
走
り
出
攷︱

ハ
シ
ル
の
意
義
に
関
わ
っ
て

︱

垣　
　

見　
　

修　
　

司

は
じ
め
に

　

日
本
書
紀
歌
謡
七
七
に
﹁
こ
も
り
く
の  

泊
瀬
の
山
は  

出
で
立
ち
の
よ
ろ

し
き
山  

走
り
出
の  

よ
ろ
し
き
山
の
︙
﹂
と
詠
み
込
ま
れ
る
﹁
走
り
出
﹂
の

語
は
︑
万
葉
集
巻
十
三
・
三
三
三
一
歌
の
類
句
﹁
走
り
出
の  
宜
し
き
山
の  

出
で
立
ち
の  

く
は
し
き
山
ぞ
﹂
に
も
見
え
︑
柿
本
人
麻
呂
の
泣
血
哀
慟
歌

︵
巻
二
・
二
一
〇
︶
に
も
﹁
走
り
出
の  

堤
に
立
て
る  

槻
の
木
の
﹂
と
し
て

現
れ
る
︒
か
つ
て
そ
の
語
義
は
﹁
家
か
ら
走
り
出
て
見
る
と
こ
ろ
の
﹂
と
い
う

よ
う
に
解
さ
れ
︑
山
や
堤
を
修
飾
す
る
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
井
手
至
氏①
に
よ
っ

て
︑
垂
直
方
向
に
聳
え
る
山
の
形
状
を
い
う
﹁
出
で
立
ち
﹂
に
対
し
て
︑﹁
走

り
出
﹂
は
水
平
方
向
に
突
き
出
た
形
状
を
さ
し
た
表
現
で
あ
る
と
の
見
解
が
示

さ
れ
て
以
来
︑﹁
横
に
長
く
突
き
出
た
﹂
意
と
説
か
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て

い
る
︒
た
だ
し
こ
う
し
た
理
解
は
︑﹁
走
り
出
﹂
を
連
山
︑
つ
ま
り
山
々
の
横

の
連
な
り
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
︑
現
在
︑
忍
坂
山
に
比
定
さ
れ
る
外
鎌

山
が
独
立
し
た
形
状
を
持
つ
こ
と
と
は
相
容
れ
な
い
︒
一
方
︑﹁
走
り
出
﹂
を

谷
川
の
走
り
出
る
景
観
を
い
っ
た
も
の
と
す
る
土
淵
知
之
氏
﹁
は
し
り
で
︵
わ

し
り
で
︶
考②
﹂
の
見
解
も
あ
る
が
︑
山
讃
め
の
対
句
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑﹁
走
り
出
﹂
を
水
の
流
れ
と
解
す
る
こ
と
に
は
不
安
が

残
る
︒
と
は
い
え
︑﹁
横
に
長
く
突
き
出
た
﹂
意
と
解
す
る
に
も
ハ
シ
ル
の
語

義
理
解
が
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
論
に
お
い
て
は
ハ
シ
ル
の
語

が
持
つ
意
義
を
考
え
直
す
こ
と
で
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
走
り
出
﹂
を
山
が
裾
野
を

長
く
広
げ
る
様
子
を
表
現
し
た
語
と
し
て
捉
え
た
い
︒
な
お
︑﹁
は
し
り
で
﹂

と
﹁
わ
し
り
で
﹂
に
つ
い
て
は
同
義
と
見
な
し
て
︑
今
は
音
の
違
い
は
問
わ
な

い
︒

走
り
出
攷

一
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一　
﹁
は
し
る
﹂
主
体

　

上
代
語
﹁
走
り
出
﹂
は
紀
歌
謡
に
あ
ら
わ
れ
る
︒

　

六
年
の
春
二
月
の
壬
子
の
朔
に
し
て
乙
卯
に
︑
天
皇
︑
泊
瀬
の
小
野
に

遊い

で
ま
す
︒
山
野
の
体
勢
を
観
み
そ
こ
な
は

し
て
︑
慨な

然げ

き
て
感
み
お
も
ひ

を
興お
こ

し
た
ま

ひ
︑
歌
み
う
た
よ
み

し
て
曰の
た
ま

は
く
︑

こ
も
り
く
の  

泊
瀬
の
山
は  

出
で
立
ち
の  

よ
ろ
し
き
山  

走わ
し

り

出で

の
︻
和
斯
里
底
能
︼  
よ
ろ
し
き
山
の  

こ
も
り
く
の  

泊
瀬
の

山
は  

あ
や
に
う
ら
麗ぐ
は

し  
あ
や
に
う
ら
麗
し
︵
紀
七
七
︶

と
の
た
ま
ふ
︒
是
に
小
野
を
名な
づ

け
て
︑
道み
ち
の

小を

野の

と
曰い

ふ
︒︵
雄
略
紀
︶

雄
略
天
皇
が
春
の
泊
瀬
の
小
野
で
︑
山
野
の
体
勢
を
み
て
感
興
を
も
よ
お
し
て

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
対
句
部
分
に
泊
瀬
の
山
の
﹁
出
で
立
ち
﹂
と
﹁
走
り
出
﹂

が
﹁
よ
ろ
し
﹂
と
讃
え
ら
れ
て
お
り
︑
い
わ
ゆ
る
山
讃
め
の
歌
と
見
て
よ
い③
︒

た
だ
し
﹁
泊
瀬
の
小
野
﹂
か
ら
眺
め
ら
れ
る
﹁
泊
瀬
の
山
﹂
が
具
体
的
に
ど
の

山
を
指
す
か
は
明
ら
か
で
な
い
︒

　

一
方
︑
万
葉
集
巻
十
三
に
収
め
ら
れ
る
類
歌
も
﹁
走
り
出
﹂
の
語
を
持
つ
︒

こ
も
り
く
の  

泊は
つ

瀬せ

の
山  

青あ
を

旗は
た

の  

忍お
さ
か坂
の
山
は  

走
り
出
の
︻
走
出

之
︼  

宜よ
ろ

し
き
山
の  

出
で
立
ち
の  

く
は
し
き
山
ぞ  

あ
た
ら
し
き  

山

の  

荒
れ
ま
く
惜
し
も
︵
巻
十
三
・
三
三
三
一
︶

﹁
泊
瀬
の
山
﹂
の
一
つ
で
あ
る
﹁
忍
坂
の
山
﹂
を
挙
げ
︑
対
句
﹁
走
り
出
の  

宜よ
ろ

し
き
山
の  

出
で
立
ち
の  

く
は
し
き
山
ぞ
﹂
と
山
を
讃
め
な
が
ら
も
︑
結

句
に
は
そ
の
山
が
荒
れ
果
て
て
い
く
の
を
惜
し
む
︒
山
は
す
な
わ
ち
遺
愛
の
山

で
あ
り
︑
手
入
れ
さ
れ
生
活
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
山
に
︑
人
が
立

ち
入
る
こ
と
も
な
く
な
り
荒
れ
て
い
く
と
歌
う
こ
と
で
そ
の
人
の
不
在
を
嘆
く④
︒

　

そ
し
て
﹁
走
り
出
﹂
は
柿
本
人
麻
呂
の
泣
血
哀
慟
歌
に
も
見
出
さ
れ
る
︒

う
つ
せ
み
と  

思
ひ
し
時
に
︿
一
に
云
ふ
︑﹁
う
つ
そ
み
と
思
ひ
し
﹂﹀  

取
り
持
ち
て  

我
が
二
人
見
し  

走
り
出
の
︻
趍
出
之
︼  

堤
に
立
て
る  

槻
の
木
の  

こ
ち
ご
ち
の
枝
の  

春
の
葉
の  

繁
き
が
ご
と
く  

思
へ
り

し  

妹
に
は
あ
れ
ど  

頼
め
り
し  

児
ら
に
は
あ
れ
ど  

世
の
中
を  

背そ
む

き
し
得え

ね
ば
︙
︵
巻
二
・
二
一
〇
︶

﹁
走
り
出
の  

堤
﹂
に
立
つ
槻
の
木
の
枝
を
手
に
取
り
つ
つ
︑
生
前
の
妻
と
二

人
で
眺
め
た
こ
と
を
歌
い
︑
そ
の
枝
に
葉
が
茂
る
よ
う
に
生
命
力
に
あ
ふ
れ
て

い
た
妻
を
偲
ん
で
い
る
︒

　
﹁
走
り
出
﹂
は
以
上
三
例
し
か
見
出
さ
れ
な
い
た
め
︑
語
の
理
解
に
は
揺
れ

が
生
じ
て
き
た
︒
注
釈
書
の
説
明
に
は
︑
走
る
主
体
を
人
と
解
す
る
か
︑
山
そ

の
も
の
と
解
す
る
か
の
違
い
が
あ
る
︒﹃
稜
威
言
別
﹄
は
︑

さ
れ
ば
此
山
は
︑
朝
倉ノ

宮
に
眞マ

向ム
カ

ひ
て
︑
常
に
立タ
チ

馳ハ
シ
リ

に
も
︑
出
て
見
給

ふ
地
な
り
け
れ
ば
︑
出イ
デ

立タ
チ

と
も
︑
走ワ
シ
リ

出デ

と
も
詔
ふ
な
り
︒︵
紀
七
七
︶

と
説
く
︒﹁
泊
瀬
の
山
﹂
を
雄
略
天
皇
の
い
ま
す
朝
倉
の
宮
の
真
向
か
い
に
あ

る
も
の
と
考
え
︑
天
皇
が
た
ち
走
り
出
て
山
に
向
か
い
合
う
場
所
を
﹁
出
で
立

走
り
出
攷

二
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ち
﹂
と
も
﹁
わ
し
り
出
﹂
と
も
言
う
の
だ
と
し
て
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
も
﹁
走
り

出
﹂
も
雄
略
天
皇
を
主
体
と
捉
え
る⑤
︒
人
が
家
か
ら
走
り
出
た
す
ぐ
の
場
所
と

い
う
点
は
﹃
考
﹄
も
二
一
〇
歌
に
つ
い
て
︑

趍ハ
シ
リ

出デ

之ノ

︒︿
或
本
︑
出イ
テ

立タ
チ

之ノ

︑
こ
れ
も
同
く
門
ぢ
か
き
所
を
い
ふ
︑﹀

と
説
い
て
お
り
︑
土
橋
寛
氏
の
﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈  

日
本
書
紀
編
﹄
も
ま
た
︑

山
は
家
の
中
か
ら
で
も
見
え
る
は
ず
だ
の
に
︑
な
ぜ
﹁
出
で
立
ち
の
﹂

﹁
走
り
出
の
﹂
と
い
う
の
か
と
の
疑
問
が
あ
る
が
︑
古
代
の
家
は
窓
が
少

な
く
︑
外
に
出
な
け
れ
ば
見
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
﹁
出
で
立
ち
て
見
る
﹂
歌
が
多
い
事
実
を
説
明
で

き
な
い
よ
う
に
思
う⑥
︒

と
述
べ
て
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
と
﹁
走
り
出
﹂
が
同
じ
意
味
で
あ
る
と
の
理
解
を

踏
襲
す
る
︒
た
だ
し
︑
家
屋
に
窓
が
少
な
い
と
し
て
も
た
と
え
ば
戸
口
か
ら
山

が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
し
︑
家
か
ら
走
っ
て
出
る
必
然
性
に
つ
い

て
も
説
か
れ
な
い
︒﹁
走
り
出
﹂
の
主
体
を
人
と
す
る
こ
れ
ら
の
説
は
︑
最
近

で
は
﹃
全
歌
講
義
﹄
が
二
一
〇
歌
に
つ
い
て
採
用
し
て
い
る
︒

　

一
方
︑
山
そ
の
も
の
を
は
し
る
主
体
と
捉
え
る
説
と
し
て
現
在
も
っ
と
も
多

く
支
持
さ
れ
る
の
は
﹁
走
り
出
﹂
を
山
の
横
方
向
の
広
が
り
と
す
る
立
場
で
あ

る
︒
荒
木
田
久
老
は
﹃
日
本
紀
歌
解
﹄︵
紀
七
七
︶
に
︑

わ
し
り
で
と
は
︑
山
の
引
は
へ
た
る
を
い
ひ
︑
出
立
と
は
︑
山
の
立タ

チ

登ノ
ホ
リ

り
た
る
を
い
ふ
言
に
て
︑
と
も
に
山
の
成ナ
リ

出
た
る
形サ
マ

を
い
ふ
言
と
知
べ
し
︑

と
述
べ
て
︑﹁
走
り
出
﹂
を
﹁
引
は
へ
た
る
﹂
つ
ま
り
横
方
向
の
広
が
り
︑﹁
出

で
立
ち
﹂
を
﹁
立
ち
登
り
た
る
﹂
縦
方
向
の
表
現
と
す
る
︒

　

さ
ら
に
明
確
に
横
方
向
と
い
う
点
を
推
し
進
め
て
︑
山
の
連
な
り
︑
連
山
と

し
て
の
広
が
り
を
い
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
﹃
考
﹄
の
三
三
三
一
歌
に
つ
い

て
の
注
で
あ
る
︒

走
ワ〘
ハ
〙シ
リ

出デ

之ノ

︒
宜
ヨ
ロ
シ
キ

山ヤ
マ

之ノ

︒︿
此
言
右
に
引
た
る
紀
に
︑
泊
瀬
一
つ
を
の
た

ま
ひ
し
を
︑
こ
ゝ
は
二
山
の
さ
ま
を
分
ち
い
へ
り
︑
然
れ
ば
は
つ
せ
の
山

は
︑
山
の
尾
前
へ
廻
り
て
穴
磯
山
ま
で
引
つ
ゞ
け
る
を
走
出
と
い
ひ
︑
忍

坂
は
山
立
の
よ
ろ
し
き
を
い
ふ
に
や
あ
ら
ん
︑
し
か
見
て
も
一
人
を
い
ふ

に
嫌
な
し⑦
︑﹀

三
三
三
一
歌
に
つ
い
て
﹁
泊
瀬
の
山
﹂
と
﹁
忍
坂
の
山
﹂
を
別
の
山
と
解
し
て
︑

泊
瀬
川
の
北
を
東
西
に
延
び
て
穴
師
山
ま
で
廻
る
尾
根
筋
を
﹁
初
瀬
の
山
﹂
と

捉
え
た
上
で
そ
れ
を
﹁
走
り
出
﹂
と
表
現
し
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
は
泊
瀬
川
南
の

山
を
﹁
忍
坂
の
山
﹂
と
見
て
︑
そ
の
独
立
し
た
様
子
を
﹁
出
で
立
ち
﹂
と
表
現

し
た
と
説
い
て
い
る
︒
紀
七
七
の
例
と
異
な
る
意
に
解
す
る
の
は
歌
の
細
か
い

相
違
を
踏
ま
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
︑
三
三
三
一
歌
が
﹁
こ
も
り
く
の  

泊は
つ

瀬せ

の
山
は0  

走
り
出
の  

宜よ
ろ

し
き
山
ぞ0  

青あ
を

旗は
た

の  

忍お
さ
か坂
の
山
は0  

出
で
立

ち
の  
く
は
し
き
山
ぞ0

﹂
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
山
が
対
句
で
並
称
さ
れ
で
も

し
な
い
か
ぎ
り
︑
そ
の
ま
ま
で
二
つ
の
山
を
描
い
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
︒

本
文
で
は
﹁
隠
来
之  
長
谷
之
山  

青
幡
之  

忍
坂
山
者0

﹂
と
あ
っ
て
対
句
前

走
り
出
攷

三
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項
に
助
詞
﹁
は
﹂
は
表
記
さ
れ
ず
︑
歌
全
体
も
﹁
隠
来
之  

長
谷
之
山  

青
幡

之  
忍
坂
山
者  

走
出
之  

宜
山
之  

出
立
之  

妙
山
叙  

惜  

山
之  

荒
巻

惜
毛
﹂
と
ほ
ぼ
助
詞
が
表
記
さ
れ
る
た
め
訓
み
添
え
も
考
え
に
く
い
︒
し
た

が
っ
て
﹁
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
山
﹂
と
﹁
青
旗
の
忍
坂
の
山
﹂
は
言
い
換
え
の

並
列
表
現
あ
る
い
は
泊
瀬
の
山
々
か
ら
忍
坂
の
山
を
択
一
し
た
表
現
で
﹁
走
り

出
﹂︑﹁
出
で
立
ち
﹂
は
一
つ
の
山
に
対
す
る
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　

万
葉
集
の
注
釈
書
で
は
﹃
全
註
釈
﹄︵
二
一
〇
︶
が
︑

ハ
シ
リ
デ
は
︑
山
の
姿
の
走
り
出
た
よ
う
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
イ
デ

タ
チ
と
對
語
に
な
つ
て
い
る
こ
と
に
依
つ
て
も
知
ら
れ
る⑧
︒

と
述
べ
る
︒
山
の
姿
が
走
り
出
た
よ
う
に
あ
る
と
い
う
意
味
が
明
確
で
な
い
が
︑

横
方
向
の
広
が
り
と
す
る
考
え
方
は
後
述
の
井
手
至
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
︑
多
く
の
注
釈
書
の
従
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
︒﹃
澤
瀉
注
釈
﹄

が
巻
二
の
例
に
つ
い
て
は
人
主
体
説
を
採
り
な
が
ら
そ
の
後
の
巻
十
三
で
は
山

主
体
説
に
従
っ
た
の
も
や
は
り
井
手
氏
の
論
に
拠
っ
て
い
る
︒
近
年
で
は
﹃
新

大
系
﹄
が
﹃
青
森
県
五
戸
語
彙⑨
﹄
に
﹁
ハ
シ
リ
︒
峰
筋
が
う
ね
う
ね
と
続
い
て

何
里
も
下
方
へ
延
び
て
そ
の
突
端
が
川
目
︑
沢
目
に
な
っ
て
い
る
地
形
名
﹂
と

あ
る
こ
と
を
引
い
て
︑
こ
の
説
の
補
強
を
図
っ
て
お
り
︑﹁
出
で
立
ち
の
﹂
を

﹁﹁
走
り
出
の
﹂
に
対
し
て
︑
こ
れ
は
山
の
高
い
さ
ま
を
言
う
﹂
と
す
る
点
か
ら

も
﹁
走
り
出
﹂
が
山
の
横
方
向
に
つ
い
て
の
描
写
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒

　

さ
て
︑﹁
走
り
出
﹂
に
つ
い
て
山
の
横
方
向
の
広
が
り
と
い
う
見
方
に
対
し

縦
方
向
の
広
が
り
と
す
る
説
も
見
ら
れ
る
︒

和ワ

斯シ

里リ

底テ

能ノ

︻
趍
出
也
︒
言
奇
巌
恠
石
峙
立
也
︒︼︵﹃
釈
日
本
紀
﹄︶

こ
れ
を
引
く
﹃
日
本
書
紀
︿
歌
﹀
全
注
釈
﹄
に
は
﹁
ご
つ
ご
つ
と
そ
ば
だ
ち
今

に
も
動
き
出
し
そ
う
な
あ
り
さ
ま
︒﹂
と
説
か
れ
る
︒
た
だ
し
現
在
の
比
定
地

で
あ
る
外
鎌
山
は
﹁
奇
巌
恠
石
峙
立
﹂
と
言
え
る
ほ
ど
に
険
し
い
様
子
は
見
ら

れ
な
い
︒

　

こ
の
よ
う
に
現
在
は
人
が
は
し
る
説
と
山
︵
地
形
︶
が
は
し
る
説
が
並
び
行

わ
れ
て
い
る
が
︑﹁
出
で
立
ち
の  

よ
ろ
し
き
山  

走わ
し

り
出で

の  

よ
ろ
し
き
山
﹂

や
﹁
走
り
出
の  

宜よ
ろ

し
き
山
の  

出
で
立
ち
の  

く
は
し
き
山
ぞ
﹂
と
表
現
し

た
際
に
︑
人
が
出
で
立
っ
て
見
る
と
よ
い
と
か
人
が
家
か
ら
走
り
出
た
と
き
に

眺
め
が
良
い
と
い
う
よ
う
に
山
を
見
る
側
の
状
況
を
限
定
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
人
主
体
説
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

　

他
方
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
の
語
は
動
詞
形
﹁
出
で
立
つ
﹂
の
例
が
多
い
︒

︙
ひ
さ
か
た
の　

天
の
川
原
に　

出
で
立
ち
て　

み
そ
ぎ
て
ま
し
を
︙

︵
巻
三
・
四
二
〇
︶

月
夜
に
は
門
に
出
で
立
ち
夕
占
問
ひ
足
占
を
そ
せ
し
行
か
ま
く
を
欲
り

︵
巻
四
・
七
三
六
︶

玉
桙
の
道
に
出
で
立
ち
別
れ
来
し
日
よ
り
思
ふ
に
忘
る
時
な
し
︵
巻
十

二
・
三
一
三
九
︶

走
り
出
攷

四
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ほ
と
ん
ど
が
︑
人
が
門
や
道
と
い
っ
た
場
所
に
出
で
立
っ
て
人
を
待
っ
た
り
︑

夕
占
を
問
ふ
た
り
す
る
た
め
の
動
作
を
表
す
が
︑
高
橋
虫
麻
呂
の
富
士
の
山
を

詠
む
歌
に
は
︑

な
ま
よ
み
の  
甲
斐
の
国  

う
ち
寄
す
る  

駿
河
の
国
と  

こ
ち
ご
ち
の  

国
の
み
中
ゆ  
出
で
立
て
る  

富
士
の
高
嶺
は
︙
︵
巻
三
・
三
一
九
︶

と
あ
り
︑
山
の
姿
を
﹁
出
で
立
て
る
︵
出
立
有
︶﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
時
代

別
も
こ
の
例
を
引
い
て
﹁
山
や
樹
木
が
ま
っ
す
ぐ
に
つ
き
立
っ
て
い
る
さ
ま
を

い
う
﹂
と
解
し
て
お
り
︑
人
以
外
に
も
用
い
る
表
現
と
見
て
良
い
︒
し
た
が
っ

て
動
か
な
い
山
の
佇
ま
い
を
﹁
出
で
立
ち
﹂
と
見
る
こ
と
は
頷
け
る
に
し
て
も
︑

静
止
し
た
山
の
様
子
が
な
ぜ
﹁
走
り
出
﹂
と
表
現
さ
れ
る
の
か
︒

　

な
お
﹁
走
り
出
﹂
と
﹁
出
で
立
ち
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
興
味
深

い
例
が
あ
る
︒
泣
血
哀
慟
歌
二
一
〇
歌
の
異
伝
で
あ
る
二
一
三
歌
に
は
︑

う
つ
そ
み
と  

思
ひ
し
時
に  

携
は
り  

我
が
二
人
見
し  
出
で
立
ち
の  

百
足
る
槻
の
木  

こ
ち
ご
ち
に  

枝
さ
せ
る
ご
と  

春
の
葉
の  
繁
き
が

ご
と
く
︙

と
あ
り
︑
本
伝
で
は
﹁
走
り
出
の
﹂
が
現
れ
る
五
句
目
に
対
応
す
る
形
で
︑
異

伝
に
﹁
出
で
立
ち
の
﹂
が
詠
み
こ
ま
れ
る
︒
こ
の
対
応
は
人
麻
呂
が
紀
七
七
か

三
三
三
一
歌
の
よ
う
な
対
句
表
現
を
踏
ま
え
て
作
歌
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

思
わ
れ
る
︒
と
く
に
挽
歌
と
い
う
点
で
三
三
三
一
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
た
可
能

性
は
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
二
一
三
歌
で
は
︑﹁
出
で
立
ち
の
﹂
は
﹁
百
足
る
槻
の

木
﹂
を
修
飾
す
る
と
見
ら
れ
︑
一
本
の
木
が
佇
立
す
る
縦
方
向
の
様
態
を
表
し

て
い
る
の
に
対
し
て
︑
本
伝
で
は
﹁
走
り
出
の
﹂
は
﹁
堤
﹂
に
係
る
︒
池
の
堤

な
ど
で
水
を
堰
き
止
め
る
た
め
に
十
分
な
高
さ
で
作
ら
れ
る
例
は
あ
る
に
し
て

も
︑
二
一
三
歌
の
堤
に
そ
れ
と
わ
か
る
描
写
は
な
く
︑
基
本
的
に
は
堤
の
横
方

向
の
様
態
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒

　
﹁
出
で
立
つ
﹂
は
万
葉
集
に
は
動
詞
︑
連
用
形
名
詞
を
あ
わ
せ
て
三
十
四
例

を
数
え
る
︵
巻
九
・
一
六
七
四
﹁
出
立
の
﹂
は
地
名
と
見
な
し
除
く
︶︒
基
本

的
に
は
︑
先
述
の
よ
う
に
門
や
道
︑
ほ
か
に
庭
・
河
原
・
瀬
・
海
辺
な
ど
い
ず

れ
か
の
場
所
に
出
向
い
て
い
っ
て
佇
む
様
子
を
表
す
例
が
過
半
を
占
め
る
︒
ま

た

な
つ
き
に
し
奈
良
の
都
の
荒
れ
行
け
ば
出
で
立
つ
ご
と
に
嘆
き
し
増
さ
る

︵
巻
六
・
一
〇
四
九
︶

高
円
の
秋
野
の
上
の
朝
霧
に
妻
呼
ぶ
雄
鹿
出
で
立
つ
ら
む
か
︵
巻
二
十
・

四
三
一
九
︶

の
例
は
﹁︵
場
所
︶
に
﹂
と
い
う
形
で
は
な
い
も
の
の
﹁
奈
良
の
都
﹂︑﹁
高
円

の
秋
野
﹂
と
出
で
立
つ
場
所
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
場
所
が
明
示
さ
れ
な
い
も
の

は
︑

隠
り
の
み
居
れ
ば
い
ぶ
せ
み
慰
む
と
出
で
立
ち
聞
け
ば
来
鳴
く
ひ
ぐ
ら
し

︵
巻
八
・
一
四
七
九
︶

出
で
立
た
む
力
を
な
み
と
隠
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
心
ど
も
な
し
︵
巻
十

走
り
出
攷

五
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七
・
三
九
七
二
︶

︙
群
鳥
の  

出
で
立
ち
か
て
に  

滞
り  

顧
み
し
つ
つ
︙
︵
巻
二
十
・
四

三
九
八
︶

今
日
よ
り
は
顧
み
な
く
て
大
君
の
醜
の
み
楯
と
出
で
立
つ
我
は
︵
巻
二

十
・
四
三
七
三
︶

の
前
二
例
の
よ
う
に
家
か
ら
外
出
す
る
意
か
︑
後
二
例
の
よ
う
に
家
な
い
し
拠

点
と
な
る
場
所
か
ら
出
発
す
る
意
で
用
い
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
﹁
出
で
立
つ
﹂
は

人
や
鹿
︑
群
鳥
な
ど
の
主
体
が
あ
る
場
所
に
臨
む
行
動
を
表
し
て
も
出
で
立
っ

た
場
所
そ
の
も
の
を
さ
す
例
は
見
ら
れ
な
い
︒
二
一
三
歌
の
﹁
出
で
立
ち
の
百

足
る
槻
の
木
﹂
と
三
三
三
一
歌
﹁
出
で
立
ち
の
く
は
し
き
山
ぞ
﹂
の
場
合
も

﹁
出
で
立
ち
の
﹂
は
槻
の
木
と
山
を
そ
れ
ぞ
れ
修
飾
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
︒
そ
の
場
合
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
と
﹁
く
は
し
﹂
の
主
述
関
係
は
明
確
だ
が
︑

﹁
出
で
立
ち
の
百
足
る
槻
の
木
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
出
で
立
ち
の
﹂
が
ど
こ
に
係

る
と
考
え
れ
ば
良
い
か
︒
本
文
﹁
出
立
百
足
槻
木
﹂
に
は
異
伝
が
あ
り
︑﹁
出

立
﹂
は
旧
訓
で
は
﹁
イ
デ
タ
テ
ル
﹂
と
訓
ま
れ
る⑩
︒
ま
た
﹁
足
﹂
の
字
は
寛
永

版
本
で
は
﹁
兄
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
モ
ヽ
エ
ツ
キ
ノ
キ
﹂
の
訓
が
あ
る
︒
し

か
し
金
沢
本
︑
類
聚
古
集
︑
廣
瀬
本
で
﹁
足
﹂
の
字
が
確
認
で
き
る
た
め
︑
記

九
九
の︙

新
嘗
屋
に  

生
ひ
立
て
る  

百
足
る
︵
毛
々
陀
流
︶  

槻
が
枝
は
︙

の
例
に
準
じ
て
﹁
モ
モ
ダ
ル
﹂
と
訓
じ
る
の
が
良
い
︒
モ
モ
ダ
ル
は
﹁
百
足

る
﹂
の
字
の
と
お
り
﹁
多
く
の
も
の
が
満
ち
足
り
て
い
る
︵
時
代
別
︶﹂
意
で
︑

多
く
の
枝
を
伸
ば
す
槻
︵
ケ
ヤ
キ
︶
の
木
の
性
質
を
讃
え
た
表
現
で
あ
る
︒
基

本
的
に
は
モ
モ
エ
ツ
キ
ノ
キ
︵
百
枝
槻
の
木
︶
と
訓
じ
た
と
こ
ろ
で
大
差
な
い

よ
う
に
も
見
え
る
が
︑
槻
の
木
の
出
で
立
つ
姿
が
豊
か
で
あ
る
︵
百
足
る
︶
と

い
う
主
述
関
係
に
お
い
て
も
︑﹁
出
で
立
ち
の
﹂
に
続
く
の
は
モ
モ
ダ
ル
が
ふ

さ
わ
し
い
︒

二　
﹁
は
し
る
﹂
の
語
義
︵
一
︶

　

さ
て
井
手
至
氏
の
論
﹁
い
は
ば
し
る⑪
﹂
は
ハ
シ
ル
の
語
の
意
味
を
考
察
し
︑

山
を
主
体
と
す
る
説
の
可
能
性
を
広
げ
た
点
で
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

井
手
氏
は
ハ
シ
ル
を
含
む
﹁
石
走
る
﹂︑﹁
走
井
﹂︑﹁
走
り
出
﹂
を
総
括
的
に
論

じ
る
視
点
か
ら
︑
ま
ず
ハ
シ
ル
の
語
に
つ
い
て

﹁
は
し
る
﹂
と
は
︑
泉
の
迸
ほ
と
ば
し

る
よ
う
に
湧
き
立
つ
さ
ま
や
︑
谷
川
の
水

し
ぶ
き
を
あ
げ
て
勢
い
よ
く
流
れ
る
さ
ま
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
推

定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
理
解
し
︑

命
を
幸
く
良
け
む
と
石
走
る
︻
石
流
︼
垂
水
の
水
を
む
す
び
て
飲
み
つ

︵
巻
七
・
一
一
四
二
︶

石
走
る
︻
石
激
︼
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け

る
か
も
︵
志
貴
皇
子
︑
巻
八
・
一
四
一
八
︶

走
り
出
攷
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石
走
る
︻
石
走
︼
垂
水
の
水
の
は
し
き
や
し
君
に
恋
ふ
ら
く
我
が
心
か
ら

︵
巻
十
二
・
三
〇
二
五
︶

石
走
る
︻
伊
波
婆
之
流
︼
滝
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
蝉
の
声
を
し
聞
け
ば
都
し

思
ほ
ゆ
︵
大
石
蓑
麻
呂
︑
巻
十
五
・
三
六
一
七
︶

等
の
﹁
い
は
ば
し
る
﹂
の
語
を
︑﹁
岩
に
水
が
は
げ
し
く
ぶ
つ
か
り
し
ぶ
き
の

飛
び
散
る
さ
ま
を
い
っ
た
も
の
﹂
と
推
測
す
る
︒
こ
う
し
て
︑

こ
の
小
川
霧
そ
結
べ
る
激
ち
行
く
走
井
の
上
に
︻
八
信
井
上
尓
︼
言
挙
げ

せ
ね
ど
も
︵
巻
七
・
一
一
一
三
︶

落
ち
激
つ
走
井
水
の
︻
走
井
水
之
︼
清
く
あ
れ
ば
お
き
て
は
我
は
行
き
か

て
ぬ
か
も
︵
巻
七
・
一
一
二
七
︶

に
歌
わ
れ
る
﹁
走
り
井
﹂
の
語
も
勢
い
よ
く
湧
出
す
る
泉
と
理
解
す
る
︒

　

し
か
し
﹁
走
り
出
﹂
の
語
に
つ
い
て
は
垂
水
や
井
な
ど
水
に
関
わ
る
表
現
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
︑
承
徳
本
古
謡
集
の
﹁
さ
や
の
中
山
﹂
の
歌
と
英

語
のrun

の
例
文
を
あ
げ
て
︑

ハ
シ
リ
デ
が
︑
山
勢
そ
の
も
の
に
關
す
る
表
現
の
一
部
で
あ
り
︑
垂
直
方

向
に
聳
え
る
山
の
形
状
に
つ
い
て
い
つ
た
イ
デ
タ
チ
に
對
し
て
︑
水
平
方

向
に
突
き
出
た
山
の
形
状
を
指
し
て
い
つ
た
も
の
で
あ
る

と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

　

井
手
氏
が
参
照
し
た
承
徳
本
古
謡
集
の
例
は
︑

甲
斐
が
嶺
の
さ
よ
も
見
し
よ
け
け
れ
な
く
與
古
者
之
利
世
留
さ
や
の
中
山

︵
風
俗
歌
︑
甲
斐
︶

と
い
う
も
の
で
あ
る⑫
︒﹁
さ
や
の
中
山
﹂
は
﹁
さ
よ
の
中
山
﹂
と
も
言
わ
れ
る

東
海
道
三
大
難
所
の
一
つ
で
中
山
峠
越
え
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒﹁
横

走
り
せ
る
﹂
は
大
系
﹃
古
代
歌
謡
集
﹄
が
底
本
と
し
た
楽
章
類
語
鈔
や
神
宮
文

庫
本
で
は
﹁
よ
こ
ほ
り
立
て
る
︻
与
古
保
利
太
天
流
︼﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
古

今
集
の
一
〇
九
七
歌
に
見
え
る
類
歌
で
は
﹁
横
ほ
り
臥
せ
る
﹂
と
あ
る
︒﹁
横

ほ
る
﹂
は
山
な
ど
が
﹁
横
た
わ
る
﹂
状
態
を
意
味
す
る
と
見
ら
れ⑬
︑
そ
の
場
合

中
山
峠
越
え
の
長
い
道
の
り
も
考
え
る
と
山
裾
の
広
が
り
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
連
山
あ
る
い
は
山
塊
の
連
な
り
を
い
う
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
ま
た
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
英
語
の
例
文
は
︑

T
he run of the m

ountains is northw
est.

︵
山
勢
は
北
西
に
趨
っ

て
い
る
︑
の
意
︶

で
山
勢
が
北
西
に
延
び
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
と
し
て
お
り
︑
や
は
り
尾
根

づ
た
い
に
延
び
た
連
山
に
つ
い
てrun

と
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
つ

ま
り
こ
の
二
つ
の
例
は
︑
山
裾
の
広
が
り
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
山
の
尾
根
の

連
な
り
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
現
在
に
お
い
て
も
﹁
道
が
東
西
方
向
に

走
っ
て
い
る
﹂
や
﹁
山
の
稜
線
が
南
北
方
向
に
走
る
﹂
と
い
う
表
現
が
可
能
で

あ
る
︒

　

そ
れ
ゆ
え
井
手
氏
は
三
三
三
一
歌
の
﹁
走
り
出
の
よ
ろ
し
き
山
﹂
に
つ
い
て

は
︑
ま
さ
し
く
﹃
考
﹄
が
﹁
は
つ
せ
の
山
は
︑
山
の
尾
前
へ
廻
り
て
穴
磯
山
ま

走
り
出
攷
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で
引
つ
ゞ
け
る
﹂
と
捉
え
て
泊
瀬
北
方
の
山
並
み
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
た
よ

う
に
連
山
の
様
子
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い

が
︑
お
そ
ら
く
泊
瀬
川
が
流
れ
る
長
い
谷
筋
を
形
成
す
る
南
北
ま
た
は
そ
の
い

ず
れ
か
の
山
並
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
三
三
三
一
歌
で
は
︑

忍
坂
山
か
ら
水
平
方
向
に
山
並
が
延
び
て
い
る
と
す
る
と
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
を

同
じ
忍
坂
山
の
垂
直
方
向
の
山
容
を
讃
え
る
表
現
と
見
る
こ
と
と
は
相
容
れ
な

い
で
あ
ろ
う
︒
連
山
の
中
の
一
つ
の
山
は
高
さ
が
埋
没
し
て
し
ま
う
た
め
︑
忍

坂
山
を
独
立
峰
と
し
て
捉
え
て
こ
そ
︑
縦
方
向
と
横
方
向
の
対
句
は
活
き
る
と

思
う
︒﹃
考
﹄
が
三
三
三
一
歌
に
関
し
て
は
﹁
こ
ゝ
は
二
山
の
さ
ま
を
分
ち
い

へ
り
﹂
と
解
す
る
の
も
﹁
走
り
出
﹂
を
山
の
連
な
り
と
見
る
一
方
で
︑﹁
出
で

立
ち
﹂
は
一
つ
の
山
の
姿
と
捉
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
な
お
﹃
考
﹄
は
紀
七
七

に
つ
い
て
は
﹁
泊
瀬
一
つ
を
の
た
ま
ひ
し
を
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
泊
瀬
一
帯
の

山
々
の
描
写
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

　

忍
坂
山
は
桜
井
市
忍
坂
の
東
方
に
位
置
す
る
外
鎌
山
︵
二
九
二
ｍ
︶
に
比
定

さ
れ
る
︒
北
方
の
泊
瀬
川
︵
大
和
川
︶
の
北
側
や
西
方
の
奈
良
盆
地
か
ら
眺
め

た
場
合
︑
外
鎌
山
は
小
富
士
状
の
独
立
し
た
山
に
見
え
る
︒
西
側
の
桜
井
市
赤

尾
に
は
忍
坂
山
口
坐
神
社
︑
南
側
に
は
舒
明
天
皇
陵
で
あ
る
忍
坂
内
陵
に
加
え

て
鏡
女
王
︑
大
伴
皇
女
の
墓
な
ど
も
あ
り
︑
三
三
三
一
歌
が
挽
歌
で
あ
る
点
か

ら
も
外
鎌
山
を
忍
坂
山
に
比
定
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
︒

　

忍
坂
山
に
は
隣
接
す
る
山
々
は
あ
る
も
の
の
︑
谷
を
は
さ
む
た
め
水
平
方
向

に
連
な
る
山
並
が
続
く
と
は
言
い
が
た
く
︑
忍
坂
山
が
外
鎌
山
と
す
る
な
ら
ば
︑

対
句
が
一
つ
の
山
の
﹁
出
で
立
ち
﹂
と
﹁
走
り
出
﹂
を
讃
え
た
も
の
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
︒
だ
と
す
る
と
︑﹁
走
り
出
﹂
は
忍
坂
山
が
末
広
が
り
に
延
び
た

そ
の
山
裾
を
捉
え
た
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
は
た
し
て
山
の
裾
野
に
つ
い

て
﹁
走
り
出
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︒
裾
野
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
山
が
走
り
出
す
よ
う
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
︑﹃
全
註
釈
﹄

の
﹁
山
の
姿
の
走
り
出
た
よ
う
に
あ
る
﹂
と
い
っ
た
比
喩
的
な
説
明
も
曖
昧
で
︑

理
解
に
は
揺
れ
が
生
じ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　

た
だ
説
が
定
ま
ら
な
い
中
で
別
の
見
方
が
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
︒
酒
井
貞
三
氏
は
︑

　

次
に
﹁
走
り
出
の
﹂﹁
出
で
立
ち
の
﹂
を
﹁
人
﹂
が
で
は
な
く
対
象
の

姿
と
し
て
︑
而
も
﹁
山
﹂
が
で
は
な
く

︵
川
の
︶
走
り
出
る
︵
姿
︶
の
宜
し
き
山
︒︵
樹
木
の
︶
出
で
立
て
る

︵
姿
︶
の
妙
し
き
山
︒

と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
︒
又
︑
さ
れ
ば
こ
そ
一
方
は
宜
し
き
他
方
は
妙

し
き
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

と
し
て
﹁
走
り
出
の
﹂
の
主
体
を
﹁
人
﹂
や
﹁
山
﹂
で
は
な
く
﹁
川
﹂
と
推
測

す
る⑭
︒
酒
井
氏
は
結
局
そ
の
見
方
を
採
ら
な
か
っ
た
が⑮
︑
そ
の
後
︑
土
淵
知
之

氏
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
同
様
の
見
方
が
示
さ
れ
た
︒

私
は
︑
谷
川
の
﹁
走
り
出
﹂
る
景
観
が
﹁
宜
し
き
山
﹂
で
︑
樹
林
の
﹁
出

走
り
出
攷
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で
立
﹂
つ
姿
が
﹁
妙
し
き
山
﹂
と
見
た
い
︒
つ
ま
り
﹁
水
清
く
し
て
樹
木

麗
し
﹂
と
と
る
の
で
あ
る
︒

土
淵
氏
は
﹁
走
り
出
﹂
を
﹁
谷
川
の
﹁
走
り
出
﹂
る
景
観
﹂︑﹁
谷
川
の
水
の
流

れ
落
ち
る
景
観
﹂
と
捉
え
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
走
り
出
﹂
の
例
も
﹁
谷
川
の
水

し
ぶ
き
を
あ
げ
て
勢
い
よ
く
流
れ
る
さ
ま
を
表
現
し
た
も
の
﹂
を
表
す
と
い
う
︑

井
手
氏
が
明
ら
か
に
し
た
﹁
走
る
﹂
の
語
の
用
法
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
と
指
摘
す
る⑯
︒

　
﹁
走
り
出
﹂
が
水
の
激
し
い
流
れ
を
表
す
﹁
は
し
る
﹂
の
一
つ
の
例
と
し
て

用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
土
淵
氏
の
見
方
で
あ
れ
ば
︑
た
し
か
に
紀
七
七
︑
二
一

三
歌
︑
三
三
三
一
歌
い
ず
れ
も
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
は
あ

る
︒
人
麻
呂
の
﹁
走
り
出
の
堤
﹂
も
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
堤
防
を
い
っ
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

し
か
し
﹁
走
り
出
の
よ
ろ
し
き
山
﹂
が
水
の
流
れ
出
る
様
子
を
讃
え
た
表
現

で
あ
っ
た
場
合
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
が
縦
方
向
︑﹁
走
り
出
﹂
が
横
方
向
の
︑
ど
ち

ら
も
山
を
讃
え
た
対
句
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
山
か
ら
出
る
流
れ
と
は

言
っ
て
も
︑
川
の
流
れ
を
讃
え
る
こ
と
に
な
る
た
め
山
そ
の
も
の
を
讃
え
て
い

る
と
は
言
え
ず
︑
山
讃
め
の
表
現
と
し
て
は
不
審
が
残
る
︒
や
は
り
対
句
の
い

ず
れ
も
が
山
容
の
讃
美
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
と
は
い
え
︑
忍
坂
山
が
独

立
し
た
一
つ
の
山
と
考
え
ら
れ
る
以
上
︑
連
山
の
様
子
を
讃
え
た
と
表
現
と
し

た
り
︑﹁
山
の
姿
の
走
り
出
た
よ
う
に
あ
る
﹂
と
す
る
説
明
に
は
従
え
な
い
︒

そ
の
場
合
︑
ハ
シ
ル
の
意
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
︒

三　
﹁
は
し
る
﹂
の
語
義
︵
二
︶

　

ハ
シ
ル
に
は
井
手
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
水
が
勢
い
よ
く
流
れ
る
意
を
表

す
例
が
多
く
︑
そ
の
点
で
﹁
走
り
出
﹂
も
そ
う
し
た
意
義
に
お
い
て
理
解
す
る

こ
と
は
魅
力
的
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
︑﹁
出
で
立
ち
﹂
と
の
対
偶
を
考
慮
す
る

と
山
讃
め
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
山
の
形
そ
の
も
の
を
讃
え
た
表
現
と
思
わ
れ

る
︒
井
手
氏
は
﹁﹁
は
し
り
出
﹂
は
︑
む
し
ろ
︑
横
︵
水
平
方
向
︶
に
低
く
横

た
わ
っ
た
山
の
姿
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
と
見
る
の
が
穏
や
か
な
見
解
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
︒﹂
と
述
べ
て
﹁
走
り
出
﹂
を
水
平
方
向
の
山
の
連
な
り
と

す
る
が
︑
む
し
ろ
独
立
峰
と
し
て
の
山
裾
の
広
が
り
を
﹁
走
り
出
﹂
と
解
す
る

余
地
は
な
い
か
︒
そ
う
し
た
想
定
を
行
う
際
に
参
照
し
た
い
の
が
ハ
シ
ル
の
次

の
よ
う
な
用
例
で
あ
る
︒

す
べ
も
な
く
苦
し
く
あ
れ
ば
出
波
之
利
去
な
な
と
思
へ
ど
此
ら
に
障
り
ぬ

︵
巻
五
・
八
九
九
︶

山
上
憶
良
の
﹁
老
い
に
た
る
身
に
病
を
重
ね
︑
年
を
経
て
辛
苦
み
︑
ま
た
児
等

を
思
ふ
歌
﹂
の
反
歌
で
︑
年
老
い
て
病
に
苦
し
み
な
が
ら
も
子
ど
も
が
気
に
掛

か
る
た
め
に
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
歌
う
︒﹁
出
で
走
り
去

な
な
﹂
に
は
ま
ま
な
ら
な
い
現
実
か
ら
何
も
か
も
放
り
出
し
て
逃
げ
出
し
た
い

思
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
︑
ハ
シ
ル
に
は
あ
ら
ぬ
先
へ
と
出
て
い
っ
て
姿
を
く

走
り
出
攷
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ら
ま
し
た
い
と
い
う
心
情
が
認
め
ら
れ
る
︒
ハ
シ
ル
が
逃
げ
る
︑
逃
亡
す
る
と

い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
は
中
古
以
降
の
用
例
に
明
確
に
認
め
ら
れ
て
お
り⑰
︑
類

聚
名
義
抄
に
は
逃
げ
る
意
を
持
つ
﹁
逋
・
逃
﹂
の
字
に
﹁
ニ
グ
﹂
と
と
も
に

﹁
ハ
シ
ル
﹂
の
訓
が
記
さ
れ
る
︒
上
代
に
お
い
て
逃
げ
る
意
を
認
め
う
る
例
は

八
九
九
歌
し
か
な
い
が
︑
ハ
シ
ル
が
持
つ
︑
逸
脱
し
て
別
の
領
域
に
進
む
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
他
の
例
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

穴
を
掘
り
て
︑
立
て
随
ら
埋
み
し
か
ば
︑
腰
を
埋
む
時
に
至
り
て
︑
両
つ

の
目
︑
走
り
抜
け
て
︑
死
に
き
︒︵
安
康
記
︶

白
日
子
王
が
腰
ま
で
埋
め
ら
れ
た
段
階
で
︑
両
目
が
飛
び
出
て
死
ん
だ
様
子
が

﹁
両
目
︑
走
抜
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
ハ
シ
ル
の
訓
義
に
お
い
て
﹁
走
﹂
の
字
が
用

い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
良
く
︑
眼
球
が
眼
窩
か
ら
飛
び
出
る
の
は
︑
あ
る
べ
き

場
所
か
ら
別
の
空
間
に
出
て
行
く
こ
と
と
言
え
る
︒
結
局
︑﹁
イ
ハ
バ
シ
ル
﹂

や
﹁
ハ
シ
リ
ヰ
﹂
な
ど
︑
水
が
勢
い
よ
く
飛
び
散
る
意
を
表
す
ハ
シ
ル
も
飛
沫

が
先
の
空
間
に
飛
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
り
︑
ハ
シ
ル
は
人
や
物
体
が
別
の
方
向

へ
と
進
ん
で
い
く
様
子
を
表
す
の
で
あ
る
︒

　

ハ
シ
ル
に
は
こ
の
よ
う
に
単
に
何
か
が
早
く
進
む
こ
と
を
言
う
だ
け
で
な
く
︑

あ
る
べ
き
場
所
か
ら
新
た
な
場
所
に
逸
脱
す
る
こ
と
を
も
表
す
︒
新
撰
字
鏡
に

は
︑

拶⑱  

︿
九
擦
反
︒
詫
也
︒
伊
乃
留
︒
久
留
比
天
毛
乃
伊
不
︒
又
口
波
之

留
︒﹀

撮
︵
誆
︶  

︿
九
王
反
︒
禱
也
︒
久
知
波
志
留
︒
又
太
波
己
止
︒
又
久
留
比

天
毛
乃
云
︒﹀

﹁
ク
チ
バ
シ
ル
﹂
の
訓
を
持
つ
二
つ
の
字
に
は
﹁
ク
ル
ヒ
テ
モ
ノ
イ
フ
︵
狂
ひ

て
物
言
ふ
︶﹂
の
訓
も
あ
り
︑
言
う
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
た
り
言
う
必
要
の
な

い
内
容
を
つ
い
言
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
を
ク
チ
バ
シ
ル
と
い
う
の
で
あ

り
︑
こ
こ
に
も
逸
脱
の
要
素
を
認
め
て
良
い
︒
さ
ら
に
物
体
が
異
な
る
空
間
・

領
域
を
進
ん
で
行
く
乃
至
切
り
拓
く
場
合
に
も
ハ
シ
ル
と
い
う
表
現
が
用
い
ら

れ
る
︒天

雲
に
近
く
走
り
て
鳴
る
神
の
見
れ
ば
恐
し
見
ね
ば
悲
し
も
︵
巻
七
・
一

三
六
九
︶

雷
を
視
覚
的
に
捉
え
て
い
る
か
ら
稲
妻
の
閃
光
を
ハ
シ
ル
と
表
現
す
る
の
で
あ

ろ
う
︒
稲
妻
は
空
間
に
亀
裂
を
生
じ
る
よ
う
に
︑
伸
長
す
る
先
端
が
空
間
を
進

ん
で
い
く
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ハ
シ
ル
は
勢
い
を
も
っ
て
あ
る
場
所

か
ら
別
の
場
所
へ
と
逸
脱
し
︑
そ
の
結
果
︑
ハ
シ
ル
物
体
の
先
端
や
到
り
着
く

先
の
状
態
ま
で
を
も
想
起
さ
せ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒

爾
く
し
て
︑
其
の
御
刀
の
前
に
著
け
る
血
︑
湯
津
石
村
に
走
り
就
き
て
︑

成
れ
る
神
の
名
は
︑
石
析
神
︒︵
神
代
記
︶

伊
耶
那
岐
命
が
十
拳
の
剣
で
︑
迦
具
土
神
の
頸
を
斬
っ
て
飛
び
散
る
血
が
湯
津

石
村
に
付
着
す
る
場
面
に
お
い
て
も
︑
ハ
シ
ル
は
血
が
飛
び
散
っ
た
先
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
︒

走
り
出
攷
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難
波
津
に
御
船
泊
て
ぬ
と
聞
こ
え
来
ば
紐
解
き
放
け
て
立
ち
走
り
せ
む

︵
巻
五
・
八
九
六
︶

玉
櫛
笥  
少
し
開
く
に  

白
雲
の  

箱
よ
り
出
で
て  

常
世
辺
に  

た
な

び
き
ぬ
れ
ば  
立
ち
走
り  

叫
び
袖
振
り  

臥
い
ま
ろ
び  

足
ず
り
し
つ

つ
︙
︵
巻
九
・
一
七
四
〇
︶

八
九
六
歌
は
山
上
憶
良
の
﹁
好
去
好
来
の
歌
﹂
の
反
歌
で
︑
遣
唐
使
が
難
波
津

に
帰
着
し
た
報
せ
を
聞
い
て
迎
え
に
行
こ
う
と
す
る
様
子
が
歌
わ
れ
て
お
り
︑

立
ち
走
る
そ
の
先
に
は
帰
港
し
た
遣
唐
使
船
の
威
容
が
思
わ
れ
る
︒
一
七
四
〇

歌
は
浦
島
子
の
最
期
を
描
く
場
面
で
︑
玉
櫛
笥
か
ら
漂
い
出
て
常
世
辺
に
た
な

び
い
て
い
く
白
雲
を
追
い
求
め
て
叫
び
︑
取
り
戻
そ
う
と
袖
を
振
っ
て
も
そ
れ

が
叶
わ
な
い
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
立
ち
走
り
﹂
に
つ

い
て
は
﹁
こ
こ
は
立
っ
た
ま
ま
上
下
に
跳
ね
る
こ
と
を
い
う
︒︵﹃
釈
注
﹄︶﹂
と

説
か
れ
︑﹁
踊
り
上
っ
て
︒︵﹃
新
大
系
﹄︶﹂
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑﹁
立

ち
走
り  

叫
び
袖
振
り  

臥
い
ま
ろ
び  

足
ず
り
し
つ
つ
﹂
に
つ
い
て
﹁
以
下

四
句
失
っ
た
も
の
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
動
作
を
表
す
︒︵﹃
和
歌
大
系
﹄︶﹂
と

す
る
理
解
も
あ
り⑲
︑

走
り
追
い
か
け
大
声
を
あ
げ
袖
を
振
っ
て
︒﹁
立
ち
﹂
は
接
頭
語
︒﹁
走

り
﹂
は
常
世
辺
の
方
角
に
白
雲
が
た
な
び
い
て
行
く
の
を
追
い
か
け
る
動

作
で
あ
る
︒
立
っ
て
上
下
に
と
び
は
ね
る
の
で
は
な
い
︒︵﹃
全
注
﹄︶

と
す
る
の
が
明
解
で
あ
る
︒
人
が
立
ち
走
る
二
例
に
お
い
て
も
︑
今
あ
る
場
所

か
ら
目
的
と
な
る
場
所
に
向
か
っ
て
い
く
場
面
に
ハ
シ
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

現
代
語
に
お
い
て
も
︑
い
わ
ゆ
る
先
駆
け
と
な
る
も
の
を
﹁
は
し
り
﹂
と
言
う

点
に
︑
あ
る
地
点
か
ら
あ
ら
た
な
場
所
に
進
出
す
る
そ
の
先
に
重
点
が
あ
る
意

義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

ハ
シ
ル
に
認
め
ら
れ
る
こ
う
し
た
含
意
を
踏
ま
え
る
と
山
の
裾
野
を
﹁
走
り

出
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
山
の
稜
線
が
長
く
緩
や
か

に
低
下
し
て
い
く
部
分
を
︑
山
そ
の
も
の
が
そ
の
他
の
空
間
や
土
地
に
伸
長
・

伸
展
し
て
い
く
様
子
と
し
て
捉
え
て
﹁
走
り
出
﹂
と
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

山
裾
で
あ
れ
ば
︑
外
側
に
突
き
出
た
部
分
と
い
う
点
で
﹁
走
り
出
﹂
の
語
に

﹁
出4

﹂
が
あ
る
こ
と
も
納
得
し
や
す
い
︒
井
手
氏
の
見
解
と
は
横
方
向
と
い
う

点
で
同
じ
だ
が
︑
低
い
山
の
連
な
り
で
は
な
く
︑
長
く
緩
や
か
に
伸
び
て
い
る

山
の
裾
野
の
美
し
さ
を
讃
え
た
も
の
と
見
た
い
︒
そ
の
方
が
忍
坂
山
と
考
え
ら

れ
る
外
鎌
山
の
山
容
に
も
合
致
す
る
︒﹃
新
編
全
集
日
本
書
紀
﹄
が
説
く
﹁
ワ

シ
リ
デ
は
山
の
裾
が
横
に
勢
い
よ
く
せ
り
出
し
て
い
る
さ
ま
を
い
う
︒﹂
と
の

解
し
方
は
山
裾
の
伸
び
を
指
し
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
が
︑
地
形
に
勢
い
が
あ

る
と
す
る
説
明
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
︒
紀
七
七
の
﹁
走
り
出
﹂
も
﹁
泊
瀬
の

山
﹂
が
ど
の
山
か
は
特
定
で
き
な
い
が
︑
む
し
ろ
泊
瀬
一
帯
の
山
の
裾
野
を
讃

え
た
表
現
と
思
わ
れ
る
︒
人
麻
呂
が
歌
っ
た
﹁
走
り
出
の
堤
﹂
も
山
か
ら
延
び

た
谷
筋
の
地
形
を
利
用
し
て
造
ら
れ
た
溜
池
な
ど
の
堤
防
部
分
を
呼
ん
だ
も
の

と
解
す
る
の
が
良
い
だ
ろ
う
︒
傾
斜
地
の
そ
の
先
に
伸
び
る
堤
で
あ
っ
た
と
考

走
り
出
攷
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え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

　

ハ
シ
ル
は
﹁
出
で
走
り
去
な
な
﹂
の
よ
う
に
︑
あ
る
場
所
か
ら
逸
脱
し
別
の

場
所
に
先
ん
じ
て
進
む
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
し
て
逸
脱
に
加
え
て
︑
そ
の
先

の
有
り
様
に
重
点
が
置
か
れ
︑﹁
立
ち
走
り
﹂
の
よ
う
に
ハ
シ
ル
主
体
が
目
的

乃
至
目
標
物
に
向
か
っ
て
行
こ
う
と
す
る
意
志
が
感
じ
ら
れ
た
り
︑﹁
湯
津
石

村
に
走
り
就
き
て
﹂
の
よ
う
に
ハ
シ
ル
こ
と
で
至
り
着
く
先
の
様
子
が
描
写
さ

れ
た
り
も
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
﹁
走
り
出
﹂
は
裾
野
が
山
体
か
ら
外
に
向
か
っ
て

長
く
伸
び
て
い
る
流
麗
な
美
し
さ
を
讃
え
る
表
現
と
し
て
︑
山
の
立
ち
上
が
っ

た
縦
方
向
の
讃
美
で
あ
る
﹁
出
で
立
ち
﹂
と
対
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
従

来
の
﹁
走
り
出
﹂
の
理
解
は
水
平
方
向
に
伸
び
る
状
態
を
意
味
す
る
点
か
ら
説

明
さ
れ
て
き
た
が
︑
ハ
シ
ル
に
物
や
人
が
今
あ
る
場
所
︑
あ
る
べ
き
場
所
か
ら

逸
脱
し
︑
そ
の
先
に
進
展
・
伸
長
し
て
い
く
様
子
を
表
す
意
義
が
あ
る
こ
と
か

ら
︑
山
裾
の
部
分
が
﹁
走
り
出
﹂
と
表
現
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

﹁
走
り
出
﹂
は
山
が
走
り
出
す
よ
う
な
地
形
と
言
う
わ
け
で
な
く
︑
山
の
裾
野

が
新
た
な
空
間
領
域
に
進
み
伸
び
て
い
る
様
子
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注①　

井
手
至
氏
﹁
い
は
ば
し
る
﹂︵﹃
遊
文
録  

萬
葉
篇
二
﹄
和
泉
書
院
︑
平
成
二
一
年

一
〇
月
︑
初
出
﹁
萬
葉
語
イ
ハ
バ
シ
ル
・
ハ
シ
リ
ヰ
・
ハ
シ
リ
デ
﹂
昭
和
三
四
年
七

月
︶︒

②　
﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
八
三
巻
一
号
︑
昭
和
五
七
年
一
月
︒

③　
﹃
攷
證
﹄
は
﹁
は
と
わ
は
︑
こ
と
に
近
き
音
な
れ
ば
︑
古
へ
よ
り
︑
わ
し
り
と
も
︑

は
し
り
と
も
︑
い
ひ
し
な
ら
ん
と
思
は
る
れ
ば
︑
眞
淵
の
︑
は
し
り
と
よ
ま
れ
し
も

誤
り
に
は
あ
ら
ね
ど
︑
雄
略
紀
の
御
歌
に
よ
り
て
︑
今
は
わ
し
り
と
よ
め
る
な
り
︒﹂

と
述
べ
る
︒

④　

三
三
三
一
の
理
解
に
つ
い
て
は
內
田
賢
德
氏
﹁
挽
歌
と
山
讃
め
歌
﹂︵﹃
万
葉
の

知
﹄
塙
書
房
︑
平
成
四
年
七
月
︶
参
照
︒

⑤　

同
様
の
理
解
は
︑﹃
管
見
﹄
⑬
や
﹃
代
匠
記
﹄︵
初
稿
本
︶
② 

⑬
︑﹃
記
紀
歌
謡
全

註
解
﹄
◯紀
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
下
︑
◯紀 

② 

⑬
は
そ
れ
ぞ
れ
紀
歌
謡
七

七
︑
万
葉
集
巻
二
・
二
一
〇
︑
巻
十
三
・
三
三
三
一
に
つ
い
て
の
説
で
あ
る
こ
と
を

示
す
︒

⑥　
﹃
攷
證
﹄
②
︑﹃
古
義
﹄
②
︑﹃
美
夫
君
志
﹄
②
︑﹃
井
上
新
考
﹄
②
︑﹃
山
田
講
義
﹄

②
︑﹃
鴻
巣
全
釈
﹄
② 

⑬
︑﹃
総
釈
﹄
②
︑﹃
金
子
評
釈
﹄
②
︑﹃
窪
田
評
釈
﹄
②
︑

﹃
私
注
﹄
②
︑﹃
私
注
﹄
⑬
︑﹃
注
釈
﹄
②
︑﹃
全
注
﹄
②
︑﹃
全
歌
講
義
﹄
②
も
同
様
︒

但
し
︑﹃
古
義
﹄
は
紀
七
七
に
つ
い
て
は
﹁
山
の
自　
ラ

成　
リ

出
た
る
體サ

勢マ

を
詔
へ
る
に
て
︑

言
は
同
し
け
れ
ど
︑
意
は
別
な
り
﹂
と
す
る
︒

⑦　
﹃
古
義
﹄
⑬
︑﹃
略
解
﹄
⑬
︑﹃
窪
田
評
釈
﹄
⑬
︑﹃
記
紀
歌
謡
評
釈
﹄
も
同
様
︒

﹃
古
義
﹄
は
﹁
二　
ノ

巻
に
︑
趍ワ
シ
リ

出デ

之ノ

堤ツ
ヽ
ミ

爾ニ

立タ
テ

有ル

︑
と
あ
る
は
︑
人
の
趍　
リ

出
に
て
︑
今

と
は
異
れ
り
︑﹂
と
述
べ
る
︒﹁
し
か
見
て
も
﹂
以
下
は
︑
一
人
に
対
す
る
挽
歌
に
二

山
を
詠
み
込
ん
で
も
問
題
な
い
と
い
う
意
︒

⑧　

山
を
ハ
シ
ル
主
体
と
見
る
説
は
︑﹃
全
註
釈
﹄
② 

⑬
︑﹃
童
蒙
抄
﹄
⑬
︑﹃
総
釈
﹄

⑬
︑﹃
全
書
﹄
⑬
︑﹃
澤
瀉
注
釈
﹄
⑬
︑﹃
旺
文
社
﹄
⑬
︑﹃
釈
注
﹄
② 

⑬
︑﹃
新
編
全

集
﹄
◯紀
︑﹃
全
注
﹄
⑬
︑﹃
全
解
﹄
② 

⑬
︒

⑨　

能
田
多
代
子
氏
︑
昭
和
三
八
年
二
月
︒

走
り
出
攷
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⑩　

記
九
九
の
﹁
生
ひ
立
て
る　

百
足
る
﹂
に
合
わ
せ
て
﹁
出
で
立
て
る
﹂
と
訓
む
可

能
性
も
あ
る
が
︑
助
動
詞
に
相
当
す
る
﹁
有
﹂
の
表
記
が
な
い
こ
と
と
︑﹁
走
り
出
﹂

と
の
関
わ
り
か
ら
﹁
出
で
立
ち
の
﹂
と
訓
む
の
が
優
勢
で
あ
る
︒

⑪　

注
①
前
掲
論
︒

⑫　

本
文
は
﹁
加
比
加
祢
乃
左
余
毛
見
之
余
介
ゝ
礼
奈
久
与
古
者
之
利
世
留
左
也
乃
奈

加
也
未⎝
末
⎠﹂︵﹃
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
八
輯  

古
楽
古
歌
謡
集
﹄
思
文
閣
出
版
︑
昭
和
五

三
年
九
月
︶︒
大
系
本
﹃
古
代
歌
謡
集
﹄
で
は
﹁
甲
斐
が
嶺
を  

さ
や
に
も
見
し
か  

や  

心け
け
れ

な
く  

心け
け
れ

な
く  
横
ほ
り
立
て
る  

さ
や
の
中
山
﹂
と
あ
る
︒

⑬　
﹃
日
国
第
二
版
﹄
は
︑﹁
横
に
伏
し
広
が
る
︒
山
な
ど
が
横
た
わ
る
︒﹂
の
意
と
し

て
﹃
土
左
日
記
﹄
の
﹁
東
の
方
に
︑
山
の
横
ほ
れ
る
を
見
て
︑
人
に
問
へ
ば
︑﹁
八

幡
の
宮
﹂
と
い
ふ
﹂︵
承
平
五
年
二
月
一
一
日
︶
の
例
な
ど
を
挙
げ
る
︒
大
系
本
は

甲
斐
の
国
の
方
言
と
す
る
︒

⑭　

酒
井
貞
三
氏
﹁
走
り
出
の
・
出
で
立
ち
の
﹂
考
︵﹃
解
釈
﹄
九
巻
五
号
︑
昭
和
三

八
年
五
月
︶

⑮　

酒
井
氏
は
﹁
結
論
と
し
て
︑﹁
走
り
出
の
﹂﹁
出
で
立
ち
の
﹂
は
﹁
人
﹂
が
走
り
出

で
︑
出
で
立
つ
の
で
あ
り
︑
語
源
的
に
は
︑
国
見
︑
歌
垣
に
関
す
る
﹁
村
人
﹂
の
行

動
の
表
現
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
か
︒﹂
と
述
べ
る
︒

⑯　

な
お
井
手
氏
は
注
①
前
掲
初
出
論
文
を
﹃
遊
文
録
﹄
に
収
録
す
る
際
︑
補
注
に
土

淵
氏
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
︒
な
お
︑
酒
井
氏
と
土
淵
氏
は
﹁
出
で
立
ち
﹂
を
樹
木

の
出
で
立
ち
と
捉
え
る
が
︑﹁
出
で
立
て
る  

富
士
の
高
嶺
は
︵
三
・
三
一
九
︶﹂
の

例
も
考
慮
す
れ
ば
山
の
出
で
立
ち
と
解
す
る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う
︒

⑰　

逃
げ
る
意
の
用
例
と
し
て
︑﹃
日
国
第
二
版
﹄
は
源
氏
物
語
︵
紅
葉
賀
︶︑﹃
全
訳

全
文
古
語
辞
典
﹄
は
徒
然
草
︵
二
一
一
段
︶
を
掲
出
す
る
︒

⑱　
﹃
経
典
釈
文
﹄︵
巻
第
十
一
︑
礼
記
音
義
之
一
︶
に
﹁
無
誑
︿
本
或
作
拶
︑
同
九
況

反
︑
欺
也
﹀﹂
と
あ
り
︑﹁
拶
﹂
は
﹁
誑
﹂
に
通
ず
る
︒

⑲　
﹃
釈
注
﹄
に
も
先
の
引
用
に
続
け
て
﹁
以
下
四
句
︑
失
わ
れ
た
も
の
を
必
死
に
求

め
る
動
作
︒﹂
と
記
す
︒

走
り
出
攷

一
三
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