「
連
作
」
の
一
部
を
担
う
よ
う
に
配
列
さ
れ

て
い
る
。
四
首
は
、
沢
潟
『
注
釈
』
が
す
べ
て
比
喩
の
方
法
を
と
る
と
指
摘
し

　
　
　
　
　
「
弓
削
皇
子
思
二
紀
皇
女
・
御
歌
四
首
」
の
伝
来

た
よ
う
に
、
第
三
首
め
は
讐
喩
歌
で
、
あ
と
の
三
首
は
寄
物
陳
思
歌
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
連
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
川
」
・
「
秋
萩
」
・
「
玉
藻
」
・
「
湊
」
に
寄
せ
る
恋

の
体
裁
を
と
っ
て
い
て
、
そ
の
並
び
に
よ
り
〈
思
ヒ
の
あ
り
方
を
多
面
的
に

示
し
た
歌
群
と
把
握
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
幾
つ
か
の
歌
が
表
現
と
し
て

は
覆
う
べ
く
も
な
い
不
自
然
さ
を
も
つ
こ
と
も
ま
た
否
め
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
導
き
出
せ
る
も
っ
と
も
無
理
の
な
い
判
断
は
、
少
な

く
と
も
上
記
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
歌
を
弓
削
皇
子
の
も
の
と
し
て
読

み
替
え
る
（
も
し
く
は
改
め
る
）
こ
と
に
よ
り
、
「
連
作
」
中
に
位
置
づ
け
た

歌
と
い
う
方
向
で
考
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

〈
付
記
〉

＊
『
万
葉
集
』
の
原
文
は
新
編
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
る
が
、
私
に
表
記
を

　
改
め
た
部
分
も
あ
る
。

＊
小
稿
の
論
点
は
、
別
に
発
表
予
定
の
拙
論
「
構
成
的
歌
群
の
な
か
の
恋
」
（
高
岡
市

　
万
葉
歴
史
館
論
集
1
1
1
1
『
恋
の
万
葉
集
』
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
三
月
刊
行
予
定
）

　
に
関
説
し
、
別
稿
で
詳
述
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
関
す
る
ノ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
、

　
お
断
り
し
た
い
。

一

一
一
一

一




