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家
持
作
歌
に
お
け
る

ー
ー
そ
の
文
学
観
念
と
の
関
連
に
お
い
て
｜
｜

「
興
」の
意
味

日
目

4
白

士
一
ゆ埼

家
持
作
歌
の
中
で
左
注
あ
る
い
は
題
詞
に
「
依
興
（
預
）
作
」
ま
た
は
「
興
中
所
作
」
と
記
す
一
群
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
様
な
歌
々
で

-1-

ホ
γ
h
v
。

①
二
上
山
賦
（
巻
十
七
・
三
九
八
五
1

三
九
八
七
）

右
三
月
品
川
日
依
興
作
之

大
伴
宿
祢
家
持

②
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
（
巻
十
八
・
四
O
九
八
i

四
一
O
O
）

③
為
贈
京
家
願
真
珠
歌
（
巻
十
八
・
四
一
O

一
1

四
一
O
五
）

右
五
月
十
四
日
大
伴
宿
祢
家
持
依
興
作



季
春
三
月
九
日
擬
出
患
之
政
行
貯
蓄
江
村
道
上
属
目
物
花
之
詠
並
興
中
所
作
之
歌

④
悲
世
間
無
常
歌
（
巻
十
九
・
四
一
六
0
1
四
一
六

⑤
予
作
七
夕
歌
（
巻
十
九
・
四
一
六
三
）

⑥
慕
振
勇
士
之
名
歌
（
巻
十
九
・
四
一
六
四
、
四
一
六
五
）

右
二
首
追
和
山
上
憶
良
臣
作
歌

⑦
詠
震
公
烏
並
時
花
歌
（
巻
十
九
・
四
一
六
六
1

四
一
六
八
）

右
廿
日
雛
未
及
時
依
輿
預
作
之

⑧
追
和
筑
紫
大
宰
之
時
春
苑
梅
歌
（
巻
十
九
・
四
一
七
四
）

右
一
首
廿
七
日
依
興
作
之

-2-

⑨
追
同
処
女
墓
歌
（
巻
十
九
・
四
一
二
一
、
四
二
二
一
）

右
五
月
六
日
依
興
大
伴
宿
祢
家
持
作
之

⑬
向
京
路
上
依
興
預
作
侍
宴
磨
詔
歌
（
巻
十
九
・
四
二
五
四
、
四
二
五
五
）

⑪
廿
三
日
依
興
作
歌
（
巻
十
九
・
四
二
九
O
、
四
二
九

⑫
無
題
（
巻
二
十
・
四
四
六
三
、
四
四
六
四
）

右
二
首
廿
日
大
伴
宿
祢
家
持
依
興
作
之

⑬
依
興
各
思
高
円
離
宮
処
作
歌
（
巻
二
十
・
四
五
O
六
1

四
五
一
O



こ
れ
ら
「
依
興
作
」
の
作
歌
上
の
特
徴
に
つ
い
て
、
既
に
多
く
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
小
野
寛
氏
は
、
依
興
歌
と
予
（
儲
）
作
ま
た

は
追
和
作
が
重
な
る
の
も
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
依
興
と
記
き
れ
な
い
予
作
歌
を
実
用
性
を
目
的
と
す
る
も
の
、
依
興
作
で
な
い
追
和
歌

を
実
際
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
同
時
代
の
宴
会
作
に
追
和
し
た
も
の
と
し
て
区
別
し
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
「
依
輿
歌
の
世
界
は
あ
く
ま
で
非

(1
) 

現
実
の
世
界
」
を
歌
う
も
の
と
捉
え
、
「
家
持
の
『
興
」
は
現
実
か
ら
離
れ
て
想
像
の
世
界
を
描
こ
う
と
す
る
心
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
輿
』
は
家
持
独
自
の
文
学
を
生
み
出
す
意
識
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
文
学
創
造
に
お
け
る
想
像
力
の
存
在
を
意
識
し
た
こ
と
ば
だ
っ

(2
) 

た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
橋
本
達
雄
氏
は
、
依
興
作
が
万
葉
集
の
末
四
巻
の
配
列
よ
り
見
る
場
合
あ
る
種
の
唐
突
感
を
も
っ

こ
と
か
ら
出
発
し
、
依
輿
歌
と
そ
の
前
後
に
配
列
さ
れ
る
別
作
と
の
繋
が
り
ま
た
は
別
作
を
作
る
感
興
の
延
長
上
に
作
歌
動
機
が
認
め
ら
れ

(3
) 

る
と
指
摘
し
た
う
え
、
そ
う
し
た
唐
突
感
を
「
非
時
性
」
と
し
、
依
興
作
と
記
し
た
の
は
「
制
作
意
識
の
上
で
『
非
時
性
』
を
自
覚
し
て
い

た
と
こ
ろ
か
ら
の
注
記
で
あ
る
」
と
説
く
。

一
方
、
辰
巳
正
明
氏
は
、
小
野
氏
の
指
摘
す
る
依
興
歌
の
特
徴
を
踏
ま
え
、そ
の
初
見
が
二
上

-3-

山
賦
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
暫
く
前
に
家
持
と
池
主
の
問
に
詩
文
を
交
え
た
書
簡
の
贈
答
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
依
興
歌
の
「
興
」

は
、
「
中
国
詩
文
と
の
対
応
の
中
に
意
識
さ
れ
た
家
持
の
歌
学
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
意
味
を
「
詩
の
六
義

に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
「
興
」
に
出
発
す
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
い
。
以
上
の
外
に
も
依
興
作
に
触
れ
る
先
学
の
所
見
が
多
数
あ
る
が
、

々

賛
述
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

万
葉
集
中
他
に
類
を
見
な
い
依
興
歌
の
出
現
は
、
天
平
十
九
年
の
三
月
三
日
を
爽
ん
で
池
主
と
の
聞
に
行
わ
れ
た
詩
歌
、
書
簡
の
贈
答
に

刺
激
さ
れ
た
家
持
の
文
学
意
識
の
高
揚
と
無
関
係
に
あ
り
え
な
い
こ
と
言
う
を
侠
つ
ま
い
。
そ
の
時
の
特
に
家
持
書
簡
に
見
ら
れ
る
文
学
観

念
に
つ
い
て
、
既
に
別
稿
で
考
察
し
た
こ
と
が
ん

μ。
依
輿
歌
は
家
持
の
作
歌
方
法
の
本
質
に
関
わ
る
む
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
そ
の

文
学
観
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
に
違
い
な
い
。
小
稿
は
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
依
輿
歌
の
制
作
状
況
を
考
察
し
、
家
持
の
文
学
意
識



に
お
け
る
［
興
］
の
意
味
を
探
っ
て
み
た
い
。
併
せ
て
、
二
上
山
賦
か
ら
春
愁
歌
に
至
る
家
持
の
文
学
的
営
為
と
そ
の
到
達
の
可
能
性
に
つ

い
て
も
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
一、

二
上
山
の
賦
一
首

こ
の
山
は
射
水
郡
に
有
り

射
水
河

い
行
き
廻
れ
る

玉
く
し
げ

二
上
山
は

春
花
の

咲
け
る
盛
り
に

秋
の
葉
の

に
ほ
へ
る
時
に

裾
廻
の
山
の
渋
谷
の

出
で
立
ち
て

振
り
放
け
見
れ
ば

神
か
ら
や

そ
こ
や
貴
き

山
か
ら
や

見
が
欲
し
か
ら
む

皇
神
の

崎
の
荒
磯
に

朝
凪
に

寄
す
る
白
波

タ
凪
に

満
ち
く
る
潮
の

い
や
増
し
に

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

古
ゆ

今
の
現
に

か
く
し
こ
そ

見
る

人
ご
と
に

か
け
て
偲
は
め

ロ
・
三
九
八
五
）

-4-

渋
谷
の
崎
の
荒
磯
に
寄
す
る
波
い
や
し
く
し
く
に
古
思
ほ
ゆ

（
三
九
八
六
）

玉
く
し
げ
二
上
山
に
鳴
く
烏
の
声
の
恋
し
き
時
は
来
に
け
り
（
三
九
八
七
）

右
は
、
三
月
舟
日
に
興
に
依
り
て
作
る

大
伴
宿
祢
家
持

こ
の
二
上
山
賦
は
、
長
歌
を
賦
と
名
付
け
た
最
初
の
作
と
し
て
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
を
多
数
含
ん
で
い
る
が
、
作
品
そ
の
も
の

に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。
佐
々
木
信
綱
氏
は
、
こ
の
一
作
を
「
整
然
た
る
構
成
で
、
美
し
い
詞
句
な
ど
も
多
く
用
い
ら
れ
、

り
模
倣
し
た
り
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
二
上
山
の
神
さ
び
た
趣
を
写
し
得
て
い
る
」
と
評
価
し
つ
つ
も
、
「
古
人
の
成
句
を
借
用
し
た

(7
) 

独
自
性
が
希
薄
で
あ
る
」
と
評
し
た
の
は
、
懇
切
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
一
首
が
多
く
の
先
縦
を
踏
ま
え
て
歌
わ
れ
て

比
較
的
よ
く
古
調
を
出
し
、

い
る
こ
と
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
詳
細
に
検
証
さ
れ
て
い
る
が
、
類
句
の
襲
用
を
作
歌
方
法
と
し
て
ど
う
評
価
す
る
か
、
ま
だ
一
致
し
た



見
解
を
得
た
と
は
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
主
と
し
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
家
持
が
い
か
な
る
経
緯
と
方
法
で
こ
の
長
歌
を
「
賦
」
と
し
て
作
っ
た
の

か
、
そ
し
て
「
依
興
作
之
」
と
い
う
左
注
に
あ
る
「
輿
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
つ
で
あ
る
。

ま
ず
、
二
上
山
賦
の
作
歌
の
動
機
は
何
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
田
孝
雄
氏
は
、
こ
の
年
の
五
月
に
家
持
が
正
税
帳
使
と
し
て
上

京
す
る
こ
と
に
関
連
き
せ
、
同
作
を
「
京
へ
上
り
て
の
語
ら
ひ
草
」
と
し
て
作
ら
れ
た
と
説
か
札

μ。
同
じ
巻
十
七
に
家
持
の
同
年
三
月
廿

日
に
詠
ま
れ
た
「
起
恋
情
歌
」
（
三
九
七
八
i

八
二
）
が
京
な
る
家
へ
恋
情
を
切
に
歌
い
、
ま
た
二
上
山
賦
を
作
る
前
日
に
作
ら
れ
た
「
未

閉
塞
公
鳥
歌
」
（
三
九
八
三
、四
）
も
京
に
対
す
る
越
中
の
風
土
と
云
々
す
る
こ
と
か
ら
も
、

一
か
月
余
り
後
に
控
え
る
上
京
が
家
持
の
作

歌
意
欲
を
持
続
せ
し
め
た
動
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
二
上
山
が
対
象
と
な
っ
た
の
も
京
の
近
く
に
同
名
の
山
が
有
る
こ

と
に
よ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
作
歌
を
思
い
立
た
せ
対
象
を
選
定
せ
し
め
る
一
因
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
作
歌
を
賦
と
し
て
今
見

-5-

つ
と
に
山
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
家
持
が
池
主
に
送
っ
た
返
簡

(9
) 

に
付
し
た
短
歌
を
指
し
て
「
敬
写
葉
端
、
式
擬
乱
日
」
と
い
い
、
短
歌
を
「
乱
」
と
い
う
時
に
既
に
長
歌
が
「
賦
」
に
相
当
す
る
と
い
う
意

る
形
に
作
り
上
が
ら
し
め
た
理
由
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
。

識
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
し
て
、
家
持
の
こ
の
よ
う
な
意
識
が
池
主
と
の
詩
書
贈
答
に
際
し
明
確
な
形
を
取
り
始
め
た
と

い
う
こ
と
は
、
詩
賦
文
学
的
世
界
へ
の
憧
憶
、
取
り
分
け
二
人
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
六
朝
文
論
に
刺
激
さ
れ
て
高
揚
し
た
文
学
意
識
を
伴
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
が
今
日
家
持
等
の
賦
を
論
じ
る
一
つ
の
出
発
点
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

万
葉
の
長
歌
が
そ
の
体
裁
、
表
現
と
叙
述
の
方
法
な
ど
か
ら
古
代
歌
謡
と
断
絶
し
、
辞
賦
の
影
響
を
受
け
て
発
達
し
た
こ
と
は
、
中
西
進

（
叩
）

氏
の
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
歌
の
表
現
形
式
が
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
既
に
完
成
に
達
し
た
後
に
、
家
持
が
長
歌
を
わ
ざ
わ
ざ
賦
と
題
し

た
の
は
、
両
者
の
形
態
よ
り
も
叙
述
の
方
法
に
力
点
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
詩
の
六
義
の
一
つ
と
し
て
の
「
賦
」
は
、



物
事
を
敷
陳
し
て
直
言
す
る
と
い
う
叙
述
の
方
法
に
そ
の
本
来
の
意
味
が
あ
る
が
、
文
学
論
こ
と
に
文
憧
論
の
自
覚
が
高
ま
る
に
つ
れ
、

「
賦
体
レ
物
市
湖
亮
（
陸
機
・
文
賦
）
」
と
い
い
、
「
賦
者
鋪
也
、
鋪
レ
采
檎
レ
文
、
体
レ
物
写
レ
志
也
（
文
心
離
龍
・
詮
賦
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、

賦
の
華
麗
な
詞
藻
を
敷
き
伸
べ
て
も
の
を
描
き
尽
く
す
特
徴
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
賦
樫
文
学
の
こ
の
よ
う
な
特
色
か
ら
す
れ
ば
、
二
上
山

賦
は
、
物
を
描
く
（
体
物
）
と
い
う
詠
題
の
類
似
の
ほ
か
、
対
偶
表
現
を
頻
用
す
る
詞
藻
の
華
麗
き
と
、
一
言
葉
を
尽
く
し
て
も
の
を
描
き
切

る
た
め
に
先
人
の
詞
句
を
練
り
直
し
使
い
こ
な
す
と
い
う
叙
述
の
方
法
に
お
い
て
、
賦
と
の
共
通
点
を
見
い
だ
す
。
池
主
と
の
詩
書
贈
答
の

中
、
家
持
が
「
遊
妻
」
と
「
山
柿
」

に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
文
心
離
龍
・
事
類
篇
に
「
特
レ
謄
一
一
才
力
」
務
在
レ
博
見
」
と
、
先
人
の
作
品
を
博
く
学
ぶ
必
要
を
説
く
の
み
な
ら

へ
の
憧
憶
を
表
し
、
そ
れ
は
六
朝
文
学
論
に
刺
激
さ
れ
自
ら
の
文
才
を
養
う
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、
既

ず
、
「
学
を
綜
ぶ
る
は
博
に
在
り
、
事
を
取
る
は
約
を
貴
ぶ
。
校
練
は
精
を
務
め
、
据
理
は
核
を
須
た
ば
、
衆
美
輯
鞍
し
、
表
裏
発
揮
せ
ん
」

と
も
い
い
、

詮
賦
篇
に
い
う
「
風
帰
麗
則
」
と
同
様
、
主
と
し
て
賦
龍
を
想
定
し
む
や
み
に
詞
藻
を
追
求
す
る
の
を
諌
め
る
も
の
で
あ
っ
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た
。
二
上
山
賦
が
華
麗
な
詞
藻
を
用
い
な
が
ら
冗
長
に
失
す
る
こ
と
無
く
、
表
現
が
引
き
締
ま
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
論
の
心
得
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
賦
」
と
題
す
る
長
歌
の
制
作
に
取
り
掛
か
っ
た
時
、
家
持
の
文
学
意
識
が
従
来
よ
り
も
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
想

像
に
難
く
な
い
。

家
持
が
二
上
山
賦
と
い
う
題
を
付
け
た
の
は
、
山
を
詠
む
賦
に
接
し
た
こ
と
が
一
つ
の
き
っ
か
け
で
あ
り
、
文
選
に
あ
る
孫
紳
・
遊
天
台

山
賦
を
は
じ
め
、
妻
文
類
緊
・
山
の
部
に
見
る
十
数
篇
の
賦
な
ど
が
家
持
の
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
制
作
で
は

「
春
花
」
と
「
秋
葉
」
の
対
応
に
詩
語
の
利
用
が
見
ら
れ
る
の
み
で

一
首
の
構
成
な
い
し
華
麗
な
対
偶
表
現
な
ど
は
、
す
べ
て
和
歌
に
先

縦
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
持
は
山
の
賦
と
題
し
て
長
歌
を
詠
も
う
と
し
、
ま
ず
山
を
詠
ん
だ
赤
人
と
虫
磨
の
不
尽
山
歌
に
想
到

し
、
「
出
で
立
ち
て
振
り
放
け
見
れ
ば
」
の
二
句
は
、
赤
人
の
「
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
」
（
二
二
七
）に倣
っ
た
こ
と
既
に
先
学
の
指
摘



す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
主
軸
に
し
て
見
れ
ば
、
両
作
の
構
成
が
殆
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
赤
人
歌
の
直
後
に
虫
麿
の
不

尽
山
歌
が
「
類
以
載
此
」
さ
れ
、
家
持
が
二
人
の
不
尽
山
歌
に
大
変
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
賦
へ
の
関
心
を
強

め
た
家
持
は
不
尽
山
歌
が
実
に
賦
と
称
す
る
に
相
応
し
い
こ
と
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
山
の
賦
の
構
成
は
た
い
て
い
所
在
の
位
置
、
山
容

な
い
し
景
観
と
作
者
の
感
慨
か
ら
な
る
が
、
美
辞
麗
句
を
並
べ
て
山
容
の
特
徴
を
工
に
描
き
挙
げ
る
の
が
一
篇
の
眼
目
に
な
り
、
短
編
の
賦

の
場
合
と
く
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
赤
人
と
虫
麿
の
不
尽
山
歌
を
見
れ
ば
、
実
に
見
事
に
富
士
山
の
特
徴
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
長
歌
を
賦
と
意
識
し
た
家
持
に
と
っ
て
大
き
な
刺
激
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
同
時
に
不
尽
山
な
ら
ぬ
二
上
山
を
歌

う
家
持
の
踏
襲
を
拒
む
も
の
で
も
あ
っ
た
。
家
持
は
別
の
所
か
ら
既
成
の
麗
句
を
襲
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
結
局
従
駕
作
歌
群
に

焦
点
が
絞
ら
れ
た
の
は
、
旅
人
の
作
歌
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
三
を
繕
け
ば
赤
人
の
不
尽
山
歌
の
直
前
に
旅
人
の
芳
野

賛
歌
が
あ
る
の
が
目
に
付
く
。
思
え
ば
、
二
上
山
賦
の
華
麗
な
対
句
が
す
べ
て
行
幸
従
駕
作
に
類
句
を
も
つ
の
は
、
「
山
柿
の
門
」
へ
の
思
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い
を
新
た
に
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
赤
人
の
不
尽
山
歌
と
旅
人
の
芳
野
賛
歌
が
一
緒
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
は
な

か
っ
た
か
。
巻
三
の
原
資
料
に
あ
っ
た
こ
の
二
作
の
位
置
は
二
上
山
賦
が
制
作
さ
れ
る
頃
あ
る
い
は
そ
の
前
か
ら
こ
の
よ
う
に
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
、
7

。

そ
れ
が
二
上
山
賦
を
今
見
る
形
に
作
り
上
が
ら
せ
た
直
接
的
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
上
山
賦
の
制
作
過
程
を
辿
っ
て
み
る
と
、
家
持
の
言
っ
た
「
興
」
の
意
味
が
少
し
見
え
て
く
る
。
あ
る
状
況
か
ら
盛
り
上

が
る
作
歌
の
意
欲
が
先
人
の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
創
作
の
衝
動
と
な
り
、そ
の
影
響
を
消
化
し
つ
つ
新
し
い
趣
意
を
創

出
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
依
興
作
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
「
興
」
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
既
成
の
作
品
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
新
た
な
創
造
へ
の
衝
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
確
な
目
的
が
あ
る
と
い
う
よ
り
、
一
種
の
純
粋
な
文
学
的
営
為
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



二
上
山
賦
よ
り
二
年
余
り
後
に
出
来
た
二
回
目
の
依
興
作
は
、
②
「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
」
と
③
「
為
贈
京
家
願
真
珠
歌
」
で

あ
る
。
両
作
は
同
じ
日
に
作
ら
れ
、
後
者
の
左
注
「
右
五
月
十
四
日
大
伴
宿
禰
家
持
依
興
作
」
を
文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
、
前
者
を
含
め
て

日
っ
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
。

「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
」
は
、そ
の
二
日
前
の
天
平
感
宝
元
年
五
月
十
二
日
に
「
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌
」
を
作
っ
た
興
奮
が

槌
め
き
ら
な
い
中
で
詠
ま
れ
た
こ
と

一
読
し
て
明
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
吉
野
幸
行
儲
作
歌
と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
麿
作
歌
以
来
金

村
、
千
年
、
赤
人
、

そ
し
て
旅
人
の
吉
野
賛
歌
が
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
な
が
ら
あ
り
、

そ
れ
も
一
目
瞭
然
の
継
承
関
係
が
見
い
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だ
せ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
吉
野
賛
歌
に
比
べ
る
と
、
家
持
の
儲
作
歌
は
叙
景
の
部
分
を
排
除
し
叙
事
に
徹
し
た
こ
と
が
特
色
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
色
は
賀
詔
書
歌
と
の
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儲
作
歌
は
賀
詔
書
歌
と

人
麿
ら
の
従
駕
作
を
基
底
に
置
い
て
、
そ
れ
を
作
歌
の
契
機
と
し
て
新
た
な
創
意
を
込
め
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、そ
れ
が

依
興
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

き
て
、
「
為
贈
京
家
願
真
珠
歌
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
歌
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

珠
洲
の
海
人
の

沖
つ
御
神
に

い
渡
り
て

潜
き
採
る
と
い
ふ

鰻
珠

五
百
箇
も
が
も

は
l
レ
き
ト
品
、
し
妻
の
命
の

衣
手
の

別
れ
し
時
よ

ぬ
ば
た
ま
の

夜
床
片
き
り

朝
寝
髪

掻
き
も
杭
ら
ず

出
で
て
来
し

月
日
数
み
つ
つ

嘆
く
ら
む

心
尉ωに

ほ
と
と
ぎ
す

来
鳴
く
五
月
の

菖
蒲
草

花
橘
に

貫
き
交
へ

趨
に
せ
よ
と

包
み
て
遣
ら
む

（
四
一O
一
）



白
玉
を
包
み
て
遣
ら
ば
菖
蒲
草
花
橘
に
合
へ
も
貫
く
が
ね

（
四
一O
二
）

吾
妹
子
が
心
慰
に
遣
ら
む
た
め
沖
つ
島
な
る
白
玉
も
が
も
（
四
一
O
四
）

沖
つ
島
い
行
き
渡
り
て
潜
く
ち
ふ
腹
珠
も
が
包
み
て
遣
ら
む
（
四
一O
一
一
一
）

白
玉
の
五
百
箇
集
ひ
を
手
に
結
び
遣
せ
む
海
人
は
む
が
し
く
も
あ
る
か
（
四
一O
五
）

こ
の
作
歌
は
一
見
②
と
無
関
係
に
見
え
る
が
、
儲
作
歌
の
基
底
に
行
幸
従
駕
作
歌
群
を
置
い
て
見
る
と
、
家
持
の
連
想
の
脈
絡
が
見
え
て

く
る
。
奈
良
朝
の
従
駕
作
の
集
中
す
る
巻
六
を
巻
頭
か
ら
見
て
い
く
と
、
ま
ず
は
養
老
七
年
五
月
吉
野
行
幸
時
の
金
村
・
千
年
ら
の
歌
、次

に
神
亀
元
年
十
月
紀
伊
行
幸
時
の
赤
人
の
長
短
歌
、
続
い
て
同
二
年
五
月
吉
野
行
幸
時
の
金
村
・
赤
人
の
歌
、
同
十
月
難
波
行
幸
時
の
金

は
万
葉
元
資
料
の
中
で
も
早
く
か
ら
ま
と
ま
っ
た
一
群
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
家
持
が
吉
野
行
幸
予
作
歌
を
思
い
立
っ
た
時
、
こ
の
一
群
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村
・
千
年
・
赤
人
ら
の
作
と
同
三
年
九
月
印
南
行
幸
時
の
金
村
・
赤
人
の
作
歌
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
後
題
詞
が
変
わ
る
が
、
以
上
の
一
連

が
参
考
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
を
ま
た
な
い
。
そ
．
の
中
の
赤
人
の
難
波
行
幸
作
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

天
地
の

遠
き
が
如
く

月
日
の

長
き
が
如
く

海
の
底
奥
つ

押
し
照
る

難
波
の
宮
に

わ
ご
大
君

国
知
ら
す
ら
し

御
食
つ
国

日
σ3 

御
調
と

淡
路
の

野
島
の
海
人
の

海
石
に

鰻
珠

き
は
に
潜
き
出

船
並
め
て

仕
へ
ま
つ
る
し

貴
し

見
れ
ば

（
九
三
三
）

こ
の
歌
は
②
の
儲
作
歌
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
行
幸
従
駕
作
の
類
型
に
よ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
赤
人
作
は

「
御
調
」
に
言
及
し
た
点
で
金
村
や
千
年
ら
の
作
歌
よ
り
も
人
麿
の
吉
野
賛
歌
に
近
い
傾
向
を
示
す
こ
と
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。そ
し
て
、

こ
の
赤
人
歌
か
ら
真
珠
の
「
鰻
珠
」
は
「
御
調
」
と
し
て
貢
上
き
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
島
国
の
日
本
に
真
珠
の
取
れ
る
と
こ
ろ
が



多
く
、

そ
れ
が
女
性
の
結
構
な
装
飾
品
で
あ
り
、
女
性
の
比
喰
に
も
用
い
ら
れ
る
か
ら
、
真
珠
の
白
玉
は
行
幸
に
従
駕
す
る
官
人
達
の
郷
愁

を
そ
そ
る
家
な
る
妹
へ
の
贈
り
物
で
も
あ
っ
た
。
大
宝
元
年
の
紀
伊
行
幸
時
の
短
歌
に

妹
が
た
め
わ
れ
玉
求
む
沖
辺
な
る
白
玉
寄
せ
来
沖
つ
白
波
（
一
六
六
七
）

と
い
う
白
玉
も
真
珠
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
歌
に
は
先
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
小
異
歌
（
一
六
六
五
）
も
あ
り
、
こ
の
風
習
が
長
い
間
続
い

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
て
み
れ
ば
、
「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
」
と
「
為
贈
京
家
願
真
珠
歌
」
は
行
幸
従
駕
作
を
基
底
に
置
い

て
み
る
と
、
見
事
に
つ
な
が
り

一
方
は
公
の
宮
廷
賛
歌
と
し
て
他
方
は
私
的
な
旅
愁
歌
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

願
真
珠
歌
の
第
二
段
は
、
家
持
が
事
有
る
度
に
京
な
る
家
を
思
う
に
つ
け
よ
く
用
い
ら
れ
る
常
套
表
現
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
例

え
ば

天
平
十
九
年
の
春
病
に
沈
む
時
に
「
：
・
は
し
き
よ
し

妻
の
命
も

明
け
来
れ
ば

門
に
侍
り
立
ち

衣
手
を

折
り
返
し
つ
つ
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タ
き
れ
ば

床
う
ち
払
ひ

ぬ
ば
た
ま
の

黒
髪
敷
き
て

何
時
し
か
と

嘆
か
す
ら
む
そ
・
：
」
（
三
九
六
二
）と歌
い
、
ま
た
忽
ち
恋
情

を
起
こ
し
て
は
「
相
見
ね
ば
月
日
数
み
つ
つ
妹
待
つ
ら
む
そ
」
（
三
九
八
二
）と
歌
っ
た
り
す
る
。
も
っ
と
も
第
二
段
に
旧
作
と
幾
分
違
い

他
の
類
句
も
取
り
入
れ
て
練
り
直
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
蓄
積
し
た
自
家
薬
篭
中
の
も
の
と
見
て
よ
い
。

同
じ
こ
と
は
第
三
段
に
つ
い
て
も
言
え
る
が
、
後
者
の
拠
り
所
は
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
願
真
珠
歌
を
作
る
四
日
前
に
家
持
は

「
濁
居
眠
裏
、
進
閉
塞
公
烏
陪
一
作
歌
一
首
」
を
詠
ん
で
い
る
。
一
塞
公
鳥
の
暗
一
く
様
を
「
卯
の
花
の

咲
く
月
立
て
ば

め
づ
ら
し
く

鳴

震
公
烏

菖
蒲
草

珠
貫
く
ま
で
に

昼
暮
ら
し

夜
渡
し
聞
け
ど

聞
く
こ
と
に

心
つ
ご
き
て

フ
ち
嘆
き
」
（
四O
八
九
）
と
歌
い

ま
た
短
歌
に
は
「
橘
の
花
散
る
時
に
来
鳴
き
響
む
る
」
（
四O
九
二
）
と
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
第
三
段
の
内
容
と
ほ
ぼ
重
な
る
の
は
誰
の

目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
長
歌
の
冒
頭
は
、
「
高
御
座
天
の
日
嗣
と

天
白
玉
の
神
の
命
の

聞
し
食
す

国
の
ま
は
ら
に

山
を
し
も

き



は
に
多
み
・
：
」
と
、
③
の
儲
作
歌
と
殆
ど
同
じ
セ
リ
フ
か
ら
歌
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
格
調
の
高
い
歌
い
ぶ
り
は
お
お
よ
そ
私
的
な

感
興
歌
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
興
味
深
い
こ
と
に
そ
の
こ
と
か
ら
、
願
真
珠
歌
ま
で
の
一
連
の
作
歌
の
制
作

過
程
に
つ
い
て
相
当
の
程
度
ま
で
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
持
は
「
遁
閉
塞
公
烏
喧
歌
」
を
作
る
前
か
ら
「
賀
出
金
詔
書

歌
」
を
作
る
た
め
従
来
の
宮
廷
賛
歌
群
を
中
心
に
下
準
備
を
し
て
い
た
。
そ
の
準
備
開
始
時
は
東
大
寺
占
墾
地
使
の
僧
平
栄
等
を
饗
し
て
い

る
同
五
月
五
日
前
後
に
遡
り
、
そ
し
て
十
日
に
家
持
が
一
人
握
裏
に
居
て
先
行
賛
歌
群
を
読
み
返
し
つ
つ
賀
詔
書
歌
を
考
案
し
て
い
る
と
こ

ろ
へ
、
震
公
烏
の
鳴
き
声
が
聞
え
た
の
で
、

脳
裏
に
去
来
す
る
賛
歌
の
類
型
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
当
該
歌
を
詠
み
だ
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
先
人
の
諸
作
の
中
で
も
吉
野
賛
歌
が
強
烈
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
か
ら
、
賀
詔
書
歌
を
作
っ
た
後
に
吉
野
儲
作
歌
を
作
り
、
他

方
従
駕
作
に
付
随
す
る
私
的
な
旅
愁
歌
と
し
て
願
真
珠
歌
を
作
っ
た
、
と
い
う
一
連
の
推
測
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
け
で
前
二
作
は
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実
況
に
即
し
た
も
の
ま
た
は
目
的
の
明
白
な
も
の
だ
か
ら
、
依
興
作
歌
に
な
ら
ず
、
後
二
作
は
参
考
に
な
っ
た
先
行
作
品
が
作
歌
の
直
接
の

き
っ
か
け
と
な
る
い
わ
ば
純
粋
の
創
作
衝
動
に
よ
る
の
で
、
「
興
に
依
り
て
作
る
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

繰
り
返
す
よ
う
で
あ
る
が
、
作
歌
の
意
欲
を
呼
び
起
こ
す
間
接
的
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
先
行
作
品
か
ら
受
け
た
感
興
を
作
歌
の
直
接
の

動
機
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
「
依
興
歌
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
依
興
歌
は
明
確
な
目
的
を
持
た
ず
、
ま
た
実
際
の
情
景
や
時
間
に

も
捕
ら
わ
れ
ず
、
前
後
に
配
列
さ
れ
る
別
作
と
の
関
係
も
特
定
の
先
行
作
品
を
あ
い
だ
に
お
い
て
始
め
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
の
依
興
予
作
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
⑬
向
京
路
上
依
輿
預
作
侍
宴
謄
詔
歌
は
、
題
詞
に
依
れ
ば
、
上
京
が
家
持
の
宮
仕
え
の

心
を
高
ぶ
ら
せ
た
一
因
で
は
あ
っ
た
が
、
作
歌
の
動
機
に
直
接
働
き
掛
け
た
の
は
、
や
は
り
「
賀
出
金
詔
書
歌
」
を
含
む
自
他
の
熔
詔
歌
や

侍
宴
詩
の
類
で
あ
ろ
う
。
⑤
予
作
七
夕
歌
の
場
合
、
作
歌
の
衝
動
が
憶
良
の
七
夕
歌
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
、そ
の
前
後
に
憶
良
へ
の
追
和

歌
が
配
列
き
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
追
和
作
と
区
別
き
れ
る
所
以
は
、
こ
れ
は
そ
の
時
に
あ
ら
ぬ
予
作
歌
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま



た
人
麿
以
来
問
題
の
作
が
多
く
、
そ
れ
ら
も
心
中
に
あ
っ
た
の
で
億
良
の
み
に
限
定
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
橋
本
達
雄
氏
は
、
憶
良

の
作
歌
に
想
到
し
た
の
は
、
同
日
に
「
つ
ま
ま
」
を
詠
ん
だ
歌
（
四
一
五
九
）
が
亡
父
旅
人
を
偲
ぶ
こ
と
か
ら
憶
良
と
の
交
遊
に
思
い
を
馳

（
ロ
）

せ
た
こ
と
に
よ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
憶
良
作
を
思
い
浮
か
べ
あ
る
い
は
読
み
返
す
背
後
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
背
景
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
「
輿
」
に
は
結
び
付
か
な
い
。
当
該
歌
の
創
作
衝
動
す
な

わ
ち
「
輿
」
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
、
憶
良
作
の
中
で
も
七
夕
歌
群
に
は
か
な
ら
ず
、

そ
こ
に
「
興
」
に
至
る
前
段
階
に
あ
る
も
の
と

「
輿
」
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
の
違
い
を
存
す
る
の
で
あ
る
。

左
注
に
「
錐
未
及
時
依
輿
預
作
之
」
と
記
す
⑦
詠
居
住
公
鳥
並
時
花
歌
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
家
持
は
同
日
に
「
為
家
婦
贈
在
京
尊
母
所
挑
作

歌
」
（
四
一
六
九
・
四
一
七O
）
を
作
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
も
塞
公
烏
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
震
公
鳥
は
家
持
の
趣
味
で
あ
る
。
若
い
時
分
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の
作
は
と
も
か
く
、
越
中
赴
任
後
も
先
述
の
長
歌
「
濁
居
眠
裏
、
進
閉
塞
公
鳥
喧
作
歌
一
首
並
短
歌
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
こ
に
⑦
と
共
通
す

る
類
想
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
題
詞
に
時
花
と
こ
そ
書
か
な
か
っ
た
が
本
作
と
同
じ
花
が
そ
っ
く
り
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
霊
公
烏
を
詠
む
先
行
の
長
歌
と
し
て
虫
麿
の
「
詠
塞
公
鳥
一
首
」
（
一
七
五
五
）が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
古
ゆ
語
り
継
ぎ
つ
る
鴬
の
つ

す
し
真
子
か
も
」
と
い
う
歌
句
か
ら
当
該
作
が
虫
麿
歌
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
家
持
は
恐
ら
く
同
日
の
別
作

を
作
る
際
、
家
婦
の
尊
母
へ
の
時
候
の
挨
拶
か
ら
京
に
届
く
項
の
景
物
を
思
い
描
き
、
そ
こ
か
ら
霊
公
鳥
を
詠
む
自
他
の
先
行
作
歌
を
思
い

浮
か
べ
、
そ
れ
ら
が
脳
裏
を
駆
け
巡
り
当
該
歌
を
作
る
衝
動
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
詠
題
が
時
と
合
わ
な
い
の
で
予
作
歌
に
な
っ

た
が
、
自
作
ま
た
は
先
達
の
作
歌
に
刺
激
さ
れ
て
新
し
く
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
同
時
に
依
輿
歌
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



四

「
依
興
歌
」
と
は
何
ら
か
の
契
機
で
特
定
の
先
行
作
歌
を
思
い
浮
か
べ
、
あ
る
い
は
読
み
返
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
感
興
を
作
歌
の
直

接
的
動
機
と
す
る
こ
と
は
、
追
和
歌
に
お
い
て
一
層
明
白
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
二
年
季
春
三
月
九
日
の
「
興
中
所
作
之
歌
」
中
の
④
悲
世
間

無
常
歌
と
⑥
慕
振
勇
士
之
名
歌
は
左
注
に
よ
れ
ば
、
「
追
和
山
上
憶
良
臣
作
歌
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
聞
に
爽
ん
だ
⑤
予
作
七
夕
歌
も
憶
良
作

が
基
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
時
家
持
の
脳
裏
に
去
来
す
る
憶
良
歌
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
の
で
、
家
持
が
一
時
こ
れ
ら
の
作
歌

に
想
到
し
た
と
い
う
よ
り
、
手
元
に
あ
っ
た
憶
良
歌
を
読
み
返
し
た
蓋
然
性
が
高
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
こ
れ
ら
追
和
作
の
感
興

を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
特
定
の
億
良
作
で
あ
っ
た
こ
と
に
替
わ
り
は
な
い
。
ま
た
⑧
追
和
筑
紫
大
宰
之
時
春
苑
梅
歌
が
天
平
二
年
正
月
に

れ
ら
の
先
行
作
歌
を
思
い
浮
か
べ
た
の
か
、
そ
の
背
後
に
あ
る
理
由
は
色
々
考
え
ら
れ
る
が
、
依
興
作
で
あ
っ
て
、
し
か
も
追
和
作
と
あ
れ
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大
宰
府
で
聞
か
れ
た
梅
花
宴
歌
に
、
⑨
追
同
処
女
墓
歌
が
虫
麿
ら
の
伝
説
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
追
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
持
は
な
ぜ
そ
の
時
こ

ば
、
直
接
作
歌
の
衝
動
を
刺
激
し
「
輿
」
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
追
和
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
依
興
作
」
の
追
和
歌
は
、
追
和
の
対
象
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
作
歌
に
捕
ら
わ

れ
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
様
々
の
要
素
を
取
り
込
み
取
捨
し
て
既
成
歌
と
一
風
異
な
る
新
味
を
出
す
創
作
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
憶
良
の
短
歌
「
沈
病
時
歌
」
（
九
七
八
）
に
追
和
し
た
⑥
慕
振
勇
士
之
名
歌
が
長
短
歌
二
首
か
ら
な
り
、
対
象
作

よ
り
数
倍
も
の
規
模
に
な
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
考
え
れ
ば
、
非
追
和
歌
の
場
合
、
依
興
作
歌
の
衝
動
を
刺
激
し
た

先
行
作
品
の
認
定
が
必
ず
し
も
そ
う
簡
単
な
作
業
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
「
興
」
が
特
定
の
先
行
作
歌
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
き
れ
る
以
上

そ
の
痕
跡
を
ま
っ
た
く
残
き
な
い
わ
け
は
な
い
。



家
持
の
帰
京
し
て
か
ら
の
依
興
作
を
時
間
順
に
逆
行
し
て
見
て
い
く
と
、
ま
ず
⑬
依
輿
各
思
高
円
離
宮
処
作
歌
と
い
う
題
詞
で
一
括
さ
れ

る
五
首
は
、
宴
会
歌
な
の
で
参
加
者
各
々
ど
う
い
う
思
い
で
歌
っ
た
の
か
定
か
で
な
い
が
、

高
円
の
野
の
上
の
宮
は
荒
れ
に
け
り
立
た
し
し
君
の
御
代
遠
退
け
ば
（
四
五O
六
）

と
歌
っ
た
家
持
に
は
思
い
当
た
る
所
が
有
っ
た
に
違
い
な
い
。
同
じ
巻
に
五
年
前
の
天
平
勝
宝
五
年
の
秋
、
「
一
二
二
大
夫
等
各
々
提
壷
酒
登

高
円
野
柳
述
所
心
作
歌
三
首
（
四
二
九
五
1

七
）
」
が
見
え
、
参
加
者
に
は
家
持
、
池
主
の
ほ
か
今
回
の
宴
会
の
主
人
・
中
臣
清
麿
も
加
わ

り
、
家
持
は
次
ぎ
の
一
首
を
詠
ん
で
い
る
。

女
郎
花
秋
萩
凌
ぎ
き
を
鹿
の
露
分
け
鳴
か
む
高
円
の
野
ぞ
（
四
二
九
七

そ
し
て
翌
年
の
秋
、
家
持
は
「
濁
億
秋
野
柳
述
拙
懐
」
と
い
う
独
吟
歌
を
六
首
作
っ
て
い
る
。

高
円
の
宮
の
裾
廻
の
野
づ
か
さ
に
今
咲
け
る
ら
む
女
郎
花
は
も
（
四
三
一
六
）
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宮
人
の
袖
付
け
衣
秋
萩
に
に
は
ひ
よ
ろ
し
き
高
円
の
宮
（
四
コ
ご
五
）

秋
野
に
は
今
こ
そ
行
か
め
も
の
の
ふ
の
男
女
の
花
に
は
ひ
見
に
（
四
二
二
七
）

秋
の
野
に
露
負
へ
る
芽
子
を
手
折
ら
ず
で
あ
た
ら
盛
を
過
し
て
む
と
か
（
四
二
二
八
）

高
円
の
秋
野
の
う
へ
の
朝
霧
に
妻
呼
ぶ
壮
鹿
い
で
立
つ
ら
む
か
（
四
三
一
九
）

丈
夫
の
呼
び
立
て
し
か
ば
き
を
鹿
の
胸
分
け
行
か
む
秋
野
萩
原
（
四
三
二
O
）

高
円
離
宮
の
行
幸
を
背
景
に
据
え
、
宮
人
達
の
華
や
か
な
野
遊
や
狩
猟
の
情
景
を
空
想
し
つ
つ
独
吟
し
た
六
首
は
、
前
年
の
高
円
野
遊
歌

に
も
想
到
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
れ
は
依
興
作
で
は
な
く
述
懐
歌
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
六
首
は
単
に
先
行

作
歌
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
で
創
作
の
興
に
駆
ら
れ
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
思
い
が
別
に
あ
り
、
前
作
と
異
な
る
主



題
を
歌
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
高
円
離
宮
一
帯
の
野
原
へ
の
そ
う
し
た
思
い
は
、
家
持
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
廷
臣
が
行
幸

に
伴
い
、
あ
る
い
は
野
遊
び
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
、
「
思
高
円
離
宮
処
」
と
い
う
詠
題
を
前
に
し
て
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
出
す
も
の

が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
詠
題
を
提
案
し
た
家
持
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
先
述
の
野
遊
作
そ
し
て
独
吟
歌
で
あ
っ
た
。

宴
会
の
席
だ
か
ら
特
定
の
主
題
を
事
前
に
用
意
し
た
も
の
で
は
な
く
、
思
い
付
い
た
詠
題
に
合
わ
せ
自
作
な
ど
を
想
い
起
こ
し
て
新
た
に
作

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
前
作
以
降
の
世
情
の
変
化
（
聖
武
崩
御
）
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
色
濃
く
影
を
落
し
て
い
る
。
こ
の
日
は

か
つ
て
一
緒
に
高
円
を
野
遊
し
歌
を
詠
ん
だ
仲
間
の
邸
宅
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
歌
を
高
吟
す
る
情
景
も
一
連
の
連
想
を
誘
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
⑫
無
題
の
二
首
は
霊
公
鳥
を
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

居
住
公
烏
ま
づ
鳴
く
朝
開
い
か
に
せ
ば
わ
が
門
過
ぎ
じ
語
り
継
ぐ
ま
で（
四
四
六
三
）
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震
公
烏
か
け
つ
つ
君
が
松
陰
に
紐
解
き
放
く
る
月
近
づ
き
ぬ
（
四
四
六
四
）

万
葉
集
中
震
公
烏
を
詠
む
歌
が
多
い
中
で
、
家
持
が
最
も
好
ん
で
歌
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
移
し
い
先
行
作
の
中
で
ど
れ

が
当
面
二
首
の
「
興
」
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
確
定
し
難
い
が
、
家
持
が
最
も
盛
ん
に
震
公
鳥
を
詠
ん
だ
の
は
、天
平
勝
宝
二
年
の
暮
春
か

ら
初
夏
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
依
興
予
作
歌
の
「
詠
震
公
鳥
並
時
花
歌
」
に
始
ま
り
、
「
詠
霊
公
鳥
作
歌
二
首
（
四
一
七
一
、

二
）
」
「
詠
霊
公
烏
歌
二
首
（
四
一
七
五
、
六
）
」
「
贈
越
前
判
官
大
伴
池
主
霊
公
烏
歌
、
不
勝
感
奮
述
懐
歌
一
首
並
短
歌
（
四
一
七
七

i

九
）
」
、
「
不
飽
感
霊
公
鳥
之
情
述
懐
作
歌
一
首
並
短
歌
（
四
一
八01
三
）
」
「
詠
一
塞
公
鳥
並
藤
花
一
首
並
短
歌
（
四
一
九
二
、
三
）
」
「
更

怨
霊
公
烏
瞬
晩
歌
三
首
（
四
一
九
四
i

六
）
」
「
恨
一
塞
公
烏
不
喧
歌
一
首
（
四
二
O
三
）
」
「
贈
判
官
久
米
広
縄
一
塞
公
鳥
怨
恨
歌
一
首
並
短
歌

（
四
二O
七
、
八
）
」
と
続
い
た
。
そ
の
中
に
「
わ
が
門
ゆ
鳴
き
過
ぎ
渡
る
霊
公
鳥
い
や
懐
か
し
く
聞
け
ど
厭
き
足
ら
ず
も
・
の
・
は
・
て

・
に
・
を
、
六
箇
の
辞
を
闘
く
」
（
四
一
七
六
）
と
い
う
極
め
て
テ
ク
ニ
カ
ル
で
し
か
も
当
面
の
依
興
作
と
類
句
を
持
つ
も
の
が
あ
る
の
み



な
ら
ず
、
「
霊
公
烏
聞
け
ど
も
厭
か
ず
網
取
り
に
獲
り
て
懐
け
な
離
れ
ず
鳴
く
か
ね
」
（
四
一
八
二
）
と
い
う
あ
た
か
も
「
い
か
に
せ
ば
」
を

答
え
た
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
る
。
家
持
が
当
面
の
二
首
を
詠
む
に
当
た
っ
て
前
記
の
一
連
に
想
到
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、

そ
の
頃
の
霊
公
烏
歌
は
池
主
と
広
縄
に
一
首
ず
つ
贈
っ
て
い
る
が
、

四
四
六
四
番
歌
の
「
君
」
は
誰
を
指
す
か
と
言
え
ば
、

や
は
り
池
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
贈
っ
た
一
首
は
、
「
君
と
吾
」
が
「
手
携
わ
り
て
」
遊
び
か
つ
詩
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
昔
日
が

振
り
返
ら
れ
、
独
り
で
層
住
公
烏
の
鳴
く
の
を
聞
く
寂
し
き
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
二
人
の
交
遊
は
家
持
の
越
中
赴
任
に
始
ま
り
、
最
初
の
宴
遊

で

天
離
る
部
に
月
経
ぬ
し
か
れ
ど
も
結
ひ
て
し
紐
を
解
き
も
開
け
な
く
に
（
家
持
・
三
九
四
八
）

天
離
る
都
に
あ
る
わ
れ
を
う
た
が
た
も
紐
解
き
放
け
て
思
ほ
す
ら
め
や

（
池
主
・
三
九
四
九
）

と
応
酬
し
た
が
、
越
中
に
於
い
て
家
持
の
気
持
ち
を
溶
き
解
し
寛
ぎ
楽
し
ま
せ
た
の
は
、
や
は
り
池
主
を
置
い
て
は
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
二
首
の
「
輿
」
を
間
接
的
に
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
直
前
に
あ
る
堀
江
を
詠
ん
だ
三
首
（
四
四
六
O
i

二
）
が

挙
げ
ら
れ
る
が

こ
れ
は
主
と
し
て
家
持
も
加
わ
っ
た
宴
で
池
主
が
読
ん
だ
伝
承
歌
（
四
四
五
九
）

に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
四
四

六
四
番
歌
の
左
注
で
は
以
上
五
首
を
一
括
し
て
「
依
興
作
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
従
い
堀
江
三
首
も
依
興
作
と
見
れ
ば
、
そ
の
「
輿
」
は

正
し
く
先
行
歌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
池
主
と
の
交
遊
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
、
一
層
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。

依
興
歌
の
「
興
」
を
刺
激
し
呼
び
起
こ
す
先
行
作
が
必
ず
し
も
明
確
な
形
で
確
認
さ
れ
う
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
創
作
で
あ
る
以
上
、

先
行
作
歌
か
ら
の
脱
却
や
新
味
が
な
け
れ
ば
新
し
い
創
造
が
生
ま
れ
な
い
か
ら
、
既
成
作
品
は
あ
く
ま
で
作
者
の
創
作
衝
動
を
惹
起
す
る
一

つ
の
契
機
に
過
ぎ
な
い
。
新
旧
両
者
の
聞
に
表
現
の
類
似
は
決
定
的
な
要
素
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、

い
や
、
作
者
の
独
創
を
重
視
す
る

立
場
な
ら
、
む
し
ろ
斬
新
な
創
意
を
ど
れ
だ
け
出
せ
、
か
つ
普
遍
性
を
も
っ
主
題
を
い
か
に
適
切
に
表
現
す
る
か
が
、
作
品
を
評
価
す
る
最



大
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

O
廿
三
日
依
興
作
歌
の
二
首
は
、
正
に
家
持
の
傑
作
と
称
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

春
の
野
に
霞
た
な
ぴ
く
う
ら
悲
し
こ
の
夕
か
げ
に
鴬
鳴
く
も
（
四
二
九
O
）

わ
が
屋
戸
の
い
き
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も
（
四
二
九
二

こ
の
二
首
に
つ
い
て
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
類
句
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
前
型
の
一
っ
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
「
御
苑
生

の
竹
の
林
に
鴛
は
し
き
鳴
き
に
し
を
雪
は
降
り
つ
つ
」
（
四
二
八
六
）
そ
し
て
「
梅
の
花
散
ら
ま
く
惜
し
み
わ
が
苑
の
竹
の
林
に
鴛
鳴
く
も
」

（
八
二
四
）
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
二
首
よ
り
一
か
月
余
り
前
に
家
持
の
詠
ん
だ
自
作
で
、
後
者
は
大
宰
府
梅
宴
歌
中
の
一
首
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
巻
十
九
の
巻
末
と
巻
頭
と
の
対
応
か
ら
、
「
春
ま
け
て
物
悲
し
き
に
き
夜
更
け
て
羽
振
き
鳴
く
鴫
誰
が
田
に
か
住
む
」
（
四
一
四
こ
も

家
持
の
脳
裏
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
い
う
よ
り
四
一
四
一
番
歌
が
春
愁
二
首
の
基
調
と
な
り
、
そ
れ
に
家
持
が
か
つ
て
「
暮
月
夜
か
そ
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け
き
野
辺
に
」
（
四
一
九
二
）
と
表
象
し
た
言
う
方
無
き
佑
び
し
さ
を
誘
う
薄
明
か
り
の
静
寂
き
や
そ
の
他
の
春
の
光
景
が
加
味
き
れ
て
き

た
の
が
二
首
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
家
持
は
お
そ
ら
く
廿
三
日
の
夕
方
に
巻
十
九
の
巻
頭
か
ら

自
作
を
振
り
返
る
の
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ら
の
先
行
歌
に
想
到
し
、
春
景
を
歌
う
従
来
の
表
現
か
ら
春
の
夕
方
の
そ
う
し
た
雰
囲
気
と
自

ら
の
心
境
を
表
す
の
に
最
適
の
歌
語
表
現
を
取
捨
選
択
し
て
二
首
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。
家
持
が
こ
こ
で
詠
ん
だ
の
は
属
目
の
光
景
で
は
な

か
っ
た
。
春
愁
と
も
題
さ
れ
る
如
く
、
春
タ
に
臨
む
時
の
人
生
ま
た
は
自
然
の
観
照
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
近
代
以
来
高
い
評

価
を
受
け
て
き
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り

そ
し
て

こ
れ
は
家
持
の
天
賦
の
一
果
質
に
も
よ
る
ほ
か
、そ
の
弛
ま
ぬ
歌
学
的
蓄
積
と
研
磨
と

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
言
う
を
侯
つ
ま
い
。

あ
る
間
接
的
動
因
に
よ
り
、
特
定
多
数
の
既
成
作
歌
に
想
到
し
そ
れ
ら
を
読
み
返
し
あ
る
い
は
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、そ
こ
か
ら
受
け
た
刺

激
得
た
感
興
を
作
歌
の
動
機
と
し
、
そ
し
て
自
ら
の
蓄
積
を
動
員
し
て
新
し
い
歌
を
作
る
、
そ
れ
が
依
興
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
作



品
よ
り
得
た
感
興
だ
か
ら
、
現
実
に
は
直
接
関
わ
ら
ず
、
ま
た
時
間
な
ど
に
も
捕
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
既
成
の
作
品
に
接
す
る
刺
激
に

よ
る
歌
学
的
蓄
積
の
噴
出
、
す
な
わ
ち
作
歌
意
欲
の
発
動
、
こ
の
よ
う
な
「
輿
」
は
、
正
に
純
粋
の
創
作
欲
求
の
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う

台、

五

「
輿
」
と
い
う
詞
は
、
万
葉
集
の
な
か
で
家
持
以
外
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、そ
れ
は
家
持
の
漢
詩
文
学
へ
の
傾
斜
な
い
し
文
学
意

識
の
高
揚
に
伴
っ
て
現
れ
た
こ
と
既
に
述
べ
た
。
そ
の
ほ
か
池
主
と
の
贈
答
書
簡
の
中
で
、
家
持
は
「
輿
」
と
い
う
詞
を
一
度
使
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
「
封
一
一
此
節
候
J
琴
樽
可
レ
翫
失
、
難
有
一
一
乗
レ
輿
之
感
」
不
レ
耐
一
一
杖
レ
策
之
勢
一
」
云
々
と
い
う
一
段
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
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し
、
そ
れ
は
春
景
を
眺
め
琴
酒
を
楽
し
む
い
わ
ば
遊
興
の
「
輿
」
で
あ
り
、
文
学
に
結
実
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
先
述
し
て
き

た
依
興
作
の
「
興
」
と
意
味
が
異
な
る
。

き
て
、
家
持
の
親
し
ん
で
い
た
中
国
詩
文
論
に
お
い
て
、
文
学
に
関
わ
る
「
輿
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の

か
。
文
心
離
龍
・
物
色
篇
に
「
是
以
四
序
紛
廻
、

市
入
レ
輿
貴
レ
閑
」
と
い
い
、
「
情
往
以
贈
、
輿
来
如
レ
答
」
と
い
う
の
は
、
物
色
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
文
学
的
感
興
ま
た
は
自
然
の
景
色
に
触
発
さ
れ
る
創
作
の
衝
動
を
い
う
。
詮
賦
篇
に
見
え
る
「
燭
レ
輿
致
レ
情
、
因
レ
饗

取
レ
曾
」
も
そ
れ
で
あ
る
。
文
学
創
作
の
衝
動
を
言
う
点
で
は
、
依
興
歌
の
「
輿
」
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
興
に
触
れ
る
刺
激
源
が
家

持
の
場
合
は
先
行
の
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
と
違
う
。

と
こ
ろ
で
明
詩
篇
に
「
民
生
而
志
、
詠
歌
所
レ
含
、
興
稜
一
一
皇
世
」
風
流
一
三

南
一
」
と
あ
る
「
輿
」
は
、
六
義
の
輿
に
出
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

」
こ
で
は
「
風
」
と
呼
応
し
「
詩
」
の
代
名
詞
に
使
わ
れ
て
い
る
。

家
持
の
依
輿
歌
は
先
述
し
た
よ
う
に
既
成
歌
に
触
発
き
れ
作
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
完
全
に
依
り
掛
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
家



持
の
輿
は
作
品
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

奈
良
朝
の
文
人
達
に
親
し
ま
れ
た
王
勃
の
詞
序
集
に
「
感
興
奉
送
王
少
府
序
」
と
い
う
一
篇
が
あ
る
。
序
文
に
見
る
「
興
」
を
引
き
起
こ

す
理
由
と
し
て
、
「
一
談
一
一
経
史
」亜
比
一
一
孔
先
生
」再
議
一
一
詞
章
」如
何
曹
子
建
」
と
い
い
、
王
勃
の
詩
文
制
作
の
「
興
」
を
刺
激
し
た
の

は
、
相
手
の
才
学
や
文
章
で
あ
っ
た
。
経
史
も
書
籍
か
ら
く
る
知
識
と
思
え
ば
、
王
勃
の
「
興
」
は
さ
し
ず
め
、
家
持
の
と
同
じ
意
に
用
い

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
中
国
の
文
人
は
詩
文
制
作
の
動
機
が
自
然
景
色
そ
の
他
に
あ
っ
た
場
合
で
も
、
制
作
に
先
立
っ
て

先
達
の
作
品
に
想
到
す
る
こ
と
が
多
い
。
同
じ
く
王
勃
の
「
越
州
秋
日
宴
山
亭
序
」
に
あ
る
「
銀
燭
檎
レ
華
、
瑠
傍
行
レ
興
」
の
「
興
」
は

主
に
創
作
の
衝
動
を
い
う
が
、

そ
の
前
に
「
東
山
可
レ
望
、
林
泉
生
一
一
謝
客
之
文
」
南
園
多
レ
才
、江
山
助
一
一
屈
平
之
気
一
」
と
も
い
っ
て
い

る

つ
ま
り
輿
を
引
き
起
こ
す
も
の
は
山
亭
の
秋
景
や
宴
会
の
美
酒
ば
か
り
で
な
く
、
謝
眺
・
屈
原
と
い
っ
た
先
達
の
詩
賦
も
不
可
欠
だ
っ
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た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
創
作
の
過
程
に
つ
い
て
、
中
国
最
初
の
創
作
論
と
い
わ
れ
る
陸
機
の
「
文
賦
」
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

件
二
中
区
一
以
玄
覧
、
願
二
情
志
於
典
墳
」
遵
一
一
四
時
一
以
歎
レ
逝
、
謄
一
一
首
門
物
一
而
思
紛
。
悲
一
一
落
葉
妙
勤
秋
」
喜
一
一
柔
候
於
芳
春

J

詠
二
世
徳
之
駿
烈
」
諦
二
先
人
之
清
芥
」
遊
一
一
文
章
之
林
府
」
嘉
一
一
麗
藻
之
彬
彬
」
慨
投
レ
篇
而
援
レ
筆
、
柳
宣
一
一
之
子
斯
文

J

こ
の
一
段
で
は
、
最
初
二
句
は
認
識
論
に
触
れ
る
総
述
で
あ
る
が
、
以
下
回
句
は
四
季
の
自
然
景
観
や
時
候
の
推
移
が
人
聞
の
感
情
を
動

か
し
文
学
的
感
興
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
言
い
、
続
く
四
句
は
先
人
の
作
品
を
諦
詠
し
、
素
晴
ら
し
い
詩
文
を
賞
玩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創

作
の
衝
動
を
覚
え
る
こ
と
を
述
べ
、

そ
し
て
最
後
二
句
は
参
考
に
な
っ
て
既
成
作
品
を
置
い
て
筆
を
取
り
文
章
制
作
に
取
り
掛
か
る
様
子
を

描
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
文
学
的
感
興
ま
た
は
創
作
の
衝
動
は
、
自
然
景
色
や
時
代
の
推
移
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
先
人
の
作
品
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
先
人
の
詩
文
に
学
ぶ
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
王
勃



が
秋
の
林
泉
に
触
れ
て
謝
眺
や
屈
原
に
思
い
を
馳
せ
た
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
文
学
的
感
興
か
ら
具
体
的
制
作
に
至
る
ま
で
の
手
順
に
則

っ
た
も
の
で
あ
り
、
先
人
の
詩
賦
か
ら
受
け
た
刺
激
が
創
作
の
動
機
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
、

ま
ず
、
文
選
の
巻
頭
に
並
ぶ
京
都
の
賦
が
挙

げ
ら
れ
る
。
左
思
の
「
三
都
賦
」
は
序
に
「
余
既
思
レ
事
一
三
京
一
而
賦
一
一
三
都
一
」
と
あ
り
、

張
衡
の
「
両
京
賦
」
に
倣
う
が
た
め
に
作
ら

れ
、
「
両
京
賦
」
も
班
固
の
「
両
都
賦
」
に
擬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
文
学
に
擬
古
の
作
が
極
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
先
人

の
作
品
が
い
か
に
文
人
の
創
作
意
欲
を
刺
激
し
た
か
知
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
詩
賦
の
制
作
過
程
が
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
例
を
一
つ
全

文
掲
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

黄
初
三
年
、
余
朝
二
京
師
」
還
済
一
一
洛
川
」古
人
有
レ
言
、
斯
水
之
神
、
名
目
忘
妃
。
感
宋
玉
封
一
一
楚
王
一
神
女
之
事
、
遂
作
一
一
斯
賦
」

（
曹
植
、
洛
神
賦
序
）

こ
の
序
文
に
作
者
が
京
師
か
ら
帰
国
す
る
途
中
、
洛
川
を
渡
ろ
う
と
す
る
時
、
古
い
伝
説
を
想
い
だ
し
、

そ
し
て
宋
玉
の
高
唐
・
神
女
賦
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に
感
動
を
覚
え
、
こ
の
賦
を
作
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
執
筆
に
至
る
迄
の
経
過
を
逐
一
記
し
て
い
る
中
で
、
創
作
の
衝
動
を
直
接
喚
起
し
た

の
は
、
古
い
伝
説
で
あ
り
先
人
の
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。

家
持
と
池
主
の
聞
に
詩
歌
を
交
え
た
書
簡
が
贈
答
さ
れ
た
の
は
、
中
国
文
学
か
ら
受
け
た
刺
激
が
最
高
潮
に
達
し
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
書
簡
中
に
展
開
さ
れ
た
文
学
理
論
に
絡
む
議
論
も
先
に
見
た
六
朝
文
論
を
中
心
と
す
る
中
国
文
論
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も

の
に
は
か
な
ら
な
い
。
家
持
は
そ
う
し
た
中
国
文
学
な
い
し
文
論
に
学
ん
だ
も
の
を
自
作
に
試
み
、

そ
の
一
つ
が
「
依
興
作
」
と
記
し
た

歌
々
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
依
興
歌
は
中
国
詩
賦
と
比
べ
る
と
、
追
和
作
以
外
は
先
行
作
と
の
関
係
を
明
示
し
な
い
こ
と
と
、
自
作
を
読

み
直
す
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
で
、

独
自
の
特
色
を
も
つ
が
、
自
他
と
も
新
た
な
創
意
に
供
す
る
こ
と
で
、
家
持
作
歌
の
切
瑳
琢
磨
の
研

鎮
ぶ
り
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。



「
依
興
歌
」
の
よ
う
な
純
粋
に
先
行
作
品
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
歌
の
意
欲
が
刺
激
さ
れ
制
作
さ
れ
た
和
歌
は
、
も
ち
ろ
ん
先
代
に

類
例
を
見
な
い
。
既
成
作
品
に
よ
る
刺
激
が
直
接
作
歌
の
動
機
に
な
る
の
で
、
新
作
が
既
成
の
類
型
に
捕
ら
わ
れ
や
す
い
が
、
そ
の
一
方

で
、
特
定
の
目
的
や
実
際
の
光
景
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
、
人
生
や
自
然
の
観
照
に
観
じ
入
る
自
由
が
得
ら
れ
る
。
そ
の
う

え
、
従
来
の
類
型
や
表
現
を
自
家
薬
篭
中
の
も
の
と
し
て
完
全
に
消
化
し
た
場
合
、
そ
こ
に
名
作
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
出
来
、
そ
し
て
実

際
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

_J←ー・
ノ、

以
上
、
家
持
の
依
興
歌
に
つ
い
て
の
考
察
は

一
応
終
わ
っ
た
。

振
り
返
っ
て
見
る
と
、
依
輿
歌
の
制
作
時
期
に
群
れ
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

興
作
歌
は
天
平
勝
宝
元
年
、
二
年
に
多
く
、
万
葉
集
中
で
は
巻
十
九
に
集
中
し
て
い
る
。
家
持
は
天
平
十
九
年
の
春
、
池
主
へ
の
書
簡
に

つ
と
に
、
中
西
進
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依
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「
但
以
一
一
稚
時
不
レ
渉
一
一
遊
妻
之
庭
」
横
翰
之
藻
、
自
乏
一
一
子
離
虫
」
幼
年
未
レ
蓬
一
一
山
柿
之
門
」

裁
歌
之
趣
、
詞
失
一
一
乎
緊
林
一
」
と
嘆
い
て
い

も
，
－A官
、

f

カ

天
平
勝
宝
元
年
、
二
年
頃
に
は
「
遊
義
之
庭
」
に
渉
り
、
「
山
柿
之
門
」
に
入
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
そ
れ
を
判
断
す

る
自
信
が
な
い
。

し
か
し
、
家
持
が
天
平
十
九
年
頃
か
ら
先
人
に
学
ぶ
こ
と
を
文
学
の
方
法
論
と
し
て
自
覚
し
、
天
平
勝
宝
元
年
、
二
年
頃
に
最
も
精
力
的

に
先
人
の
作
品
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
巻
十
九
に
依
興
歌
の
多
い
こ
と
と
秀
作
の
多
い
こ
と
が
偶
然
の
符
合
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
、
絶
唱
と
い
わ
れ
る
春
愁
三
首
が
証
す
る
。
家
持
は
努
力
型
の
歌
人
で
あ
っ
た
。
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(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

小
野
寛
「
家
持
の
依
輿
歌
」
（
「
大
伴
家
持
の
研
究
』
）

「
家
持
の
文
芸
｜
｜
「
春
愁
の
歌
』
の
誕
生l
｜
）
（
前
掲
書
）

橋
本
達
雄
「
興
の
展
開
｜
｜
依
興
歌
二
首
の
背
景
｜
｜
」
（
『
大
伴
家
持
の
作
品
論
考
』
）

「
二
上
山
の
賦
を
め
ぐ
っ
て
」
（
前
掲
書
）

辰
巳
正
明
「
依
興
歌
の
論
」
（
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
）

拙
稿
「
大
伴
家
持
の
文
学
観
と
六
朝
文
論
｜
｜
池
主
と
の
贈
答
書
簡
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
「
和
漢
比
較
文
学
」
第
八
号
）

佐
々
木
信
綱
「
評
釈
万
葉
集
』

山
田
孝
雄
『
万
葉
五
賦
」

家
持
の
書
簡
に
あ
る
こ
の
「
乱
」
と
は
歌
を
指
す
か
そ
れ
と
も
詩
を
指
す
か
に
つ
い
て
、
「
古
典
大
系
」
は
「
こ
こ
で
は
乱
に
な
ぞ
ら
え
て
、

手
紙
の
あ
と
に
し
め
く
く
り
と
し
て
詩
を
つ
け
る
こ
と
を
い
う
」
と
あ
る
が
、
旅
人
が
歌
を
詩
と
称
し
た
り
家
持
が
短
歌
を
絶
句
と
見
な
し

た
り
す
る
こ
と
を
考
え
会
わ
せ
れ
ば
、
「
乱
」
は
や
は
り
短
歌
を
指
す
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

中
西
進
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』

注
（6
）
に
同
じ
。

橋
本
達
雄
「
天
平
勝
宝
二
年
三
月
、
出
血
中
の
歌
」
（
前
掲
書
）

中
西
進
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』

-22-

（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）


