
Title 真間の手児奈伝説歌を巡って
Sub Title On the traditional poems for Mama-no-tekona
Author 胡, 志昂(Ko, Shiko)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1999

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.77, (1999. 12) ,p.125- 142 
JaLC DOI
Abstract
Notes 井口樹生, 高山鉄男両教授退任記念論文集
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00770001-

0125

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


真
間
の
子
児
奈
伝
説
歌
を
巡
っ
て

口
月

十
白

士
ゆ
目
印

一
、

は
じ
め
に

勝
鹿
の
真
間
の
手
児
奈
伝
説
を
詠
ん
だ
歌
は
万
葉
集
中
に
三
組
あ
る
。
巻
三
に
あ
る
山
部
赤
人
の
歌
と
巻
九
の
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
歌
そ
れ

に
巻
十
四
の
東
歌
で
あ
る
。
中
で
赤
人
歌
と
虫
麻
呂
歌
に
詠
ま
れ
た
手
児
奈
の
形
象
が
可
成
り
食
い
違
う
の
で
、
従
来
様
々
な
議
論
を
呼
ん

で
き
た
。

い
っ
た
い
手
児
奈
伝
説
の
基
底
に
嘗
て
そ
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
の
発
生
と
伝
説
歌
成
立
の
間
に
ど
れ
ほ
ど

時
が
経
っ
た
か
、
今
は
知
る
由
も
な
い
。
が
、

そ
の
問
地
域
社
会
の
生
活
風
習
が
全
く
変
わ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

一
方
、
歌
人
は
自
ら
の

識
見
や
立
場
に
よ
り
古
い
伝
承
を
受
け
止
め
、

己
の
思
い
を
歌
に
託
し
て
表
現
す
る
も
の
で
、
当
時
の
民
俗
風
習
そ
の
他
の
史
料
を
通
し

て
、
作
品
の
趣
意
や
歌
人
の
性
格
を
伺
い
知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

本
稿
は
手
児
奈
伝
説
を
具
体
的
に
詠
ん
だ
虫
麻
呂
歌
を
主
な
対
象
と
し
、
表
現
の
基
底
に
あ
っ
た
時
代
社
会
の
生
活
習
俗
と
作
者
の
境
涯(360) 



や
教
養
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
歌
人
は
ど
ん
な
場
で
当
該
歌
を
作
り
い
か
な
る
趣
意
を
作
品
に
付
与
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

赤
人
の
作
歌

巻
三
の
挽
歌
に
あ
る
赤
人
の
「
過
勝
鹿
真
間
娘
子
墓
時
、

山
部
宿
禰
赤
人
作
歌
一
首
並
短
歌
」
（
四
三
二
！
二
）
は
、
「
過
｜
｜
時
」
と
い

う
類
題
を
持
つ
霧
旅
作
で
、
作
歌
の
表
象
は
三
つ
の
焦
点
に
絞
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
は
「
古
に

倭
文
幡
の

帯
解
き
か

在
り
け
む
人
の

へ
て

伏
屋
立
て

妻
問
し
け
む
」
と
い
う
伝
承
き
れ
た
妻
聞
の
光
景
。
中
で
も
「
帯
解
き
か
へ
て
」
は
男
と
女
が
互
い
に
着
物
の
帯
を
解

き
放
つ
生
々
し
い
愛
の
描
写
で
、
虫
麻
呂
の
歌
っ
た
手
児
奈
と
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
。
従
来
こ
れ
を
単
に
「
伏
屋
立
て
」
に
か
か
る
序
詞

と
す
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
を
実
質
的
意
味
を
有
す
る
表
現
と
し
、
更
に
は
手
児
奈
が
複
数
の
男
と
結
婚
し
た
と
す
る
見
方
も

あ
る
。

こ
れ
ら
諸
説
に
関
し
て
夙
に
注
釈
に
詳
論
き
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
の
「
妻
問
」
は
只
の
求
婚
に
止
ま
ら
ず
、
共
寝
を
す
る
構
婚

を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

ま
た
賀
茂
真
淵
（
考
）

（
私
注
）

は
土
地
の
風
俗
、
土
屋
文
明

男
性
と
結
婚
し
て
い
た
と
し

は
当
時
の
婚
姻
形
態
か
ら
手
児
奈
が
複
数
の

(4
) 

こ
れ
が
近
時
史
学
の
立
場
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

こ
の
よ
う
に
昔
男
が
手
児
奈
と
小
さ
な
妻
屋
を
作
っ
て
倭
文
織
の
帯
を
互
い
に
解
き
合
っ
て
愛
を
交
わ
し
た
情
愛
の
光
景
が
赤
人
の
歌
っ
た

第
一
点
で
あ
る
。

次
は
「
葛
飾
の

こ
こ
と
は
聞
け
ど
」
墓
は
見
え
ず
、
真
木
の
葉
や
松
の
根
の
み
が
生
い
茂
り
長
く
伸

真
間
の
手
児
奈
が

奥
つ
城
を

び
て
い
る
と
い
う
対
照
的
な
描
写
。
こ
の
辺
の
句
法
は
明
ら
か
に
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
墓
の
周
り
に
木
が
植
え
ら

れ
る
の
は
「
見
菟
原
慮
女
墓
歌
」
に
見
え
る
如
く
、
詩
の
世
界
に
通
ず
る
も
の
で
、
墓
と
樹
の
対
照
的
な
捉
え
方
は
無
常
を
具
象
す
る
光
景

と
し
て
漢
詩
に
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
こ
に
歌
人
の
創
意
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
赤
人
の
歌
っ
た
第
二
点
で
あ

(359) 



る

白
楊
何
粛
帯
、
松
柏
爽
虞
路
。
下
有
陳
死
人
、
杏
杏
即
長
暮
。
｜
｜
古
詩
・
駆
車
上
東
門

古
墓
型
為
田
、
松
柏
推
為
薪
。
白
楊
多
悲
風
、
粛
粛
愁
殺
人
。
｜
｜
古
詩
・
去
者
日
以
疎

更
に
松
が
根
の
「
遠
く
久
し
き
」
が
「
二
一
日
の
み
も
名
の
み
も
わ
れ
は

忘
ら
ゆ
ま
し
じ
」
と
乙
女
伝
説
の
永
久
性
に
繋
が
っ
て
い
く
。

後
世
に
伝
承
さ
れ
る
の
は
プ
ラ
ス
の
価
値
で
あ
り
、
誉
め
言
葉
の
類
型
に
あ
る
。
こ
の
発
想
の
根
底
に
最
旅
に
お
け
る
鎮
魂
信
仰
が
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

死
後
の
墳
墓
の
停
き
に
対
し
て
手
児
奈
の
名
の
み
は
永
久
に
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば

と
同
時
に
人
間
の
情
愛
、

無
常
対
永
久
の
構
図
も
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ
れ
が
赤
人
の
歌
っ
た
第
三
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
赤
人
の
作
歌
は
、
手
児
奈
伝
説
に
関
し
て
伝
統
の
露
旅
信
仰
を
保
持
し
つ
つ
、
無
常
と
永
久
と
い
う
時
代
的
思
惟
と
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
見
事
に
織
り
出
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
一
方
、
万
葉
び
と
の
婚
姻
に
絡
ん
だ
愛
と
死
の
伝
説
を
詠
む
歌
と
し
て
、
相
聞
の
世
界

に
底
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
相
関
歌
に
見
ら
れ
る
万
葉
び
と
の
婚
姻
習
俗
か
ら
す
れ
ば
、
手
児
奈
の
愛
と
死
の
伝

説
は
決
し
て
偶
発
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
が
死
を
選
ぶ
に
は
重
大
な
理
由
が
あ
る
も
の
だ
。
信
仰
の
要
素
を
除
く
外
、
絶
望
的
な

悩
み
が
そ
れ
に
当
た
る
。

男
と
女
の
間
で
は
思
い
の
遂
げ
ら
れ
ぬ
焦
が
れ
る
恋
が
悩
み
を
深
め
、

死
を
選
択
せ
し
め
る
理
由
に
な
る
こ
と
が

少
な
し
と
し
な
い
。

か
く
ば
か
り
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
磐
根
し
巻
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
（
2

・
八
六
）

世
間
し
苦
し
き
も
の
に
あ
り
け
ら
し
恋
ひ
に
堪
へ
ず
て
死
ぬ
べ
く
思
へ
ば

（4

・
七
三
八
）

右
前
一
首
は
「
磐
姫
皇
后
の
天
皇
を
思
ひ
て
作
り
ま
せ
る
御
歌
四
首
」
と
あ
る
伝
諦
歌
中
の
一
つ
で
、
古
歌
巻
の
巻
頭
を
飾
る
も
の
と
し

て
後
の
相
聞
歌
に
与
え
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
後
一
首
は
坂
上
大
嬢
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
で
、
「
恋
ひ
に
堪
へ
(358) 



ず
て
死
ぬ
」
と
い
う
彼
女
の
思
い
に
偽
り
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
死
ぬ
ほ
ど
辛
い
恋
の
思
い
を
綴
っ
た
相
聞
歌
は
枚
挙
す
る

暇
も
な
い
。

何
為
む
に
命
継
ぎ
け
む
吾
妹
子
に
懸
ひ
ぬ
前
に
も
死
な
ま
し
も
の
を
（
1
1

・
二
三
七
七
）

懸
ひ
為
る
に
死
に
為
る
も
の
に
有
ら
ま
せ
は
我
が
身
は
千
遍
死
に
反
へ
ら
ま
し
（
1
1

・
二
三
九
O
）

今
は
吾
は
死
な
む
よ
我
が
兄
懲
ひ
為
れ
は
一
夜
一
日
も
安
け
く
も
無
し
（
1
2

・
二
九
三
六
）

轡
ふ
る
事
益
れ
ば
今
は
玉
の
緒
の
絶
え
て
乱
れ
て
死
ぬ
べ
く
念
ほ
ゆ
（1
2

・
三
O
八
三
）

巻
十
一
・
十
二
の
古
今
相
聞
往
来
歌
に
表
現
の
技
を
競
う
掛
け
合
い
の
作
が
多
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
か
か
る
表
象
が
成
り
立
つ
根
底
に

男
女
の
婚
姻
や
恋
愛
に
絡
ん
で
死
に
至
る
事
実
が
実
際
に
度
々
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
兎
も
角
も
文
学
の
上
で
は
恋
と
死
が
密
接
の
関

係
に
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ら
の
歌
が
明
白
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
恋
に
陥
っ
た
も
の
の
経
験
し
た
辛
い
思
い
の
普
遍
性
と
実
際
に
死
に
至

る
事
実
の
相
対
的
な
希
少
性
に
よ
り
、
「
懸
死
」
す
る
も
の
の
名
が
立
ち
、
後
世
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

人
目
多
み
直
に
合
は
ず
し
て
蓋
し
く
も
吾
懸
ひ
死
な
ば
誰
が
名
な
ら
む
も
（
1
2

・
コ
二
O
五
）

里
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね
よ
し
ゑ
や
し
轡
ひ
て
も
死
な
む
誰
が
名
な
ら
め
や

（1
2

・
二
八
七
三
）

し
て
み
れ
ば
、
真
間
娘
子
の
愛
と
死
に
関
す
る
伝
説
を
赤
人
は
正
に
か
く
あ
る
相
聞
の
世
界
を
基
底
に
お
い
て
受
け
止
め
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
歌
人
は
通
り
掛
か
っ
た
東
国
の
真
間
地
方
に
伝
わ
る
手
児
奈
伝
説
を
稀
に
見
る
特
殊
な
事
件
と
い
う
よ
り
も
よ

く
あ
る
情
死
伝
説
と
し
て
、
そ
こ
に
今
風
の
世
間
無
常
と
古
風
の
蟻
旅
鎮
魂
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
織
り
込
ん
で
作
歌
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

(357) 



一
一一、

「
人
の
言
ふ
時
」

き
て
、
虫
麻
呂
の
手
児
奈
伝
説
歌
は
相
聞
の
世
界
と
如
何
に
相
関
わ
る
の
か
。
男
達
が
手
児
奈
に
求
婚
す
る
様
子
を
長
歌
は
、
「
夏
虫
の

火
に
入
る
が
如

水
門
入
に

船
漕
ぐ
如
く

行
き
か
ぐ
れ

人
の
言
ふ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
」
の
中
「
か
ぐ
れ
」
は
孤
語
で
、
語
意
に
つ

い
て
は
か
つ
て
本
居
宣
長
（
記
伝
）
は
「
加
賀
比
」
を
「
加
具
札
交
（
か
ぐ
れ
あ
ひ
）
の
切
ま
り
た
る
」
も
の
と
し

か
ぐ
れ
を
「
妻
を
よ

ば
ふ
事
を
、
然
云
る
古
言
の
あ
り
し
な
る
べ
し
」
と
い
う
。
一
方
、
武
田
祐
吉
氏
（
全
注
釈
）
は
字
音
表
記
の
「
香
」
に
意
味
を
認
め
、

「
か
ぐ
れ
」
を
嘆
ぐ
の
下
二
段
活
用
形
と
し
、
「
引
き
寄
せ
ら
れ
る
や
う
に
行
き
集
る
意
」
と
解
く
。
現
在
諸
注
釈
書
は
後
者
に
従
う
も
の
が

多
い
。
す
る
と
、

文
脈
上
続
く
「
人
の
言
ふ
」
は
求
婚
す
る
、
言
葉
を
掛
け
る
の
意
と
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が

こ
の
「
人
の
言
ふ
時
」
に
手
児
奈
は
入
水
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
解
釈
の
一
つ
を
菟
原
乙
女

や
童
子
の
伝
説
が
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

男
達
の
求
婚
争
い
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
事
の
経
緯
は

果
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
単
純
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
相
聞
歌
の
世
界
に
見
ら
れ
る
「
人
言
ふ
」
と
い
う
語
句
の
表
象
傾
向
を
思
い
浮
か
べ
る

と
、
そ
ん
な
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
官
一
長
の
解
釈
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
か
ぐ
れ
」の中
に
既
に
求
婚
の
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
続
く
「
人
の
言
ふ
」
は
男
女
の
婚
合
を
妨
害
す
る
「
噂
」

の
意
味
に
も
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
古
今
の
相
聞
往
来
歌
に
現
れ
る
「
人
は
言
ふ
」
の
表
象
傾
向
を
見
れ
ば
、
確
か
に
求
婚
を
意
味
す
る
も
の
は
あ
る
に
は
あ
っ

た
。

垣
は
な
す
人
は
云
へ
ど
も
狛
錦
紐
解
き
開
け
し
公
な
ら
無
く
に
（1
1

・
二
四
O
五
）

し
か
る
に
更
に
多
か
っ
た
の
は
、
寧
ろ
恋
を
阻
害
す
る
噂
の
意
味
に
使
わ
れ
る
「
人
は
言
ふ
」
で
あ
る
。

(356) 



か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も
若
狭
道
の
後
瀬
の
山
の
後
も
逢
は
む
君
（

4

・
七
三
七
）

か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も
織
り
継
が
む
わ
が
機
物
の
白
き
麻
衣
（
7

・
二
一
九
八
）

右
前
一
首
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
坂
上
大
嬢
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
と
一
組
の
も
の
で
、

こ
の
「
人
は
言
ふ
」
が
「
恋
ひ
に
堪
へ
ず
て
死

ぬ
」
ほ
ど
辛
い
思
い
を
も
た
ら
す
原
因
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
一
首
は
作
者
未
詳
歌
で
、
同
じ
類
句
を
用
い
て
世
間
の
噂
を
表
し
、
そ
れ
で

も
二
人
の
仲
を
続
け
よ
う
と
す
る
女
の
思
い
を
「
織
り
継
が
む
」
衣
に
喰
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
人
は
言
ふ
」
は
紛
れ
な
く
二
人
の
仲
を

絶
つ
障
害
で
あ
っ
た
。

ま
た
次
の
二
首
は
と
も
に
「
鴨
頭
草
」
を
歌
中
に
詠
み
込
ん
だ
一
組
の
類
歌
だ
が
、
前
者
の
「
宮
に
あ
る
」
の
は
恋

の
誘
惑
が
多
い
と
解
さ
れ
る
の
に
、
後
者
の
「
人
は
言
ふ
」
は
逆
に
恋
を
阻
害
す
る
噂
の
意
味
に
取
ら
れ
る
か
ら
、
極
め
て
象
徴
的
で
あ
ろ

フ

う
ち
日
さ
す
宮
に
は
あ
れ
ど
鴨
頭
草
の
移
ろ
ふ
情
わ
が
思
は
な
く
に
（1
2

・
三
O
五
八
）

百
に
千
に
人
は
言
ふ
と
も
鴨
頭
草
の
移
ろ
ふ
情
わ
が
持
た
め
や
も
（

1
2

・
三
O
五
九
）

か
く
あ
る
「
人
は
言
ふ
」
が
縮
ま
っ
て
「
人
言
」
と
い
う
歌
語
に
な
る
と
、
遂
に
恋
の
妨
害
に
な
る
「
噂
」
の
意
味
に
定
着
し
て
し
ま

う
。
そ
う
し
た
「
人
三
一
口
」
を
避
け
る
為
に
、
古
く
か
ら
暗
い
朝
川
を
渡
っ
た
り
（
一

人
気
の
な
い
古
屋
を
使
っ
た
り
し
て

一
六

七
九
）
様
々
な
工
夫
を
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、

な
に
よ
り
も
「
人
言
」
の
為
に
逢
え
な
い
憂
い
叶
え
な
い
思
い
を
綴
る
歌
が
数
多
い
。

恒
は
な
す
人
の
横
言
繁
み
か
も
合
は
ぬ
日
数
多
く
月
経
ぬ
ら
む

一
七
九
一
二
）

人
言
の
茂
き
間
守
る
と
合
は
ず
あ
ら
は
終
ひ
に
や
こ
ら
が
面
忘
れ
な
む
（1
1

・
二
五
九
二

八
三
一
日
の
議
し
を
聞
き
て
玉
枠
の
道
に
も
逢
は
じ
と
云
へ
り
し
吾
妹
（
1
2

・
二
八
七
二

前
節
で
も
述
べ
た
如
く
、
恋
に
焦
が
れ
る
辛
い
思
い
か
ら
「
死
」
が
連
想
さ
れ
、

そ
う
し
た
心
境
は
恋
人
に
会
え
な
い
時
に
起
こ
り
ゃ
す

(355) 
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く
、
そ
し
て
実
際
に
「
人
言
」

の
為
に
亡
く
な
る
「
妹
」
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。

我
が
故
に
一
五
は
れ
し
妹
は
高
山
の
峯
の
朝
霧
過
ぎ
に
け
む
か
も
（
1
1

・
二
四
五
五
）

相
聞
歌
に
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
「
人
言
」
を
「
言
の
障
」
と
い
い
、

そ
の
邪
魔
か
ら
逃
れ
る
一
心
で
ヲ
一
一
一
口
の
障
も無
く
在
り
こ
そ
と

菰
雲
瓦
を

聞
な
く
貫
き
垂
れ

甚
も
す
べ
無
み
」
（
1
3

・
三
二
八
四

天
地
の

神
祇
を
そ
吾
が
祈
む

替
ひ
掘
り
す
え

竹
珠
を

ま
で
歌
わ
れ
た
。
そ
し
て
恋
人
の
名
を
口
に
す
る
こ
と
を
忌
む
習
俗
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

隠
沼
の
下
ゆ
恋
ふ
れ
ば
す
べ
を
無
み
妹
が
名
告
り
つ
忌
む
べ
き
も
の
を
（
1
1

・
二
四
四
一
）

思
ふ
に
し
余
り
に
し
か
ば
す
べ
を
無
み
わ
れ
は
言
ひ
て
き
忌
む
べ
き
も
の
を
（

1
2

・
二
九
四
七
）

海
若
の
沖
に
生
ひ
た
る
縄
苔
の
名
は
き
ね
告
ら
じ
懸
ひ
は
死
ぬ
と
も
（
1
2

・
三
O
八
O
）

そ
れ
な
ら
「
一
五
は
れ
し
妹
」
が
朝
霧
の
よ
う
に
消
え
逝
っ
て
も
男
の
名
は
人
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
恋
と
死
に
関
わ
る

伝
承
内
容
の
不
確
か
さ
を
も
た
ら
す
一
因
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

巻
十
一
・
十
二
の
古
今
相
聞
往
来
歌
は
殆
ど
が
畿
内
の
風
習
に
基
づ
い
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
と
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
東
歌
に
も
同
様
の

傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

松
が
浦
に
騒
え
群
立
ち
ま
人
一
一
一
一
口
思
ほ
す
な
も
ろ
わ
が
思
ほ
す
も
（

1
4

・
士
一
五
五
二
）

潮
船
の
置
か
れ
ば
愛
し
さ
寝
つ
れ
ば
人
一
一
一
一
口
繁
し
汝
を
何
か
も
為
む

1
4

・
三
五
五
六

う
っ
せ
み
の
八
十
言
の
上
は
繁
く
と
も
争
ひ
か
ね
て
吾
を
言
な
す
な
（

1
4

・
三
四
五
六
）

右
は
未
勘
国
歌
だ
が
、
国
別
の
相
聞
歌
で
下
総
国
の
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
た
四
首
は
い
づ
れ
も
葛
飾
の
真
問
地
方
の
も
の
で
あ
る
。

葛
飾
の
真
間
の
手
児
奈
を
誠
か
も
わ
れ
に
寄
す
と
ふ
真
間
の
手
児
奈
を
（

1
4

・
三
三
八
四
）

と
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葛
飾
の
真
間
の
手
児
奈
が
あ
り
し
か
ば
真
聞
の
磯
辺
に
波
も
と
ど
ろ
に
（
1
4

・
三
三
八
五
）

に
ほ
烏
の
葛
飾
早
稲
を
饗
す
と
も
そ
の
愛
し
き
を
外
に
立
て
め
や
も
（
1
4

・
三
三
八
六
）

足
の
音
せ
ず
行
か
む
駒
も
が
葛
飾
の
真
聞
の
継
橋
や
ま
ず
通
は
む

（1
4

・
三
三
八
七
）

前
二
首
は
直
接
に
手
児
奈
を
詠
ん
で
い
る
。
三
三
八
四
番
歌
は
民
謡
も
し
く
は
民
謡
的
作
品
で
、
「
寄
す
」
は
語
源
的
に
神
意
が
託
さ
れ

(5
) 

て
い
る
と
い
う
意
味
相
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
「
ま
こ
と
か
も
」
と
い
う
か
ら
こ
れ
が
噂
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
。

対
し
て
、
三
三
八
五
番
歌
は
手
児
奈
が
い
た
頃
の
光
景
を
仮
想
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
磯
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
轟
く
よ
う
な
大
騒
ぎ
は
大

勢
の
求
婚
者
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
二
首
は
内
容
上
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
と
照
合
き
れ
る
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な

し 3
0 

一
方
、
三
二
一
八
六
番
歌
は
新
嘗
祭
の
夜
身
を
慎
む
べ
し
と
い
う
物
忌
み
の
慣
わ
し
も
顧
み
ず
、
愛
し
い
わ
が
背
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る

娘
の
情
熱
を
歌
っ
た
も
の
で
、
背
後
に
常
陸
風
土
記
に
見
え
る
筑
波
嶺
の
遊
楽
に
関
す
る
古
老
神
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

賀
茂
真
淵
の
言
及
し
た
よ
う
に

こ
の
地
方
が
筑
波
一
帯
の
風
習
に
深
く
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
物
語
る
一
首
で
あ
る
。
他
方

「
駒
」
を
持
ち
出
す
三
三
八
七
番
歌
は
東
歌
ら
し
い
発
想
だ
が
、
「
足
の
音
せ
ず
行
か
む
」
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
人
言
を
避
け
る
為
で
あ

(6
) 

こ
の
二
首
を
含
む
四
首
す
べ
て
手
児
奈
伝
説
に
絡
む
歌
と
見
る
説
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
手
児
奈
伝
説
を
生
成
す
る
民
風
を

る
。
な
お
、

映
し
出
す
も
の
と
し
て
後
二
首
も
注
目
に
値
す
る
。

立
ち
戻
っ
て
歌
人
の
作
歌
を
み
て
み
れ
ば
、
赤
人
の
歌
っ
た
手
児
奈
も
相
当
情
熱
的
な
乙
女
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
虫
麻
呂
の
伝
説
歌

に
登
場
す
る
彼
女
も
多
く
の
よ
ば
ふ
者
が
現
れ
た
以
上
、
「
筑
波
峰
の
舎
に
嬉
の
財
を
得
ざ
る
者
は
児
女
と
為
ず
」
（
常
陸
風
土
記
）
と
い
、
フ

地
方
の
習
俗
に
従
い
男
を
受
け
入
れ
て
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
歌
中
「
い
く
は
く
も
活
け
ら
じ
も
の
を
」
と
あ
る
表
現
は
歌
人
の
み
な
ら
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ず
手
児
奈
の
認
識
で
も
あ
り
、
そ
し
て
相
聞
歌
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
は
常
に
「
轡
ひ
つ
つ
ぞ
吾
は
気
衝
く
人
に
知
ら
え
ず
」
（
二
九
O

五
）
と
い
う
心
中
に
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
う
な
ら
ば
、
真
間
地
方
の
習
俗
を
作
歌
の
基
底
に
置
い
て
考
え
れ
ば
、
二
人
の
歌

人
が
伝
説
に
対
す
る
接
し
方
は
異
な
る
が
、
も
と
に
な
る
伝
説
そ
の
も
の
に
決
定
的
な
相
違
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
し
て
、
手
児
奈

に
愛
し
き
も
の
が
い
た
な
ら
、
波
の
轟
く
よ
う
な
騒
ぎ
や
ま
こ
と
し
や
か
な
噂
は
結
局
恋
の
妨
害
に
は
か
な
ら
な
ら
ず
、
彼
女
の
入
水
は
結

局
大
勢
の
求
婚
騒
ぎ
や
コ
一
一
口
の
障
」
に
よ
っ
て
秘
め
た
恋
が
引
き
裂
か
れ
る
事
に
対
す
る
絶
望
の
結
果
て
は
な
か
ろ
う
か
。

四

「
笑
み
て
立
つ
娘
子
」

真
間
の
手
児
奈
に
大
勢
の
よ
ば
ふ
者
が
寄
り
集
ま
り
、
波
の
轟
く
ほ
ど
に
騒
が
れ
た
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
彼
女
の
美
貌
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
表
に
出
て
「
花
の
如
笑
み
て
立
つ
」
こ
と
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

虫
麻
呂
の
手
児
奈
伝
説
歌
は
、
彼
の
他
の
二
作
と
の
対
照
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
葦
屋
の
菟
原
処

女
伝
説
で
あ
る
。
同
じ
く
入
水
し
た
娘
で
あ
っ
て
西
国
と
東
国
と
い
っ
た
単
純
な
対
照
に
止
ま
ら
ず
、
菟
原
処
女
は
「
並
び
居
る
家
に
も
見

え
ず
」
「
隠
り
て
居
」
る
い
わ
ば
深
閤
に
育
っ
た
児
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
真
間
の
手
児
奈
は
「
錦
綾
の
中
に
つ
つ
め
る
斎
児
」
と
対
照
さ

れ
る
「
麻
衣
に

直
き
麻
を
裳
に

は
織
り
着
て

青
衿
着
け

履
を
だ
に

穿
か
ず
行
」
く
身
の
上
で
あ

髪
だ
に
も

掻
き
は
杭
ら
ず

っ
た
。
「
斎
く
」
は
聖
な
る
も
の
に
仕
え
る
意
味
か
ら
、
「
斎
児
」
は
家
の
神
を
祭
る
き
ち
ん
と
し
た
家
で
大
切
に
養
育
き
れ
る
児
を
い
う
。

と
す
れ
ば
、
手
児
奈
は
そ
う
い
う
良
家
の
娘
で
は
な
く
、
下
河
辺
長
流
（
「
続
歌
林
良
材
集
」
）の
い
う
よ
う
に
「
賎
し
き
家
の
女
」
と
い
う

」
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
周
准
の
珠
名
娘
子
伝
説
で
あ
る
。
珠
名
娘
子
の
「
胸
別
の

腰
細
の

す
が
る
娘
子
の
」
肉
感
的
な
美
貌
に

ひ
ろ
き
吾
妹
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対
し
、
手
児
奈
の
「
望
月
の
満
れ
る
面
わ
」

の
美
し
き
は
い
か
に
も
清
ら
か
そ
う
だ
つ
た
が
、
「
花
の
如
笑
み
て
立
て
れ
ば
」
と
い
う
点
に

(351) 

於
い
て
二
人
は
全
く
同
じ
。
「
笑
む
」
「
笑
ま
ふ
」
は
異
性
の
好
感
な
い
し
愛
情
を
そ
そ
る
行
為
と
し
て
相
聞
歌
等
に
多
く
見
ら
れ
、
東
歌
に

「
己
が
命
を
お
は
に
な
思
ひ
そ
庭
に
立
ち
笑
ま
す
が
か
ら
に
駒
に
逢
ふ
も
の
を
」
（
三
五
三
五
）
と
あ
る
の
は
、
伝
説
と
符
合
す
る
節
が
な
き

に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
娘
の
「
立
ち
笑
ま
す
」
が
庭
に
限
ら
れ
た
か
ら
普
通
の
恋
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
に
路
端
で
き
す
れ
ば
、
大
勢

の
男
衆
を
招
来
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
珠
名
娘
子
は
「
金
門
に
し
人
の
来
立
て
ば
夜
中
に
も
身
は
た
な
知
ら
ず
出
で

と
あ
る
か
ら
、

(7
) 

同
様
に
見
ら
れ
て
由
な
し
と
し
ま
い
。

て
そ
逢
ひ
け
る
」
（
一
七
三
九
）

そ
の
生
態
が
遊
女
き
な
が
ら
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

つ
れ
て
真
間
娘
子
も

万
葉
集
中
に
登
場
す
る
遊
女
は
「
遊
行
女
婦
」
ま
た
は
「
何
々
娘
子
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
多
く
は
容
姿
が
椅
麗
な
う
え
、
機
智
と
歌
の

(8
) 

噌
み
を
も
ち
、
貴
人
の
宴
会
等
に
侍
し
て
、
恋
の
演
技
を
披
露
し
た
り
興
を
添
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
下
級
役
人
に
性
的
奉
仕
を
提
供
す

る
遊
行
女
婦
（
1
8

・
四
一
O
六
1
0

九
）
も
あ
っ
た
。
庶
民
を
相
手
に
す
る
珠
名
娘
子
は
後
者
に
近
い
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。

134 

土
橋
寛

氏
は
遊
女
の
発
生
を
「
賓
客
の
招
宴
に
女
性
が
侍
し
て
酒
を
勧
め
、
歌
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
て
、
枕
席
に
も
侍
る
」
随
分
古
い
起
源
を
持
つ

慣
わ
し
に
求
め
得
る
と
し
、
珠
名
娘
子
に
つ
い
て
は
「
外
来
者
歓
待
の
習
俗
に
つ
な
が
る
、
初
期
の
遊
女
の
型
」
と
し
て
理
解
し
う
る
と
説

て
い
る
。
そ
う
し
た
習
俗
は
始
源
的
に
は
来
訪
す
る
神
を
も
て
な
す
土
地
の
乙
女
が
神
の
嫁
に
な
る
と
い
う
神
婚
信
仰
に
遡
れ
る
も
の
で
あ

（
叩
）

ろ
う
。
村
の
乙
女
が
携
わ
る
も
う
一
つ
聖
職
は
水
を
司
る
こ
と
で
、
折
口
信
夫
氏
の
言
う
水
の
女
が
そ
れ
で
あ
る
。
池
田
弥
三
郎
氏
は
真
間

の
手
児
奈
を
人
の
妻
で
物
忌
み
を
経
過
し
て
神
の
嫁
と
し
て
の
資
格
を
得
た
乙
女
と
捉
え
る
と
共
に
、
虫
麻
呂
の
反
歌
に
「
葛
飾
の
真
聞
の

井
見
れ
ば
立
ち
な
ら
し
水
汲
ま
し
け
む
手
児
奈
し
思
ほ
ゆ
」
（
一
八

O
八
）

（
日
）

い
る
。

と
歌
わ
れ
た
彼
女
を
水
を
汲
む
乙
女
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て



水
の
女
は
村
の
男
衆
に
の
み
で
な
く
、
次
の
歌
に
見
た
よ
う
に
外
来
者
に
接
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
を
思
え
ば
、
両
者
の
接
点
が
見
え
て

／
＼
マ
令
。

す
ず
が
ね
の
は
ゆ
ま
駅
の
包
み
井
の
水
を
賜
へ
な
妹
が
た
だ
手
で
（1
4

・
三
四
三
九
）

そ
う
い
っ
た
古
い
信
仰
習
俗
に
繋
が
る
古
代
の
伝
承
上
の
女
性
の
生
き
方
は
、
後
に
信
仰
的
要
素
が
剥
が
れ
落
ち
る
と
、男
に
接
す
る
機

会
の
多
い
一
面
の
み
が
現
実
に
残
り
、
遊
女
や
茶
屋
・
酒
場
の
女
に
零
落
し
て
い
く
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ

つ
た
だ
万
葉
時
代
官
人
の
宴
席
に
侍
す
る
遊
行
女
婦
は
、
「
玉
台
新
詠
」
に
見
え
る
文
人
詩
に

清
吹
要
碧
玉
、
調
弦
命
緑
珠
。
軽
歌
急
締
帯
、
含
笑
解
羅
嬬
。
謝
眺
・
贈
王
主
簿
）

と
歌
わ
れ
た
「
碧
玉
」
や
「
緑
珠
」
の
よ
う
な
宴
席
の
来
客
の
前
で
芸
を
披
露
し
た
り
は
す
る
が
、
特
定
の
貴
族
に
固
ま
れ
た
芸
妓
と
違

い
、
寧
ろ
詩
文
の
教
養
を
も
ち
職
業
化
が
進
ん
だ
唐
の
官
妓
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
し
て
、
庶
民
を
相
手
に
す
る
珠
名
娘
子
の
よ
う

な
女
性
の
実
態
は
分
明
せ
ず
、
初
期
の
遊
女
な
の
か
普
通
の
村
娘
な
の
か
の
認
識
は
結
局
個
別
的
事
情
に
よ
る
判
断
に
頼
る
ほ
か
な
い
。
こ

の
点
、
六
朝
の
文
人
詩
と
対
照
さ
れ
る
楽
府
に
歌
わ
れ
た
女
性
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

矯
笑
来
向
健
、

一
抱
不
能
巳
、
矯
笑
来
り
て
健
に
向
ひ

一
抱
す
れ
ば
巳
む
能
わ
ず

湖
燥
芙
蓉
萎
、
蓮
汝
璃
欲
死
。

湖
燥
き
芙
蓉
萎
れ
、
汝
を
蓮
し
て
議
死
な
ん
と
す
（
議
曲
歌
）

思
見
春
花
月
、
含
笑
当
道
路
、
春
花
月
を
見
ん
と
思
ひ
、
含
笑
し
て
道
路
に
当
る
、

逢
僕
多
欲
摘
、
可
憐
持
自
誤
。
僕
に
逢
え
ば
多
く
摘
ま
ん
と
欲
す
、
可
憐
持
て
自
ら
誤
る

（
子
夜
四
時
歌
）

南
朝
の
清
商
楽
曲
に
奔
放
な
愛
情
を
唱
う
民
聞
の
歌
が
多
い
中
、

文
人
が
民
謡
に
倣
っ
て
作
っ
た
も
の
も
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
右
に
挙
げ
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た
「
議
曲
歌
」
は
生
々
し
い
愛
の
光
景
を
唱
っ
て
い
る
が
、
即
物
的
な
比
喰
表
現
な
ど
に
よ
り
矯
笑
す
る
若
い
娘
は
普
通
の
民
間
女
性
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
「
子
夜
四
時
歌
」
中
の
娘
が
笑
み
を
含
ん
で
路
頭
に
立
っ
て
い
る
と
、
「
私
に
遇
う
と
男
の
人
は
皆
私
を

欲
し
が
る
が
、
私
は
た
だ
可
憐
な
ば
か
り
に
自
ら
を
誤
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
に
な
れ
ば
、
」
れ
は
春
の
野
遊
び
の
時
に

限
つ
て
の
出
来
事
な
ら
ま
だ
し
も
、
経
常
的
な
行
為
に
な
る
と
も
う
遊
女
と
い
う
ほ
か
な
い
。

つ
ま
り
楽
府
に
唱
わ
れ
た
女
に
も
普
通
の
女

性
な
の
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
表
に
出
て
笑
み
立
つ
生
業
で
あ
っ
て
も
普
通
の
生
き
方
を
す
る
女
性
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
漢
楽
府
・
羽
林
郎
に

登
場
す
る
酒
を
売
る
胡
姫
が
華
麗
な
装
束
を
身
に
纏
い
酒
屋
の
店
頭
に
立
っ
と
、
「
金
吾
子
」
と
呼
ば
れ
る
威
勢
の
よ
い
男
に
絡
ま
れ
た
が
、

彼
女
は
「
男
児
は
後
婦
を
愛
し
、
女
子
は
前
夫
を
重
ん
ず
（
男
は
浮
気
が
好
き
で
も
女
は
夫
が
大
事
だ
ご
と
い
っ
て
相
手
を
き
っ
ぱ
り
と

拒
否
し
た
。
時
に
胡
姫
は
年
十
五
と
あ
る
の
で
夫
が
い
る
と
い
う
の
は
口
実
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
が
彼
女
の
選
択
す
る
生
き
方

で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
時
代
が
唐
に
下
る
と
、

胡
姫
は
酒
場
で
き
り
き
り
舞
い
を
演
出
す
る
「
胡
旋
女
」
に
な
っ
て
い
く
が
、

う
し
た
酒
を
売
っ
た
り
芸
を
売
っ
た
り
す
る
な
ど
表
に
出
る
女
性
が
男
に
纏
わ
れ
や
す
く
、
婚
姻
生
活
に
波
澗
が
多
い
こ
と
は
固
よ
り
で
あ

ろ
、
フ
。

振
り
返
っ
て
真
間
の
手
児
奈
を
考
え
て
見
れ
ば
、
「
真
聞
の
井
」
で
水
を
汲
む
こ
と
が
象
徴
的
行
為
と
し
て
歌
わ
れ
た
彼
女
に
愛
し
き
男

が
い
て
も
全
く
不
思
議
は
な
く
寧
ろ
当
然
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
珠
名
娘
子
と
同
様
表
に
「
花
の
如
笑
み
て
立
つ
」
手
児
奈
は
、そ
の
美
貌
も

災
い
し
て
大
勢
の
男
の
求
婚
に
遭
い
様
々
な
噂
が
立
て
ら
れ
る
と
、
普
通
の
村
娘
と
同
じ
よ
う
な
婚
姻
生
活
が
と
て
も
望
め
そ
う
に
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
彼
女
に
と
っ
て
珠
名
娘
子
と
同
様
な
成
り
行
き
任
せ
の
活
き
方
が
自
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
手
児
奈
は
寧
ろ
「
身
を
た
な
知
り
て

奥
津
城
に

妹
が
臥
せ
る
」
結
末
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

波
の
立
日
の

騒
く
湊
の
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意
味
で
、
彼
女
の
入
水
は
己
を
取
り
巻
く
現
実
に
対
す
る
一
種
の
絶
望
的
な
反
抗
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
対
照
さ
れ
る
二
人
に
対
し
て
、
歌
人
は
見
境
な
く
多
く
の
男
に
身
を
任
せ
る
珠
名
を
「
た
は
れ
て
」
「
身
は
た
な
知
ら
ず
」
と

否
定
し
、
他
方
そ
う
し
た
生
き
方
よ
り
寧
ろ
死
の
道
を
選
ん
だ
手
児
奈
を
「
身
を
た
な
知
」
る
も
の
と
し
て
肯
定
し
た
。
「
身
を
た
な
知
る
」

（
臼
）
（
日
）

と
い
う
こ
と
は
、
肉
体
的
に
は
自
分
の
「
消
や
す
き
身
、
消
ぬ
べ
き
身
」
を
知
る
こ
と
、
も
し
く
は
命
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
的

（H
）
（
日
）

に
は
白
己
の
社
会
的
位
置
を
弁
え
、
共
同
体
に
お
け
る
身
の
処
し
方
を
知
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
世
間
に
お
け
る
己
の
運
命

（
凶
）

を
諦
観
す
る
こ
と
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
「
身
を
た
な
知
る
」
と
い
う
表
象
に
種
々
相
を
持
つ
よ
う
に
、
歌
人
が
主

人
公
に
対
し
て
こ
う
し
た
評
価
を
下
し
た
こ
と
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
面
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
対
人
的
に
は
律
令
制
下
の
社
会
思
惟
す

な
わ
ち
儒
教
倫
理
に
符
合
す
る
一
面
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
対
自
的
に
は
歌
人
自
身
の
境
涯
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
の
価
値
判
断

も
働
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

死
は
自
ら
の
境
遇
に
逆
ら
う
究
極
的
手
段
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
手
児
奈
に
限
り
な
い
同
情
を
注
い

だ
歌
人
が
現
実
社
会
に
対
し
て
あ
る
種
の
疎
外
感
を
も
っ
て
い
た
と
見
る
の
は
、
当
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

五

伝
説
歌
と
楽
府
詩

（
口
）

虫
麻
呂
の
伝
説
歌
は
貴
紳
の
晴
好
に
応
じ
て
文
芸
サ
ロ
ン
に
興
を
添
え
る
機
能
を
も
つ
こ
と
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
彼
の
パ
ト
ロ

ン
は
遣
唐
副
使
を
務
め
た
藤
原
宇
合
で
あ
っ
た
と
な
れ
ば
、
叙
事
性
に
優
れ
る
そ
の
伝
説
歌
の
趣
意
・
手
法
に
関
し
て
、
楽
府
叙
事
詩
と
の

関
係
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
夙
に
小
島
憲
之
氏
は
詠
菟
原
乙
女
歌
と
孔
雀
東
南
飛
、
詠
珠
名
娘
子
歌
と
日
出
東
南
隅
行
の
影
響

（
同
）

関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
先
述
し
た
如
く
両
作
と
も
手
児
奈
伝
説
歌
と
対
照
関
係
に
あ
る
が
、
前
者
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、

こ
こ
で

は
手
児
奈
並
ぴ
に
珠
名
娘
子
を
詠
む
歌
と
楽
府
「
陥
上
桑
」
二
曲
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
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玉
台
新
詠
に
あ
る
楽
府
詩
「
日
出
東
南
隅
行
」
は
、
羅
敷
行
は
ま
た
艶
歌
羅
敷
行
と
も
い
い
、
楽
府
曲
名
を
「
陪
上
桑
」
と
い
う
。
宋

書
・
楽
志
に
初
め
て
見
る
こ
の
古
辞
は
「
羅
敷
桑
を
采
る
と
き
、
使
君
の
選
せ
ら
る
る
所
に
な
れ
ど
、
そ
の
夫
婿
の
侍
中
郎
と
為
る
を
盛
ん

に
誇
り
、
以
っ
て
之
を
拒
む
」
（
楽
府
解
題

一
解
は
美
人
の
羅
敷
が
桑
の
葉
を
采
っ

の
を
内
容
と
し

三
解
（
段

か
ら
な
っ
て
い
る
。

て
い
る
と
、
道
行
く
老
い
も
若
き
も
彼
女
に
魅
了
さ
れ
自
分
を
見
失
う
様
子
を
歌
い
、
珠
名
娘
子
を
描
く
虫
麻
呂
歌
が
こ
れ
に
酷
似
し
て
い

る
。
二
解
で
は
高
官
の
太
守
（
使
君
）

が
羅
敷
に
言
い
寄
っ
た
ら
、

太
守
に
は
妻
が
お
り
、
羅
敷
に
は
夫
が
い
る
の
だ
と

な
ん
と
馬
鹿
な
、

一
蹴
さ
れ
た
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
「
羽
林
郎
」
が
こ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
解
は
羅
敷
が
こ
れ
も
高
官
で
あ
る
夫
を
盛
ん

に
自
慢
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
陪
上
桑
・
羅
敷
行
は
後
に
貌
晋
時
代
の
大
曲
と
し
て
宮
廷
の
宴
席
で
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
、
長
ら
く
人
口

に
謄
突
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
鄭
樵
の
通
志
に
拠
れ
ば
、

一
つ
は
秋
胡
行
と
い
い
、
秋
胡
の
故
事
を
詠
み

一
つ
は
羅
敷

陥
上
桑
は
も
と
も
と
二
曲
あ
り
、

行
と
い
い
、
羅
敷
の
故
事
を
詠
む
と
い
う
。
ち
な
み
に
秋
胡
の
故
事
は
、
初
出
の
漢
・
劉
向
の
列
女
伝
に
よ
れ
ば
こ
う
な
る
。
魯
の
秋
胡
は

妻
を
要
っ
て
三
日

（
一
説
五
日
と
い
う
）
目
に
家
を
出
て
陳
に
任
官
し
、

五
年
後
や
っ
と
帰
っ
て
来
る
が
、
ふ
と
路
傍
で
桑
を
採
る
美
女
を

見
て
言
い
寄
っ
た
。
美
女
は
男
を
拒
否
し
詞
厳
し
く
諌
め
た
が
、
家
に
帰
っ
て
見
る
と
採
桑
の
美
女
は
実
は
自
分
の
妻
だ
っ
た
。
妻
は
夫
の

不
義
に
絶
望
し
河
に
身
を
投
じ
て
死
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

秋
胡
行
の
古
辞
は
夙
に
亡
く
な
っ
た
が
、

現
存
最
も
早
い
時
期
の
本
事
詩
は
玉
台
新
詠
に
見
え
る
晋
・
侍
玄
の
作
で
あ
る
。
題
は
「
和
班

氏
詩
」
と
あ
る
か
ら
、
古
辞
は
も
と
漢
の
班
昭
か
班
捷
好
の
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
羅
敷
行
と
同
様
漢
の
楽
府
詩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
侍

玄
の
作
は
内
容
に
よ
り
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
は
秋
胡
が
嫁
を
貰
い
三
日
目
に
家
を
離
れ
て
赴
任
し
、
若
い
嫁
が
空
間
を
嘆
く
情
景
を

述
べ
る
。
第
二
段
で
は
嫁
が
桑
の
葉
を
釆
っ
て
い
る
と
、
立
派
に
出
世
し
た
秋
胡
が
帰
っ
て
く
る
。
妻
の
顔
を
忘
れ
た
彼
は
女
の
美
貌
に
惚
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れ
て
口
説
き
、
女
は
冷
た
く
拒
否
し
言
辞
厳
し
く
男
を
責
め
る
。
そ
し
て
第
三
段
は
男
が
家
に
着
い
た
ら
先
口
説
い
た
美
人
が
実
は
妻
だ
っ

た
と
気
付
き
、
妻
は
夫
の
不
義
を
詰
っ
て
絶
望
し
遂
に
河
に
身
を
投
げ
た
。
最
後
に
作
者
は
「
夫
も
不
実
だ
っ
た
が
、
妻
も
ま
た
余
り
に
強

い
」
と
し
て
一
首
を
締
め
括
る
。
す
な
わ
ち
、
秋
胡
行
は
首
尾
を
取
り
除
く
と
、
第
二
段
の
内
容
は
羅
敷
行
と
ほ
ぼ
完
全
に
相
重
な
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
「
陥
上
桑
」
二
曲
の
関
係
に
つ
き
、
秋
胡
行
の
古
辞
が
既
に
失
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
嘗
て
朱
烹
が

羅
敷
と
秋
胡
妻
、
太
守
と
羅
敷
の
夫
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
人
物
で
、
羅
敷
行
と
秋
胡
行
は
同
じ
故
事
を
歌
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
ほ
か
、
未
だ

「
朱
子
語
類
』

議
論
し
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
観
が
あ
る
。
詳
細
な
論
考
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
、

私
見
を
掻
い
摘
ん
で
述
べ
る
と
、
羅
敷
行
は
初
め
秋
胡
行

の
劇
的
な
展
開
の
可
笑
し
さ
を
引
き
立
て
る
為
に
作
ら
れ
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
で
、
秋
胡
行
の
前
奏
曲
す
な
わ
ち
艶
歌
と
し
て
演
奏
さ
れ
て
い

た
。
だ
が
、
秋
胡
行
に
歌
わ
れ
た
妻
の
夫
に
対
す
る
叱
責
や
絶
望
な
い
し
入
水
の
結
末
が
男
性
社
会
で
は
貴
紳
文
士
の
不
快
・
悪
評
を
買
う

こ
と
が
多
く
、
宴
席
で
は
前
奏
曲
の
羅
敷
行
の
み
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
陪
上
桑
の
本
辞
は
あ
く
ま
で
も
秋
胡
行
で

あ
っ
て
、
艶
歌
羅
敷
行
が
演
奏
さ
れ
る
と
決
ま
っ
て
秋
胡
行
が
連
想
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
貌
晋
以
降
の

楽
府
関
係
の
書
籍
を
繕
い
て
見
れ
ば
、
大
曲
ま
た
は
相
和
曲
・
陪
上
桑
と
し
て
常
に
羅
敷
行
の
み
演
奏
さ
れ
て
い
た
が
、
貌
の
武
帝
、
文

帝
、
曹
植
を
は
じ
め
貌
晋
六
朝
の
文
人
の
作
っ
た
楽
府
に
「
秋
胡
行
」
と
題
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
こ
の
為
で
あ
る
。
王
叶
均

詩
「
陪
上
桑
」
に
「
秋
胡
始
停
馬
、
羅
敷
未
満
僅
」
と
い
い
、
李
白
詩
「
陪
上
桑
」
に
「
使
君
且
不
顧
、
況
復
論
秋
胡
」
と
い
い
、
い
ず
れ

も
二
つ
は
常
に
一
体
と
な
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

き
て
、
藤
原
宇
合
は
開
元
の
初
め
唐
で
四
門
助
教
の
越
玄
黙
に
教
わ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
サ
ロ
ン
で
楽
府
「
陥
上
桑
」
二
曲
は
大
陸

と
同
じ
様
に
享
受
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
を
触
発
す
る
契
機
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
現

に
珠
名
娘
子
の
美
貌
が
道
行
く
も
の
や
回
り
の
男
の
行
動
を
狂
わ
せ
た
こ
と
で
羅
敷
と
全
く
同
じ
だ
が
、
羅
敷
が
地
方
の
最
高
長
官
の
求
婚
(346) 



に
対
し
「
太
守
様
は
な
ん
と
馬
鹿
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
」
と
一
蹴
し
た
の
に
、
自
分
の
美
貌
に
現
を
抜
か
す
珠
名
が
男
の
人
と
「
夜
中
で

も
わ
が
身
を
省
み
ず
出
て
合
う
」
の
は
、
正
に
対
照
的
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
機
知
に
富
み
貞
操
の
堅
い
美
人
賛
美
に
対
す
る
パ

ロ
デ
イ
！
と
で
も
い
え
る
逆
転
の
面
白
き
を
狙
う
趣
意
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
歌
人
が
手
児
奈
の
識
見
を
肯
定
し
つ
つ
そ
の
入
水
に
は
共
鳴

し
な
か
っ
た
点
、
秋
胡
妻
に
対
し
半
ば
否
定
的
な
詩
人
の
見
方
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
秋
胡
妻
に
言
い
寄
っ
た
の
は
そ
の
夫
で
あ

っ
て
、
手
児
奈
の
求
婚
者
は
他
の
大
勢
の
男
で
あ
っ
た
点
で
正
に
好
対
照
に
な
る
。き
ら
に
羅
敷
と
同
じ
く
秋
胡
妻
に
惚
れ
た
男
が
他
に
も

多
く
い
た
は
ず
だ
し
、

ま
た
手
児
奈
に
も
愛
し
き
も
の
が
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
作
品
の
背
後
に
あ
る
社
会
風
習
に
基
づ
く
題
材
に
対
す
る

作
者
の
接
し
方
ま
で
対
照
的
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
貴
族
の
文
化
サ
ロ
ン
で
楽
府
に
対
す
る
逆
転
も
し
く
は
対
照
的
関
係
を
意
図
す
る
こ
と
は
、
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
の
す
べ
て
で

は
な
い
。
彼
の
伝
説
歌
は
地
方
の
風
俗
を
都
の
官
人
達
に
伝
え
る
機
能
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
帯
び
て
い
た
。
そ
の
場
合
で
も
、
同
じ
く
民

風
を
反
映
す
る
楽
府
を
明
白
に
意
識
し
た
作
歌
の
趣
意
は
、
漢
学
に
慣
れ
親
し
ん
だ
官
人
達
の
噌
好
に
合
う
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
才
能
と

識
見
を
最
大
限
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

_J_.. 

ノ＼

む
す
び

伝
説
や
伝
承
は
発
生
源
は
同
じ
で
も
時
代
と
伝
承
者
に
よ
り
、

そ
の
内
容
と
指
向
が
常
に
流
動
的
で
、
そ
れ
に
は
世
相
並
び
に
伝
承
者
の

教
養
や
境
遇
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
児
奈
伝
説
を
巡
る
三
組
の
歌
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
作
品
の
趣
向

は
主
に
歌
人
の
性
格
を
映
し
出
す
こ
と
に
な
る
。

巻
十
六
に
桜
児
伝
説
と
そ
れ
に
付
載
し
た
髪
児
伝
説
が
見
え
る
。
前
者
は
菟
原
乙
女
後
者
は
真
間
手
児
奈
に
そ
れ
ぞ
れ
類
似
し
、そ
の
物
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語
歌
化
し
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
る
に
桜
児
は
相
争
う
二
人
の
男
に
区
別
を
付
け
な
か
っ
た
の
に
、
虫
麻
呂
の
歌
っ
た

菟
原
乙
女
は
心
が
血
沼
壮
士
に
向
い
て
い
た
。
手
児
奈
に
帯
を
解
き
交
わ
し
た
男
が
い
た
こ
と
は
赤
人
の
歌
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
が
、
彼
女

そ
の
悲
劇
に
は
更
に
根
深
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

を
「
身
を
た
な
知
る
」
も
の
と
し
て
造
形
し
た
虫
麻
呂
に
と
っ
て
、

髪
児
が
入
水
に
際
し
口
に
し
た
「
一
女
之
身
、
易
減
如
露
」
と
い
う
表
現
は
、
和
語
で
は
「
い
く
ば
く
も
い
け
ら
じ
も
の
を
」
と
い
う
に

等
し
い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
後
世
に
小
野
小
町
も
花
の
色
を
詠
ん
だ
如
く
、
美
貌
と
才
知
に
恵
ま
れ
た
女
性
ほ
ど
紅
顔
の
衰
え
易
き
に
敏

感
で
生
の
空
し
さ
を
感
じ
や
す
い
も
の
で
、
そ
れ
が
「
身
を
知
る
」
知
性
の
証
で
も
あ
っ
た
。
虫
麻
呂
の
歌
っ
た
手
児
奈
は
貧
賎
な
身
に
も

関
わ
ら
ず
、
美
貌
と
し
っ
か
り
し
た
識
見
を
持
つ
女
性
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
彼
女
の
悲
劇
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
出
身
と
美
貌
、
習
俗
と
識

見
と
の
不
釣
り
合
い
の
も
た
ら
す
結
果
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
薄
命
の
紅
顔
に
限
り
無
い
同
情
の
悌
を
注
い
だ
中
に
、
歌
人
自
身

の
境
涯
も
投
影
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
迂

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

荷
回
春
満
『
童
蒙
抄
』
、
山
田
孝
雄
「
高
葉
集
叢
考
』
な
ど

沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
、
西
宮
一
民
「
万
葉
集
全
注
・
巻
第
三
』
な
ど

賀
茂
真
淵
「
高
葉
考
』
、
土
屋
文
明
私
『
万
葉
集
私
注
』
な
ど

関
口
祐
子
『
処
女
墓
伝
説
歌
考
』
（
吉
川
弘
文
館
）

西
村
亨
『
王
朝
恋
詞
の
研
究
』
（
慶
謄
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
）

益
田
勝
実
『
日
本
詩
人
選
I

・
記
紀
歌
謡
』
（
筑
摩
書
房
）

中
山
太
郎
「
売
笑
三
千
年
』
（
日
文
社
）

扇
畑
忠
雄
「
遊
行
女
婦
と
娘
子
群
」
（
「
万
葉
集
大
成
』10

）
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(9
) 

（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）

(U
) 

（
日
）

（
凶
）

（
口
）

（
凶
）

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
（
塙
書
房
）

折
口
信
夫
「
水
の
女
」
『
折
口
信
夫
全
集
・
第2
巻
」
（
中
央
公
論
社
）

池
田
弥
三
郎
『
万
葉
び
と
の
一
生
』
（
講
談
社
）

坂
本
信
幸
「
『
身
を
た
な
知
る
』
よ
り
伺
い
知
る
歌
人
高
橋
虫
麻
日
」
（
『
万
葉
』
昭
和
ω
・
2

）

村
山
出
「
高
橋
虫
麻
呂
の
論
」
（
『
奈
良
前
期
万
葉
歌
人
の
研
究
』
翰
林
書
房
）

金
井
清
一
「
疎
外
者
の
文
学
」
（
『
万
葉
詩
史
の
論
』
笠
間
書
院
）

高
野
正
美
「
高
橋
虫
麻
呂
」
（
「
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
町
・
日
）

中
西
進
「
入
水
す
る
女
」
（
『
旅
に
棲
むi
上
口
同
橋
虫
麻
呂
論
｜
｜
！
』
）

金
井
清
一
「
菟
原
乙
女
の
墓
を
見
る
歌
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
・
第
五
集
』
有
斐
閣
）

小
島
憲
之
（
「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
』
塙
書
房
）
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