
や
ま
と
の
一
本
薄
考

垣

見

修

司

は
じ
め
に

又
︑
其
の
神
の
嫡お
ほ

后
き
さ
き

須す

勢せ

理り

毘び

売め
の

命
み
こ
と

︑
甚
だ

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

為
き
︒
故
︑
其

の
日ひ

子こ

遅ぢ

の
神
︑
わ
び
て
︑
出
雲
よ
り
倭
国
に
上
り
坐ま

さ
む
と
し
て
︑
束よ

装そ

ひ
立
ち
し
時
に
︑
片
つ
御
手
は
御
馬
の
懇
に
繋
け
︑
片
つ
御
足
は
其
の

御
鐙
に
蹈
み
入
れ
て
︑
歌
ひ
て
曰
は
く
︑

ぬ
ば
た
ま
の

黒
き
御み

衣け
し

を

ま
具つ
ぶ

さ
に

取
り
裝よ
そ

ひ

沖
つ
鳥

胸む
な

見
る
時

は
た
た
ぎ
も

是こ
れ

は
適ふ
さ

は
ず

辺
つ
波

そ
に
脱ぬ

き
棄う

て

鴗そ
に

鳥ど
り

の

青
き
御
衣
を

ま
具
さ
に

取
り
裝
ひ

沖
つ
鳥

胸
見
る

時

は
た
た
ぎ
も

是こ

も
適
は
ず

辺
つ
波

そ
に
脱
き
棄
て

山や
ま

方が
た

に
蒔ま

き
し

茜
あ
た
ね

舂
き

染そ

め
木
が
汁
に

染し

め

衣
こ
ろ
も

を

ま
具
さ
に

取
り
裝
ひ

沖
つ
鳥

胸
見
る
時

は
た
た
ぎ
も

是
し
宜よ
ろ

し

愛い
と

子こ

や
の

妹
の
命

群む
ら

鳥と
り

の

我
が
群
れ
去い

な
ば

引ひ

け
鳥と

り

の

我
が
引

け
去
な
ば

泣
か
じ
と
は

汝な

は
言
ふ
と
も

や
ま
と
の

一ひ
と

本も
と

薄
す
す
き

項う
な

傾か
ぶ

し

汝
が
泣
か
さ
ま
く

朝あ
さ

雨あ
め

の

霧
に
立
た
む
ぞ

若
草
の

妻
の
命

事
の

語か
た

り
言ご
と

も

此こ

を
ば
︵
記
四
︶

爾し
か

く
し
て
︑
其そ

の

后
き
さ
き

︑
大お
ほ

御み

酒さ
か

坏づ
き

を
取
り
︑
立
ち
依よ

り
指さ

し
挙あ

げ
て
歌

ひ
て
曰
は
く
︑

八や

千ち

矛ほ
こ

の

神
の

命
み
こ
と

や

我あ

が
大お
ほ

国く
に

主ぬ
し

汝
こ
そ
は

男を

に
い
ま
せ

ば

打
ち
廻み

る

島
の
崎
々

搔か

き
廻
る

磯
の
崎
落
ち
ず

若
草
の

妻
持
た
せ
ら
め

我
は
も
よ

女め

に
し
あ
れ
ば

汝
を
除き

て

夫を

は
無

し

汝
を
除
て

夫つ
ま

は
無
し

綾
垣
の

ふ
は
や
が
下
に

蚕む
し

衾
ぶ
す
ま

和に
こ

や
が
下
に

栲た
く

衾
ぶ
す
ま

騒さ
や

ぐ
が
下
に

沫あ
わ

雪ゆ
き

の

若
や
る
胸
を

栲た
く

綱づ
の

の

白
き

腕
た
だ
む
き

そ
叩だ
た

き

叩
き
愛ま
な

が
り

真ま

玉た
ま

手で

玉
手
差
し
枕ま

き

股も
も

長な
が

に

寝い

を
し
寝な

せ

豊と
よ

御み

酒き

奉
た
て
ま
つ

ら
せ
︵
記
五①
︶

如か

此く

歌
ひ
て
︑
即
ち
う
き
ゆ
ひ
為し

て
︑
う
な
が
け
り
て
︑
今
に
至
る
ま
で

や
ま
と
の
一
本
薄
考

一



鎮し
づ

ま
り
坐
す
︒
此こ
れ

を
神か
む

語
が
た
り

と
謂
ふ
︒

右
は
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
に
載
せ
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
﹁
神
語
﹂
の
後
半
部
で
︑

八
千
矛
の
神
と
須す

勢せ

理り

毘び

売め
の

命
み
こ
と

と
の
唱
和
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
︒
前
半
部

で
は
八
千
矛
の
神
が
︑
高
志
の
国
の
沼
河
比
売
に
求
婚
す
る
と
き
の
そ
れ
ぞ
れ

の
唱
和
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
続
く
こ
の
後
半
部
は
︑
八
千
矛
の
神
が
沼

河
比
売
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
︑
嫡
后
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
が
激
し
く
嫉
妬
し
︑

困
り
果
て
た
八
千
矛
の
神
が
出
雲
か
ら
大
和
へ
逃
げ
上
ろ
う
と
す
る
場
面
で
︑

歌
が
か
わ
さ
れ
︑
二
神
が
和
合
す
る
と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
長
大

な
神
語
の
歌
に
は
難
解
な
語
が
多
く
み
ら
れ
︑
諸
注
釈
書
に
お
け
る
理
解
も
一

定
し
な
い
が
︑﹁
や
ま
と
の
一
本
薄
﹂
の
﹁
や
ま
と
﹂︵
原
文
﹁
夜
麻
登
﹂︶
の

語
に
も
諸
説
が
あ
り
︑
問
題
を
残
す
︒

一

山
処
・
山
本

や
ま
と
の
一
本
薄
は
︑
出
雲
に
残
さ
れ
た
須
勢
理
毘
売
の
譬
喩
で
︑
ひ
と
り

取
り
残
さ
れ
た
女
神
が
頭
を
垂
れ
て
落
胆
す
る
様
子
を
一
本
薄
が
項う
な

傾か
ぶ

し
︱
穂

を
垂
れ
て
い
る
さ
ま
に
た
と
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
に
現
れ
る
﹁
や
ま

と
﹂
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
︒

夜ヤ

麻マ

登ト

能ノ

は
山ヤ
マ

處ト

之ノ

な
る
べ
し
︑︿
又
山
本
之
に
て
も
あ
ら
む
か
︑
倭ノ

國

之
と
云
に
は
非
じ
︑
其
故
は
︑
此コ

處コ

に

留
ト
ド
マ

り
た
ま
ふ
人
の
う
へ
を
︑
差サ
シ

て
行ク

あ
な
た
の
倭
の
物
に
た
と
へ
云
む
こ
と
い
か
ゞ
︑
又

薄
ス
ス
キ

は
︑
い
づ

こ
に
も
〳
〵
多
か
る
物
な
る
を
︑
出
雲
に
し
て
︑
遠
き
倭
の
を
云
む
こ
と

も
由
な
く
︑
又

某
ソ
コ
ノ

野ノ

と
か
︑
其ノ

山
の
と
か
云ハ

ば
︑
似
つ
か
は
し
か
り
な

む
を
︑
泛ヒ
ロ

く
倭
の
薄
と
は
︑
殊
な
る
名
産
な
ど
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
︑
さ

ら
で
は
い
か
で
云
む
︑﹀︵
﹃
古
事
記
伝
﹄︶

宣
長
は
︑
出
雲
に
残
る
須
勢
理
毘
売
の
身
の
上
を
言
う
に
あ
た
っ
て
︑
大
和②

の
も
の
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
と
し
て
︑﹁
や
ま
と
﹂
は
大

和
と
い
う
地
名
で
は
な
く
︑
﹁
山
の
と
こ
ろ
﹂
ま
た
は
﹁
山
の
麓
の
﹂
と
い
っ

た
よ
う
な
意
味
に
理
解
し
て
い
る
︒
﹁
夜
麻
登
﹂
を
山
処
あ
る
い
は
山
本
と
解

し
た
︑
こ
の
宣
長
説
は
内
山
眞
龍
﹃
古
事
記
謡
歌
註
﹄
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
︑

近
代
に
お
い
て
も
︑
植
松
安
﹃
記
紀
の
歌
の
新
釋
﹄
︵
大
正
12
年③
︶︑
次
田
潤

﹃
古
事
記
新
講
﹄︵
昭
和
16
年④
︶
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
こ
の
間
︑
太
田
水
穂

﹃
紀
記
歌
集
講
義

附
録
上
代
歌
謡
解
﹄
︵
大
正
15
年⑤
︶
は
﹁
山
戸
﹂
と
し
て
山

の
ふ
も
と
︑
中
島
悦
次
﹃
古
事
記
評
釋
﹄︵
昭
和
F
年⑥
︶
は
﹁
山
門
﹂
と
記
し

て
山
道
の
入
口
と
の
理
解
を
試
み
て
も
い
る
が
︑
基
本
的
に
は
宣
長
説
の
派
生

と
言
っ
て
よ
く
︑
昭
和
三
十
年
代
に
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
も
︑﹁
山

本
・
山
下
﹂︵﹃
記
紀
歌
謡
集
全
講⑦
﹄︶
︑
﹁
山
処
︱
ト
は
所
︒
山
と
い
う
の
に
同

じ
︒﹂︵﹃
古
代
歌
謡
集⑧
﹄︶
と
理
解
し
︑
﹁
山
の
あ
た
り
の
唯
一
本
の
薄
の
よ
う

に
︒﹂︵﹃
古
事
記
祝
詞⑨
﹄︶︑
﹁
山
に
一
本
で
立
っ
て
い
る
薄
の
よ
う
に
の
意
︒﹂

︵﹃
記
紀
歌
謡
全
註
解⑩
﹄︶
と
い
っ
た
口
語
訳
を
あ
て
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
昭
和
四
十
年
代
に
入
る
と
︑
尾
崎
暢
殃
が
次
の
よ
う
に
︑
仮
名
の

や
ま
と
の
一
本
薄
考

二



問
題
を
指
摘
す
る
︒

﹁
や
ま
と
﹂
は
山
門
す
な
わ
ち
山
の
入
口
の
義
と
す
る
の
が
よ
い
よ
う
で

あ
る
が
︑﹁
夜
麻
登
﹂
の
ト
は
乙
類
︑
山
門
の
ト
は
甲
類
で
あ
る
点
に
疑

問
が
残
る
︒
こ
の
ほ
か
山や
ま

処と

す
な
わ
ち
山
の
あ
た
り
の
意
と
す
る
説
や
山

の
下
の
意
と
す
る
説
も
あ
る
︒︵﹃
古
事
記
全
講⑪
﹄︶

﹁
や
ま
と
の
一
本
薄
﹂
の
﹁
や
ま
と
﹂
を
﹁
山
門
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑
原
文

﹁
夜
麻
登
﹂
に
用
い
ら
れ
る
﹁
登
﹂
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
乙
類
に
属
す
る

た
め
︑
甲
類
の
ト
で
あ
る
﹁
門
﹂
と
解
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
の
で
あ
る
︒

﹁
所
・
場
所
﹂
の
意
を
含
む
﹁
山
処
﹂
と
考
え
る
に
し
て
も
︑﹁
︱
と
︵
処
︶﹂

の
形
を
も
つ
類
例
は
︑

葦
垣
の
隈
処
︻
久
麻
刀
︼
に
立
ち
て
我
妹
子
が
袖
も
し
ほ
ほ
に
泣
き
し
そ

思
は
ゆ
︵
巻
二
十
・
四
三
五
七
︑︻

︼
内
は
原
文
︑
以
下
同
じ
︒︶

⁝
し
も
と
取
る

里
長
が
声
は

寝
屋
処
︻
寝
屋
度
︼
ま
で

来
立
ち
呼

ば
ひ
ぬ
⁝
︵
巻
五
・
八
九
二
︶

の
よ
う
に
︑
甲
類
の
﹁
と
﹂
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
︑
仮
名
違
い
で
あ
る
こ
と
は

変
わ
ら
な
い⑫
︒
こ
れ
ら
﹁
所
・
場
所
﹂
の
意
味
を
持
つ
﹁
と
﹂
は
単
独
に
は
あ

ら
わ
れ
ず
︑
接
尾
語
的
な
用
法
に
限
ら
れ
る
︒
一
方
︑﹁
と
こ
ろ
﹂
と
い
う
語

の
﹁
と
﹂
は

川
渚
に
も
雪
は
降
れ
れ
し
宮
の
内
に
千
鳥
鳴
く
ら
し
居
む
所
︻
等
己
呂
︼

な
み
︵
巻
十
九
・
四
二
八
八
︶

蹟

子
亦
反

入

跡
迹
同

安
止
〻
己
呂
︵
新
撰
字
鏡
︶

の
よ
う
に
乙
類
で
記
さ
れ
る
︒

｢と
﹂
と
﹁
と
こ
ろ
﹂
が
ど
ち
ら
も
﹁
所
・
場
所
﹂
の
意
を
持
つ
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑﹁
と
﹂
の
甲
乙
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
時
代
別
国
語
大
辞

典
上
代
編
﹄
は
︑
﹁
あ
る
い
は
ト
コ
ロ
の
ト
も
乙
類
で
あ
る
が
︑
そ
の
あ
た
り

を
表
わ
す
名
詞
コ
ロ
と
複
合
し
︑
遡
行
同
化
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
︒﹂
と
述
べ
る
︒
こ
れ
に
従
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
と
こ
ろ
﹂
に
乙
類
の

﹁
と
﹂
が
用
い
ら
れ
る
の
は
下
接
す
る
﹁
こ
ろ
﹂
と
の
複
合
が
原
因
と
い
う
こ

と
に
な
り
︑﹁
所
・
場
所
﹂
を
意
味
す
る
﹁
と
﹂
は
本
来
甲
類
で
あ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
︑﹁
や
ま
と
﹂
の
﹁
と
﹂
が
乙
類
で
あ
る
こ
と
の
説
明
に
は
な
ら
な

い
︒
た
だ
︑﹁
と
こ
ろ
﹂
に
乙
類
の
﹁
と
﹂
が
使
わ
れ
て
お
り
︑
ト
に
つ
い
て

早
く
か
ら
甲
乙
の
区
別
が
混
乱
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
も
い
る
こ
と
は⑬
︑﹁
ト

は
処
の
意
か
︒
﹂︵
時
代
別
上
代
︶
の
よ
う
に
考
え
て
﹁
や
ま
と
の
一
本
薄
﹂
の

﹁
や
ま
と
﹂
を
﹁
大
和
﹂
と
別
の
語
と
み
な
そ
う
と
す
る
説
に
影
響
を
与
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
後
も
︑
﹃
記
紀
歌
謡
評
釈

古
事
記
﹄︵
昭
和
48
年⑭
︶︑

﹃
全
集
﹄︵
昭
和
48
年⑮
︶
な
ど
が
山
処
説
を
採
っ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
接

尾
語
的
な
用
法
の
﹁
と
﹂
の
確
例
が
す
べ
か
ら
く
甲
類
の
﹁
と
﹂
で
あ
る
の
に
︑

﹁
山
処
﹂
だ
け
乙
類
で
あ
る
事
実
は
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
︒
﹁
山
﹂
に
﹁
所
・

場
所
﹂
を
意
味
す
る
﹁
と
﹂
が
下
接
し
た
と
す
る
解
に
は
軽
々
に
従
え
な
い
︒

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄
も
︑
﹁
山
処
﹂
を
見
出
し
語
と
し
て
扱
い
︑

や
ま
と
の
一
本
薄
考

三



﹁
山
の
あ
た
り
︒
山
の
ふ
も
と
近
く
﹂
と
語
義
を
示
す
が
︑
補
注
に
は
︑

﹁
古
事
記
﹂
例
の
﹁
と
﹂
の
原
文
﹁
登
﹂
は
乙
類
音
を
表
わ
し
︑﹁
と
こ
ろ

︵
所
︶﹂
の
﹁
と
﹂
も
乙
類
音
で
一
致
す
る
︒
し
か
し
︑﹁
く
ま
と
︵
隈

所
︶﹂﹁
こ
も
り
ど
︵
隠
所
︶﹂
な
ど
の
﹁
と
﹂
は
甲
類
音
な
の
で
問
題
は

残
る
︒
あ
る
い
は
﹁
本
︵
も
と
︶﹂
の
﹁
と
﹂
か
︒

と
述
べ
て
︑
別
に
﹁
本
﹂
の
﹁
と
﹂
と
い
う
よ
う
な
案
も
示
し
て
い
る
︒
こ
の

﹁
山
本
﹂
説
も
既
に
宣
長
が
﹁
又
山
本
之
に
て
も
あ
ら
む
か
︵
記
伝
︶﹂
と
別
案

と
し
て
述
べ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
︑﹃
記
紀
歌
謡
集
全
講
﹄
が
踏
襲
し
て
も
い

た
︒
さ
ら
に
︑
土
橋
寛
も
武
田
説
を
承
け
て
︑﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈

古
事
記

編
﹄︵
昭
和
47
年⑯
︶
で
﹁
山
本
﹂
説
に
傾
い
て
お
り
︑
例
証
は
困
難
と
し
な
が

ら
も
︑
カ
キ
ツ
・
カ
イ
ト
の
語
か
ら
モ
ト
︵
乙
︶
と
同
義
の
ト
︵
乙
︶
が
存
在

し
た
と
推
定
し
て
い
る
︒
倉
野
憲
司
﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄︵
昭
和
51
年⑰
︶
も

﹁
山
本
﹂
説
を
採
り
︑﹁
山
の
ふ
も
と
の
﹂
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑

こ
れ
も
ま
た
注
解
が
批
判
す
る
よ
う
に
︑﹁
本
﹂
の
意
の
ト
︵
乙
︶
の
存
在
が

確
認
で
き
な
い
以
上
︑
無
理
な
推
定
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

山
処
な
い
し
山
門
に
仮
名
遣
い
上
の
問
題
が
残
る
た
め
に
示
さ
れ
た
別
案
は
︑

山
本
説
だ
け
で
な
い
︒
注
解⑱
は
︑
こ
れ
ま
で
の
説
が
ど
れ
も
正
解
に
達
し
て
い

な
い
と
し
て
︑
新
た
な
試
案
を
提
示
し
て
い
る
︒﹁
配
偶
者
を
失
っ
た
人
間
﹂

を
意
味
す
る
﹁
や
ま
と
﹂
と
い
う
語
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
夫
を
失

っ
た
女
性
を
意
味
す
る
ヤ
モ
メ
・
ヤ
ム
メ
・
ヤ
マ
メ
︑
妻
を
失
っ
た
男
性
を
意

味
す
る
語
で
あ
る
ヤ
モ
ヲ
・
ヤ
ム
ヲ
の
存
在
か
ら
︑
配
偶
者
と
の
縁
が
切
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
﹁
ヤ
ム
︵
止
ム
︶﹂
の
未
然
形
﹁
ヤ
マ
﹂
に
︑﹁
ソ
ホ
ド
﹂
や

﹁
ア
ヅ
マ
ト
﹂
な
ど
の
例
か
ら
導
き
出
し
た
﹁
人
間
・
人
﹂
を
意
味
す
る
ト

︵
乙
︶
が
下
接
し
た
形
と
し
て
の
﹁
ヤ
マ
ト
﹂
を
想
定
し
︑﹁
配
偶
者
を
失
っ
た

人
間
の
よ
う
な
﹂
の
意
で
比
喩
と
し
て
︑
一
本
薄
に
か
か
る
も
の
と
す
る
の
で

あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
︑﹁
や
ま
と
の
﹂
が
一
本
薄
に
か
か
る
理

由
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
い
う
︒
た
だ
︑
人
間
・
人
を
意
味
す
る
ト
︵
乙
︶

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
︑
時
代
別
上
代
で
は
﹁
そ
ほ
ど
﹂
の
﹁
ど
﹂
を

﹁
ド
は
人
の
意
か
︒
﹂
と
し
て
い
る
も
の
の
︑
﹁
東
人
﹂
に
関
し
て
は
﹁
ア
ヅ
マ

ヒ
ト
︱
ア
ヅ
マ
ウ
ト
︱
ア
ヅ
マ
ト
の
変
化
は
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
︑
確
実
な
例

が
見
出
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
︑
万
葉
の
例
は
ア
ヅ
マ
ヒ
ト
と
訓
ん
で
お
き
た
い
︒﹂

と
し
て
ア
ヅ
マ
ヒ
ト
を
見
出
し
語
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
人
間
・
人
を
意
味

す
る
ト
︵
乙
︶
も
明
確
な
例
証
が
あ
る
と
は
い
え
ず
︑
ヤ
マ
メ
や
ヤ
ム
ヲ
の
類

義
語
﹁
ヤ
マ
ト
﹂
の
存
在
も
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
例
は
な
い
︒﹁
や
ま
と

の
一
本
薄
﹂
が
女
性
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
を
喩
え
る
表
現
で
あ
る
な
ら
︑
ヤ
モ

メ
・
ヤ
ム
メ
・
ヤ
マ
メ
の
語
を
用
い
て
も
よ
い
︒
そ
れ
に
︑
大
和
へ
上
る
際
に
︑

妻
を
残
し
て
い
く
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
け
っ
し
て
離
縁
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
し
︑
た
と
え
そ
れ
が
今
生
の
別
れ
を
意
味
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
八
千
矛

の
神
の
立
場
か
ら
︑
わ
ざ
わ
ざ
残
し
て
い
く
女
性
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
表
現
を

と
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
案
も
︑﹁
山
処
﹂
と
同
様
︑

や
ま
と
の
一
本
薄
考

四



孤
語
を
さ
ら
に
作
り
出
そ
う
と
す
る
点
で
︑
慎
重
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
こ
れ
ら
の
説
と
は
別
に
︑
橘
守
部
は
﹃
稜
威
言
別
﹄︵
弘
化
I
年

︵
1
8
4
6︶︶
で
︑

夜ヤ

麻マ

登ト

能ノ

は
︑
山ヤ
マ

多タ

乎ヲ

之ノ

な
り
︒
萬
葉
十
三
に
﹁
高タ
カ

山
ヤ
マ
ノ

峯ミ
ネ

之ノ

手タ

折ヲ
リ

丹ニ

﹂

十
八
に
﹁
夜ヤ

麻マ

能ノ

多タ

乎ヲ

理リ

爾ニ

︑
許コ

能ノ

見ミ

由ユ

流ル

︑
云
云
﹂︑
此
等
の
多タ

乎ヲ

理リ

は
︑
山
の
た
よ
み
た
る
處
を
云
︒
登ト

遠ヲ

々ヽ

︑
多タ

和ワ

々ヽ

︑
相
通
は
し
て
知
べ

し
︒
此ノ

多タ

乎ヲ

の
登ト

と
約マ

れ
ば
︑
山ヤ
マ

多タ

和ワ

を
山ヤ
マ

登ト

と
も
云
る
な
り
︒

と
述
べ
て
︑
山
の
︑
た
わ
む
よ
う
に
弧
を
描
い
て
い
る
地
勢
を
あ
ら
わ
す
表
現

と
見
る
が
︑
こ
れ
も
ま
た
﹁
た
わ
む
﹂
意
の
タ
ワ
︑
タ
ヲ
の
約
音
ト
︵
乙
︶
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

問
題
の
﹁
や
ま
と
﹂
を
ど
う
い
っ
た
語
と
し
て
理
解
す
る
か
と
い
う
点
で
示

さ
れ
た
以
上
の
説
は
︑
ど
れ
も
確
例
の
な
い
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑
推

測
の
域
を
出
な
い
も
の
ば
か
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
︑

﹁
倭ノ

國
之
と
云
に
は
非
じ
︑
其
故
は
︑
此コ

處コ

に
留
ト
ド
マ

り
た
ま
ふ
人
の
う
へ
を
︑
差サ
シ

て
行ク

あ
な
た
の
倭
の
物
に
た
と
へ
云
む
こ
と
い
か
ゞ
﹂
と
い
う
宣
長
の
一
言
に

端
を
発
し
て
お
り
︑
出
雲
に
残
る
須
勢
理
毘
売
と
の
整
合
性
が
と
れ
な
い
﹁
大

和
﹂
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
歌
の

内
容
に
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
︑
宣
長
以
前
に
は
︑
そ
れ
は
単
純
に
﹁
大
和
﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
︒
実
際
︑

近
年
に
お
い
て
も
﹁
大
和
﹂
と
み
る
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
次
に
︑
こ
の

大
和
説
に
つ
い
て
概
観
す
る
︒

二

大
和
説

宣
長
以
前
の
︑
契
沖
﹃
厚
顔
抄
﹄
で
は
﹁
大
和
﹂
と
考
え
て
い
る
が
︑
歌
の

解
釈
に
つ
い
て
は
︑
二
つ
の
考
え
方
を
述
べ
る
︒

夜
麻
登
能
︿
大
和
ノ
ナ
リ
．
﹀
比
登
母
登
湏
々
岐
︿
︵
中
略
︶
是
ハ
八
千
矛

神
獨
リ
大
和
ニ
坐
ス
ヘ
ケ
レ
ハ
︑
一
本
薄
ニ
ハ
ヨ
ソ
ヘ
タ
マ
ヘ
リ⑲
﹀

つ
ま
り
︑
契
沖
は
︑
﹁
夜
麻
登
能
﹂
を
﹁
大
和
の
﹂
の
意
と
し
︑
そ
の
た
め
に

ま
ず
︑
一
本
薄
を
ひ
と
り
大
和
に
赴
く
八
千
矛
の
神
の
こ
と
と
と
ら
え
る
︒
こ

れ
と
呼
応
し
て
︑
﹁
な
が
な
か
さ
ま
く
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
ミ
ツ
カ
ラ
ノ
上
ヲ
ノ
タ

マ
ハ
ヽ
︑
此
ハ
長
泣
マ
ク
ナ
リ
︒
止
ス
シ
テ
泣
テ
湏
勢
理
媛
ヲ
恋
タ
マ
フ
ナ

リ
﹂
と
記
し
︑﹁
や
ま
と
の
一
本
薄
﹂
を
須
勢
理
毘
売
を
思
う
八
千
矛
の
神
の

動
作
の
比
喩
と
考
え
る
︒
但
し
︑
﹁
長
泣
く
﹂
と
と
ら
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ

ろ
う
︒
泣
く
こ
と
を
長
く
と
修
飾
す
る
理
由
は
な
い
し
︑
尊
敬
の
﹁
す
﹂
が
あ

る
た
め
︑
こ
の
歌
で
は
こ
こ
だ
け
八
千
矛
の
神
の
動
作
に
敬
意
が
込
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
同
時
に
︑
﹁
此
那
賀
ニ
両
義
ア
ル

ヘ
シ
﹂
と
し
て
︑﹁
湏
勢
理
姫
ノ
御
事
ナ
ラ
ハ
︑

汝
︿
ナ
カ
﹀

之
泣
マ
ク
﹂
で
あ
る
と

の
可
能
性
も
示
し
︑
﹁
姫
神
ノ
泣
タ
マ
ハ
ム
意
ナ
ラ
ハ
︑
今
ヤ
カ
テ
大
和
ヘ
オ

ハ
ス
ヘ
ケ
レ
ハ
︑
其
由
云
ヒ
ツ
ヽ
ケ
タ
マ
フ
便
ナ
リ
ト
思
フ
ヘ
シ
﹂
と
述
べ
る
︒

泣
く
の
が
須
勢
理
毘
売
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
︑﹁
大
和
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
る

や
ま
と
の
一
本
薄
考

五



理
由
の
説
明
と
し
て
は
曖
昧
さ
が
残
る
が
︑
一
本
薄
を
︑
八
千
矛
の
神
と
須
勢

理
毘
売
の
ど
ち
ら
の
比
喩
と
み
て
も
︑﹁
や
ま
と
﹂
を
大
和
と
考
え
る
点
は
動

か
な
い
︒
た
だ
し
︑
契
沖
は
﹁
大
和
之
ト
ノ
タ
マ
フ
ヨ
リ
我
身
ノ
事
ヲ
ソ
ヘ
タ

マ
ヘ
ハ
︑
下
ヲ
見
レ
ハ
是
ニ
近
シ
ト
ハ
申
ツ
ル
ナ
リ
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
で
︑

真
意
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
﹁
大
和
の
一
本
薄
﹂
を
八
千
矛
の
神
の
譬
喩
と
見

る
立
場
と
み
ら
れ
る
︒
大
和
説
に
立
ち
な
が
ら
も
︑
契
沖
も
ま
た
須
勢
理
毘
売

を
大
和
の
一
本
薄
に
喩
え
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

次
に
︑
山
処
説
が
大
勢
の
中
で
︑
大
和
説
を
唱
え
た
の
が
︑
西
宮
一
民
で
あ

る
︒
西
宮
は
︑﹃
古
事
記

新
訂
版
﹄︵
昭
和
61
年⑳
︶
に
お
い
て
︑

﹁
夜
麻
登
﹂
を
﹁
大
和
﹂
と
す
る
と
矛
盾
す
る
︵
出
雲
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
︶
の
で
﹁
山
処
﹂
と
考
え
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑﹁
倭
国
﹂︵
一
行
目
︶
に

あ
る
の
で
︑﹁
大
和
﹂
と
解
せ
ら
れ
る
︒
独
立
歌
謡
と
し
て
な
ら
﹁
山
処
﹂

で
よ
い
が
︑
本
文
歌
と
し
て
の
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
﹁
大
和
﹂
と

解
す
る
必
要
が
あ
る
︒

と
述
べ
︑
地
の
文
も
含
め
た
物
語
の
中
で
考
え
る
場
合
︑﹁
其
の
日ひ

子こ

遅ぢ

の
神
︑

わ
び
て
︑
出
雲
よ
り
倭
国
に
上
り
坐ま

さ
む
と
し
て
﹂
と
の
対
応
に
よ
り
︑
や
は

り
﹁
大
和
﹂
と
解
す
べ
き
と
す
る㉑
︒
た
だ
し
︑
地
の
文
と
は
関
わ
ら
な
い
独
立

歌
謡
と
し
て
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
﹁
山
処
﹂
の
意
味
を
認
め
て
い
る
点
が
注

意
さ
れ
る
︒
同
じ
く
西
宮
の
校
注
に
よ
る
﹃
集
成
﹄
に
も
︑

前
頁
地
の
文
の
﹁
倭
の
国
﹂
に
し
た
が
っ
て
︑﹁
や
ま
と
﹂
は
国
名
の

﹁
大
和
﹂
と
考
え
た
い
︒
須
勢
理
毗
売
は
出
雲
国
に
い
る
の
で
﹁
大
和
の
﹂

で
は
矛
盾
す
る
が
︑
こ
れ
は
大
和
中
心
的
思
考
が
記
の
根
底
に
あ
る
た
め

で
あ
ろ
う
︒﹁
一ひ

と

本も
と

薄
す
す
き

﹂
に
み
る
孤
独
な
須
勢
理
毗
売
の
姿
の
比
喩
に
も

大
和
の
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
︒
次
句
へ
の
序
︒

と
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
﹁
大
和
﹂
と
す
る
こ
と
と
︑
出
雲
に
残
る
須
勢

理
毘
売
と
の
矛
盾
の
理
由
を
古
事
記
の
根
底
に
あ
る
大
和
中
心
的
思
考
に
求
め

よ
う
と
す
る
︒
こ
の
大
和
中
心
的
思
考
と
い
う
の
は
︑
吉
備
の
国
の
黒
日
売
が
︑

難
波
へ
戻
ろ
う
と
す
る
仁
徳
天
皇
に
献
っ
た
歌
に
﹁
倭
方
に

行
く
は
誰
が

夫
﹂︵
記
五
六
︶
と
あ
る
の
を
︑
実
際
は
難
波
な
の
に
大
和
と
表
現
す
る
と
こ

ろ
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
吉
備
の
国
か
ら
見
れ
ば

難
波
は
大
和
と
同
じ
方
向
に
あ
る
の
だ
か
ら
︑
﹁
倭
方
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
に

問
題
は
な
い
︒
そ
れ
に
︑
出
雲
の
国
に
あ
っ
て
特
に
文
脈
に
も
関
わ
ら
な
い
中

で
︑
唐
突
に
﹁
大
和
﹂
を
持
ち
出
す
こ
と
を
も
︑
大
和
中
心
的
思
考
と
処
理
し

て
し
ま
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
が
古
事
記
全
編
に

わ
た
っ
て
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
な
ら
ま
だ
し
も
︑
こ
の
二
例
だ
け
で
は
確
か
な

思
考
型
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の
は
難
し
い
︒
雄
略
記
に
語
ら
れ
る
赤

猪
子
の
物
語
は
︑
舞
台
は
大
和
の
泊
瀬
で
あ
る
の
に
︑
歌
謡
に
は
︑
河
内
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
﹁
日
下
江
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
る
︒
歌
謡
と
地
の
文
と
の
関
係
を

考
え
た
の
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
古
事
記
が
大
和
中
心
的
思
考
と

い
う
述
作
態
度
を
有
し
て
い
る
か
ら
︑
出
雲
を
舞
台
と
す
る
歌
に
あ
っ
て
も

や
ま
と
の
一
本
薄
考
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﹁
大
和
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
︑
説
得
力
を
持

た
な
い
︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑
大
和
説
も
従
来
か
ら
の
疑
問
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
に
︑
証
拠
不
十
分
な
が
ら
︑﹁
山
処
・
山
本
﹂
な
ど
と
解
し
て
︑﹁
山

の
あ
た
り
の
一
本
薄
﹂
と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
続
け
て
い
る
と
い
う
の
が
︑
こ

れ
ま
で
の
趨
勢
で
あ
り
︑
一
方
で
そ
れ
に
疑
問
を
感
じ
る
人
び
と
が
︑
大
和
で

も
︑
山
処
で
も
な
い
別
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
推
測
を
重
ね

て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
︒

三

夜
麻
登

こ
れ
ま
で
の
説
で
は
お
お
む
ね
﹁
大
和
﹂
以
外
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み

が
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き
て
は
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
宣
長
の
︑﹁
此コ

處コ

に
留
ト
ド
マ

り

た
ま
ふ
人
の
う
へ
を
︑
差サ
シ

て
行ク

あ
な
た
の
倭
の
物
に
た
と
へ
云
む
こ
と
い

か
ゞ
﹂
と
い
う
言
葉
に
︑
あ
ま
り
に
縛
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
大
和

中
心
的
思
考
と
い
う
考
え
方
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
で
も
や
は
り
﹁
大

和
﹂
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
︒
古
事
記
歌
謡
に
あ
ら
わ
れ
る
﹁
や
ま
と
﹂

の
例
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

倭
や
ま
と

の

高た
か

佐さ

士じ

野の

を

七な
な

行ゆ

く

媛
女

を

と

め

ど
も

誰た
れ

を
し
娶ま

か
む
︵
神
武

記
・
十
五
︶

倭
は

国
の
真ま

秀ほ

ろ
ば

た
た
な
づ
く

青
垣

山
籠ご

も

れ
る

倭
し

麗
う
る
は

し
︵
景
行
記
・
三
十
︶

倭
や
ま
と

方へ

に

西
吹
き
上
げ
て

雲
離
れ

退そ

き
居を

り
と
も

我
忘
れ
め
や

︵
仁
徳
記
・
五
五
︶

倭
方
に

行
く
は
誰た

が
夫つ
ま

隠
り
処づ

の

下
よ
延は

へ
つ
つ

行
く
は
誰
が

夫
︵
仁
徳
記
・
五
六
︶

⁝
あ
を
に
よ
し

奈
良
を
過
ぎ

小を

楯だ
て

倭
を
過
ぎ

我
が
見
が
欲
し
国

は
⁝
︵
仁
徳
記
・
五
八
︶

た
ま
き
は
る

内
の
あ
そ

汝な

こ
そ
は

世
の
長な
が

人ひ
と

そ
ら
み
つ

倭
の

国
に

鴈か
り

卵こ

生む

と
聞
く
や
︵
仁
徳
記
・
七
一
︶

⁝
吾あ
れ

こ
そ
は

世
の
長
人

そ
ら
み
つ

倭
の
国
に

鴈
卵
生
と

未
だ

聞
か
ず
︵
仁
徳
記
・
七
二
︶

⁝
斯
く
の
如

名
に
負
は
む
と

そ
ら
み
つ

倭
の
国
を

蜻
蛉

あ

き

づ

島し
ま

と
ふ

︵
雄
略
記
・
九
六
︶

倭
の

此
の
高
市

た

け

ち

に

小こ

高だ
か

る

市い
ち

の
高
処

つ

か

さ

新に
ひ

嘗な
へ

屋や

に
⁝
︵
雄
略
記
・

一
〇
〇
︶

こ
れ
ら
九
例
は
す
べ
て
﹁
大
和
﹂
の
意
に
解
さ
れ
る
語
で
︑
﹁
や
ま
と
の
一
本

薄
﹂
の
﹁
や
ま
と
﹂
と
同
じ
く
﹁
夜
麻
登
﹂
と
表
記
さ
れ
る
︒
仮
名
表
記
さ
れ

る
歌
謡
の
部
分
で
あ
る
と
は
い
え
︑
他
の
す
べ
て
が
﹁
大
和
﹂
な
ら
ば
神
語
に

お
い
て
も
ま
ず
は
﹁
大
和
﹂
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
問
題
は
︑﹁
大
和
﹂

で
は
︑
ほ
ん
と
う
に
そ
の
歌
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ

や
ま
と
の
一
本
薄
考

七



る
︒八

千
矛
の
神
が
高
志
の
国
の
沼
河
比
売
に
妻
問
い
し
た
こ
と
で
︑
嫡
后
の
須

勢
理
毘
売
が
嫉
妬
す
る
︒
そ
の
嫉
妬
に
困
じ
た
八
千
矛
の
神
が
大
和
へ
上
ろ
う

と
す
る
︒
旅
支
度
を
と
と
の
え
︑
馬
の
鞍
に
片
手
を
か
け
︑
鐙
に
片
足
を
踏
み

入
れ
て
︑
ま
さ
に
旅
立
と
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
歌
が
う
た
わ
れ
る
︒
黒

い
服
も
︑
青
い
服
も
た
め
し
て
み
た
が
自
分
に
は
似
合
わ
な
い
︒
茜
あ
た
ね

で
染
め

た
衣
を
着
て
み
る
と
︑
こ
れ
が
良
い
︒
そ
の
衣
の
よ
う
に
私
に
ぴ
っ
た
り
の
愛

し
い
あ
な
た
︒
そ
う
語
り
か
け
る
内
容
が
︑
出
発
に
あ
た
っ
て
愛
し
い
妻
を
お

い
て
い
く
こ
と
へ
の
心
残
り
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
は
う
ご
か
な
い
︒﹁
や
ま
と

の
一
本
薄
﹂
が
う
な
だ
れ
る
よ
う
に
穂
を
垂
れ
て
い
る
様
子
が
︑
ひ
と
り
取
り

残
さ
れ
た
妻
の
落
胆
す
る
姿
を
た
と
え
て
い
る
こ
と
に
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ

う
︒
さ
ら
に
︑﹁
汝
が
泣
か
さ
ま
く

朝
雨
の
霧
に
立
た
む
ぞ
﹂
は
︑
妻
の
嘆

き
が
霧
そ
の
も
の
と
な
っ
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
歌
っ
て
い
る
︒
こ
の

表
現
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
嘆
き
の
霧
﹂
で
︑
万
葉
集
に
も
類
す
る
表
現
が
散
見
さ

れ
る
︒大

野
山
霧
立
ち
渡
る
我
が
嘆
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
渡
る
︵
山
上
憶
良
︑

五
・
七
九
九
︶

あ
か
ね
さ
す
日
並
べ
な
く
に
我
が
恋
は
吉
野
の
川
の
霧
に
立
ち
つ
つ
︵
車

持
千
年
︑
六
・
九
一
六
︶

我
妹
子
に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
胸
を
熱
み
朝
戸
開
く
れ
ば
見
ゆ
る
霧
か
も

︵
十
二
・
三
〇
三
四
︶

君
が
行
く
海
辺
の
宿
に
霧
立
た
ば
我
が
立
ち
嘆
く
息
と
知
り
ま
せ
︵
遣
新

羅
使
人
︑
十
五
・
三
五
八
〇
︶

秋
さ
ら
ば
相
見
む
も
の
を
な
に
し
か
も
霧
に
立
つ
べ
く
嘆
き
し
ま
さ
む

︵
遣
新
羅
使
人
︑
十
五
・
三
五
八
一
︶

我
が
故
に
妹
嘆
く
ら
し
風
速
の
浦
の
沖
辺
に
霧
た
な
び
け
り
︵
遣
新
羅
使

人
︑
十
五
・
三
六
一
五
︶

沖
つ
風
い
た
く
吹
き
せ
ば
我
妹
子
が
嘆
き
の
霧
に
飽
か
ま
し
も
の
を
︵
遣

新
羅
使
人
︑
十
五
・
三
六
一
六
︶

自
然
の
景
の
中
に
発
生
す
る
霧
を
︑
人
の
嘆
き
が
立
ち
現
れ
た
も
の
に
見
立
て

る
︒
基
本
的
に
そ
れ
ら
は
︑
千
年
歌
に
あ
る
よ
う
に
﹁
恋
﹂
の
嘆
き
で
あ
り
恋

し
い
人
と
と
も
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
遇
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
︒
隔
て

ら
れ
た
恋
︑
身
近
に
あ
る
べ
き
は
ず
の
者
の
不
在
を
嘆
く
吐
息
が
霧
と
な
っ
て

立
ち
渡
る
の
で
あ
る
︒
山
上
憶
良
に
よ
る
大
野
山
の
霧
も
︑
亡
く
し
た
妻
を
思

う
大
伴
旅
人
に
な
り
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
︑
離
れ
て
い
る
理
由
が
旅
か
死

か
と
い
う
違
い
に
す
ぎ
な
い
︒
憶
良
︑
千
年
と
巻
十
二
の
歌
は
︑
妻
や
恋
人
と

離
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
自
分
の
息
が
︑
思
い
が
そ
の
強
さ
ゆ
え
に
あ
こ
が
れ

出
た
の
か
︑
眼
前
に
た
だ
よ
う
霧
に
な
っ
て
い
る
と
歌
う
︒
一
方
の
遣
新
羅
使

人
に
よ
る
歌
の
う
ち
︑
三
五
八
〇
・
三
五
八
一
は
︑
旅
行
く
者
と
家
郷
に
残
さ

れ
た
者
の
唱
和
の
二
首
一
組
の
形
を
と
る
︒
家
に
残
さ
れ
た
妻
が
夫
に
対
し
て
︑

や
ま
と
の
一
本
薄
考
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旅
先
の
宿
に
霧
が
立
っ
て
い
た
な
ら
︑
そ
れ
は
私
の
嘆
き
の
息
と
思
っ
て
く
だ

さ
い
と
歌
い
か
け
︑
夫
は
︑
秋
に
な
っ
た
ら
会
え
る
の
だ
か
ら
︑
霧
に
立
つ
ほ

ど
に
嘆
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
と
慰
め
る
︒
三
六
一
五
・
三
六
一
六
の
二
首
は
︑

旅
に
あ
る
夫
が
や
は
り
家
人
を
思
う
歌
で
︑
風
速
の
浦
の
沖
に
た
な
び
く
霧
を

見
て
︑
妻
が
自
分
の
た
め
に
嘆
い
て
い
る
ら
し
い
と
歌
い
︑
い
っ
そ
そ
の
妻
の

嘆
き
の
霧
に
包
ま
れ
た
い
と
願
う
︒
こ
の
と
き
︑
家
に
残
さ
れ
た
妻
の
嘆
き
は
︑

地
理
的
に
は
る
か
遠
く
に
い
る
夫
の
も
と
で
霧
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
︒
嘆
き

の
霧
は
︑
嘆
く
そ
の
人
の
も
と
で
立
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
思
い
や
る
相
手
の
近

く
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
八
千
矛
の
神
の
歌
も
︑
こ
の
遣
新
羅
使
人
と
同
様
の
発
想
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒﹁
や
ま
と
の
一
本
薄
﹂
の
前
の

部
分
で
歌
わ
れ
る
﹁
群む
ら

鳥と
り

の

我
が
群
れ
去い

な
ば

引ひ

け
鳥と
り

の

我
が
引
け
去

な
ば
﹂
の
仮
定
条
件
は
︑﹁
泣
か
じ
と
は

汝な

は
言
ふ
と
も
﹂
に
か
か
る
だ
け

で
な
く
︑﹁
や
ま
と
の

一ひ
と

本も
と

薄
す
す
き

項う
な

傾か
ぶ

し

汝
が
泣
か
さ
ま
く

朝あ
さ

雨あ
め

の

霧
に
立
た
む
ぞ
﹂
に
ま
で
を
修
飾
し
︑
一
本
薄
や
朝
雨
の
霧
は
︑
八
千
矛
の
神

が
大
和
に
た
ど
り
着
い
た
時
に
目
に
す
る
情
景
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
︒

大
和
で
穂
を
垂
れ
て
い
る
一
本
薄
を
見
る
と
︑
き
っ
と
あ
な
た
の
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
︑
出
雲
に
残
っ
た
あ
な
た
が
泣
く
涙
は
︑
大
和
に
お
い
て
も
朝
の
雨
と

霧
に
な
っ
て
立
つ
こ
と
だ
ろ
う
と
歌
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑

﹁
や
ま
と
﹂
を
﹁
山
処
﹂
と
考
え
る
必
要
は
な
い
︒
注
解
が
︑

こ
の
ヤ
マ
ト
が
普
通
名
詞
で
﹁
山
処
の
﹂
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
し
た

ら
︑
な
ぜ
ヒ
ト
モ
ト
ス
ス
キ
に
そ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
限
定
が
必
要
な

の
か
を
問
う
べ
き
で
あ
る
︒

と
す
る
疑
問
も
︑﹁
大
和
﹂
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
で
き
て
し
ま
う
︒

八
千
矛
の
神
が
大
和
に
上
る
に
あ
た
っ
て
︑
出
雲
に
残
し
て
き
た
須
勢
理
毘
売

を
思
う
だ
け
で
あ
れ
ば
︑
出
雲
に
い
る
妻
の
姿
を
想
像
す
る
だ
け
で
よ
く
︑
出

雲
に
あ
る
ど
こ
か
の
山
の
一
本
薄
を
介
在
さ
せ
る
必
要
は
な
い
︒
一
本
薄
は
︑

大
和
に
到
着
し
た
と
き
に
︑
そ
の
姿
に
よ
っ
て
須
勢
理
毘
売
を
思
い
出
さ
せ
る

よ
す
が
と
し
て
歌
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
大
和
に
上
る
と
き
だ
か

ら
こ
そ
︑
大
和
に
あ
る
一
本
薄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
八
千
矛
の
神
は
︑

須
勢
理
毘
売
を
思
い
や
っ
て
歌
い
か
け
る
︒
そ
の
と
き
︑
大
和
へ
の
途
上
で
は

な
く
︑
大
和
に
到
着
し
て
も
ま
だ
須
勢
理
毘
売
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
歌
う
方

が
よ
り
深
い
愛
情
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
注
解
と
新
編
全
集
は
﹁
朝
雨
の
﹂
に
つ
い
て
︑
後
句
の
﹁
霧
に
立
た

む
ぞ
﹂
と
の
関
係
が
明
確
で
な
い
と
し
て
﹁
朝
天
の
﹂
と
解
釈
す
る
が
︑
大
伴

坂
上
郎
女
の
尼
理
願
の
死
を
悲
嘆
し
て
作
る
歌
の
結
句
に
は
﹁
嘆
き
つ
つ

我

が
泣
く
涙

有
間
山

雲
居
た
な
び
き

雨
に
降
り
き
や
﹂︵
巻
三
・
四
六
〇
︶

と
も
あ
っ
て
︑
嘆
き
が
霧
と
な
る
よ
う
に
︑
泣
く
涙
は
雨
に
た
と
え
ら
れ
も
す

る
の
で
︑
こ
こ
は
妻
須
勢
理
毘
売
の
嘆
き
と
そ
の
涙
が
︑
霧
と
雨
に
た
と
え
ら

れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
と
思
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
一
節
は
﹁
私
が
皆
と
連
れ
だ

や
ま
と
の
一
本
薄
考
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っ
て
行
っ
て
し
ま
う
と
︑
私
が
皆
に
引
か
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
と
︑
あ
な
た
は

泣
く
ま
い
と
言
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
︑
大
和
で
一
本
薄
が
う
な
だ
れ
て
い
る

の
を
見
る
と
あ
な
た
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
︑
あ
な
た
が
お
泣
き
に
な
る
そ
の

涙
と
嘆
き
は
︑
大
和
に
あ
っ
て
も
朝
の
雨
と
霧
に
な
っ
て
立
つ
こ
と
で
あ
ろ

う
﹂
と
い
う
内
容
に
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

行
程
が
描
か
れ
て
い
な
い
た
め
道
行
き
歌
と
は
い
え
な
い
が
︑
行
く
先
の
地

名
と
嘱
目
の
景
を
詠
み
込
む
こ
と
で
そ
の
土
地
の
情
景
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る

点
は
道
行
き
歌
に
も
似
て
い
る
︒
こ
の
歌
が
︑
出
雲
か
ら
大
和
に
至
る
地
点
を

い
く
つ
か
掲
げ
る
道
行
き
の
形
式
を
採
っ
て
い
た
な
ら
︑﹁
や
ま
と
﹂
を
大
和

と
認
め
る
こ
と
は
も
っ
と
簡
単
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
︑
地
名
が
一
つ
も
詠
ま
れ

な
い
中
で
﹁
や
ま
と
﹂
が
突
然
歌
わ
れ
る
舌
足
ら
ず
が
︑
そ
の
理
解
を
困
難
に

し
て
き
た
理
由
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

地
の
文
は
そ
う
い
っ
た
歌
謡
の
叙
述
の
不
十
分
さ
を
補
お
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
︒﹁
束よ

装そ

ひ
立
ち
し
時
に
﹂
が
︑﹁
ぬ
ば
た
ま
の

黒
き
御
衣
を
﹂

か
ら
﹁
は
た
た
ぎ
も

是
し
宜よ
ろ

し
﹂
ま
で
の
︑
い
ろ
い
ろ
な
服
を
着
て
み
た
な

か
で
︑
茜
染
め
の
服
が
も
っ
と
も
似
合
っ
て
い
る
と
歌
う
部
分
と
対
応
す
る
こ

と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
が㉒
︑﹁
出
雲
よ
り
倭
国
に
上
り
坐ま

さ
む
と
し
て
﹂
と

大
和
を
明
記
し
た
上
で
︑
さ
ら
に
﹁
片
つ
御
手
は
御
馬
の
懇
に
繋
け
︑
片
つ
御

足
は
其
の
御
鐙
に
蹈
み
入
れ
て
﹂
と
す
る
の
は
︑
今
ま
さ
に
旅
立
と
う
と
す
る

中
で
行
く
手
に
起
こ
る
出
来
事
を
想
像
し
や
す
い
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
︒
ま
だ
旅
立
っ
て
い
な
い
出
雲
で
の
歌
に
︑
大
和
の
一
本
薄
が

詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

逆
に
み
れ
ば
︑
す
で
に
あ
っ
た
歌
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
地
の
文
の
中
に
位
置
づ

け
よ
う
と
し
た
と
き
に
︑
そ
の
つ
な
が
り
が
よ
り
わ
か
り
や
す
い
流
れ
に
な
る

よ
う
に
︑
地
の
文
が
工
夫
さ
れ
︑
そ
の
結
果
八
千
矛
の
神
が
馬
に
乗
ろ
う
と
す

る
所
作
ま
で
が
描
か
れ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
地
の
文
と
歌
の
関
係
は
︑

次
の
須
勢
理
毘
売
の
歌
に
つ
い
て
も
︑
地
の
文
﹁
其そ

の

后
き
さ
き

︑
大お
ほ

御み

酒さ
か

坏づ
き

を
取

り
︑
立
ち
依よ

り
指さ

し
挙あ

げ
て
﹂︑
﹁
即
ち
う
き
ゆ
ひ
為し

て
﹂
が
︑
結
句
﹁
豊と
よ

御み

酒き

奉
た
て
ま
つ

ら
せ
﹂
に
︑
そ
し
て
﹁
う
な
が
け
り
て
︑
今
に
至
る
ま
で
鎮
ま
り
坐ま

す
﹂

が
﹁
真
玉
手

玉
手
差
し
枕ま

き

股も
も

長な
が

に

寝い

を
し
寝な

せ
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応

す
る
よ
う
に
整
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
そ
う
し
た
細
か
い
描
写
を
歌
謡
演
劇
の
所
作
を
記
述
し
た
も
の
と
ま

で
み
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う㉓
︒
こ
の
よ
う
な
地
の
文
と
歌
に
緊
密
な
関
係
が

あ
る
以
上
︑﹁
倭
国
﹂
と
﹁
や
ま
と
の
一
本
薄
﹂
も
当
然
対
応
し
て
い
る
と
見

な
く
て
は
な
ら
な
い㉔
︒

お
わ
り
に

八
千
矛
の
神
の
歌
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
︑﹁
山
処
﹂
を
は
じ
め
と
す

る
他
に
例
の
な
い
語
は
存
在
根
拠
を
失
い
︑
﹁
場
所
・
所
﹂
を
意
味
す
る
乙
類

の
﹁
と
﹂
が
存
在
す
る
可
能
性
も
ま
た
小
さ
く
な
る
︒
そ
し
て
︑
地
の
文
が
歌

や
ま
と
の
一
本
薄
考

一
〇



と
の
対
応
を
意
図
し
て
﹁
倭
国
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
︑﹁
神
語
﹂
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
い
た
八
千
矛
の
神
の
歌
に
も
と
か
ら
文
字
ど
お
り
﹁
大
和
﹂
の
語

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒

歌
の
叙
述
の
不
十
分
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
地
の
文
に
お
い
て
も
︑
八
千

矛
の
神
が
出
発
す
る
前
に
歌
い
︑
最
後
に
は
﹁
今
に
至
る
ま
で
鎮し
づ

ま
り
坐
す
﹂

と
い
う
結
末
が
用
意
さ
れ
る
な
ど
︑
実
際
は
出
雲
か
ら
出
て
い
な
い
点
が
︑

﹁
大
和
の
一
本
薄
﹂
と
の
理
解
か
ら
遠
ざ
け
た
理
由
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑

須
勢
理
毘
売
の
嘆
き
が
霧
と
な
っ
て
立
つ
だ
ろ
う
と
い
う
内
容
と
考
え
れ
ば
︑

万
葉
集
に
見
ら
れ
る
嘆
き
の
霧
の
例
は
参
考
に
す
べ
き
で
︑
八
千
矛
の
歌
は
そ

う
し
た
類
型
と
大
き
な
違
い
は
な
い
︒

宣
長
が
示
し
た
一
見
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
も
思
え
る
考
え
は
︑
実
は
歌
に

込
め
ら
れ
た
文
学
的
表
現
の
理
解
を
長
く
妨
げ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

注①

書
き
下
し
は
︑
記
・
万
葉
集
と
も
︑
原
則
と
し
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の

表
記
に
従
う
︒
記
の
歌
番
号
も
そ
れ
に
準
ず
る
︒

②

地
名
と
し
て
は
注
釈
書
に
よ
っ
て
﹁
大
和
﹂
あ
る
い
は
﹁
倭
﹂
の
表
記
が
用
い
ら

れ
て
一
定
し
な
い
が
︑
小
稿
で
は
引
用
を
除
き
﹁
大
和
﹂
の
表
記
を
用
い
る
︒

③

植
松
安
﹃
記
紀
の
歌
の
新
釋
﹄︵
大
同
館
書
店
︑
大
正
12
年
_
月
︶

④

次
田
潤
﹃
古
事
記
新
講
﹄︵
明
治
書
院
︑
昭
和
16
年
`
月
︑
改
修
冊
二
版
︶

⑤

太
田
水
穂
﹃
紀
記
歌
集
講
義

附
録
上
代
歌
謡
解
﹄︵
共
立
社
︑
大
正
15
年
_
月
︶

⑥

中
島
悦
次
﹃
古
事
記
評
釋
﹄︵
山
海
堂
出
版
部
︑
昭
和
F
年
a
月
︶

⑦

武
田
祐
吉
﹃
記
紀
歌
謡
集
全
講
﹄
︵
明
治
書
院
︑
昭
和
31
年
F
月
︶

⑧

土
橋
寛
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

古
代
歌
謡
集
﹄︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
32
年
b
月
︶

⑨

倉
野
憲
司
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

古
事
記
祝
詞
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
33
年
c

月
︶

⑩

相
磯
貞
三
﹃
記
紀
歌
謡
全
註
解
﹄
︵
有
精
堂
出
版
︑
昭
和
37
年
c
月
︶

⑪

尾
崎
暢
殃
﹃
古
事
記
全
講
﹄︵
加
藤
中
道
館
︑︑
昭
和
41
年
a
月
︶

⑫

﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
﹄
で
は
︑
﹁
と
︵
処
︶﹂
に
関
わ
る
語
と
し
て
︑

ミ
ト
シ
ロ
・
ヤ
ド
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

⑬

西
宮
一
民
﹁
上
代
一
音
節
語
の
研
究

︱
﹁
門ト

﹂
の
場
合

︱
︵﹃
皇
學
館
大
学

紀
要
﹄
11
号
︑
昭
和
47
年
10
月
︶

⑭

山
路
平
四
郎
﹃
記
紀
歌
謡
評
釈

古
事
記
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
昭
和
48
年
d
月
︶

⑮

萩
原
浅
男
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集

古
事
記

上
代
歌
謡
﹄︵
小
学
館
︑
昭
和
48

年
11
月
︶︒
ま
た
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈

第
二
巻
﹄
︵
昭
和
51
年
a
月
︑
平
凡

社
︶
も
宣
長
説
を
踏
襲
し
︑
﹁
山
処
ま
た
は
山
本
で
あ
ろ
う
︒
﹂
と
し
て
い
る
︒

⑯

﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈

古
事
記
編
﹄︵
角
川
書
店
︑
昭
和
47
年
`
月
︶

⑰

倉
野
憲
司
﹃
古
事
記
全
註
釈

第
三
巻
上
巻
篇
︵
中
︶
﹄
︵
三
省
堂
︑
昭
和
51
年
c

月
︶

⑱

神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
﹃
古
事
記
注
解
a
﹄
︵
笠
間
書
院
︑
平
成
d
年
c
月
︶︑

山
口
佳
紀
執
筆
︒

⑲

契
沖
﹃
厚
顔
抄

下
﹄
︵
﹃
契
沖
全
集

第
七
巻
﹄
岩
波
書
店
︑
昭
和
49
年
f
月
︶

⑳

﹃
古
事
記

新
訂
版
﹄
︵
お
う
ふ
う
︑
昭
和
61
年
11
月
︶

㉑

西
宮
一
民
﹃
古
事
記
﹄
初
版
︵
お
う
ふ
う
︑
昭
和
48
年
I
月
︶
で
は
﹁
山
処
﹂
と

読
み
下
し
︑
﹁
但
し
︑
本
文
と
の
関
係
で
は
﹁
大
和
﹂
の
国
名
を
指
す
︒﹂
と
す
る
︒

㉒

﹁
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
下
の
歌
に
﹁
ま
つ
ぶ
さ
に
︑
取
り
装
ひ
﹂
の
句
が
三

度
出
て
く
る
の
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
︒﹂
︵
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈
﹄︶︑﹁
着
が

え
を
三
度
く
り
返
し
て
の
べ
る
︒﹁
束
装
立
時
﹂
︵
375
︶
と
あ
る
︑
そ
の
﹁
束
装
﹂
に

や
ま
と
の
一
本
薄
考

一
一



対
応
す
る
︒﹂︵
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
﹃
古
事
記
注
解
﹄︶︒

㉓

﹃
稜
威
事
別
﹄
に
﹁
又
片
手
片
御
脚
云
々
と
云
る
形
態
︑
何
と
か
や
俳
優
め
く

こ
ゝ
ち
ぞ
す
な
る
︒﹂
と
記
さ
れ
て
以
来
︑﹁
斯
様
な
同
一
詞
句
の
並
列
は
︑
却
っ
て
︑

単
な
る
謡
い
物
で
な
く
︑
演
劇
的
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
の
証
拠
を
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
︒
即
ち
︑
歌
劇
に
お
け
る
俳
優
の
所
作
が
︑
こ
の
歌
と
巧
み
に
一
致

し
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹂︵
相
磯
貞
三
﹃
記
紀
歌
謡
全
註
解
﹄︶

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
︒
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈
﹄
も
︑﹁
片
手
は
馬
の
鞍
に
か

け
︑
片
足
は
鐙
に
踏
み
入
れ
て
と
い
う
の
は
︑
い
か
に
も
目
で
見
て
き
た
よ
う
な
も

の
い
い
で
あ
る
上
︑
そ
れ
に
対
応
す
る
歌
句
が
次
に
見
出
せ
な
い
︒
こ
れ
は
︑
こ
の

歌
を
う
た
う
に
際
し
︑
一
つ
の
演
出
と
し
て
こ
の
よ
う
な
所
作
が
な
さ
れ
た
こ
と
を

暗
示
す
る
︒﹂
と
述
べ
る
︒

㉔

西
郷
信
綱
は
︑

こ
こ
も
こ
の
歌
を
出
雲
か
ら
倭
に
上
ろ
う
と
す
る
時
の
歌
と
し
た
の
は
︑
歌
中

に
﹁
ヤ
マ
ト
︵
山
処
︶
の
︑
一
本
薄
﹂
と
あ
る
の
に
牽
か
れ
て
そ
う
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
︒

と
解
し
な
が
ら
︑﹁
や
ま
と
﹂
を
別
の
語
に
扱
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

や
ま
と
の
一
本
薄
考

一
二


