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旋
頭
歌
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
甲
と
乙
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
五
七
七
の
片
歌
形

式
で
問
答
を
す
る
い
わ
ゆ
る
「
片
歌
問
答
」
に
起
源
を
有
し
、
そ
れ
が
や
が
て
一

人
で
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
見
方
が
、
長
ら
く
通
説
的
な
位

置
を
占
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
は
、
早
く
中
西
進
氏

や
土
橋
寛
氏
に
よ
っ
て

　

ⅰ『
万
葉
集
』
所
収
の
旋
頭
歌
に
は
問
答
体
を
構
成
す
る
の
も
が
少
な
い
。

　

ⅱ
五
七
七
の
片
歌
形
式
が
単
独
で
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
１
）。
確
か
に
、
問
答
形
式
と
見
な
せ
る
旋
頭
歌

は

住
吉
の
小
田
を
刈
ら
す
児
奴
か
も
な
き　

奴
あ
れ
ど
妹
が
み
た
め
と
私
田
刈

る	
	

（
７
・
一
二
七
五
・
人
麻
呂
歌
集
）

水
門
の
葦
の
末
葉
を
誰
か
手
折
り
し　

我
が
背
子
が
振
る
手
を
見
む
と
我
そ

手
折
り
し	

	

（
７
・
一
二
八
八
・
人
麻
呂
歌
集
）

な
ど
少
数
で
あ
り
、
も
し
も
旋
頭
歌
が
片
歌
問
答
に
起
源
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
非0

問
答
形
式
を
多
く
含
む
万
葉
旋
頭
歌
へ
は
、
相
当
の
変
化
を
要
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、初
期
万
葉
に
は
旋
頭
歌
が
一
首
も
な
く
、ま
た『
古

事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
も
、
後
掲
す
る
よ
う
に
六
句
体
の
歌
謡
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
片
歌
問
答
と
万
葉
旋
頭
歌
を
繋
ぐ
よ
う
な
自
問
自
答
形
式
な
ど
の
中

間
的
要
素
を
持
っ
た
も
の
を
そ
の
中
か
ら
拾
い
出
す
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。

つ
ま
り
、
始
原
と
し
て
想
定
さ
れ
る
片
歌
問
答
か
ら
万
葉
旋
頭
歌
へ
の
変
化
が
長

い
時
間
を
か
け
て
達
成
さ
れ
た
と
考
え
る
に
は
、
そ
れ
を
史
料
的
に
跡
付
け
る
こ

と
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
万
葉
旋
頭
歌
の
大
半
は
人
麻
呂
歌
集

に
集
中
し
て
お
り
、
現
存
史
料
か
ら
は
、
七
世
紀
後
半
頃
に
最
も
盛
ん
に
詠
ま
れ

て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
を
始
原
か
ら
遠
く
離
れ

た
旋
頭
歌
の
衰
退
期
と
捉
え
る
こ
と
も
い
さ
さ
か
奇
異
に
過
ぎ
よ
う
。
む
し
ろ
、

七
世
紀
後
半
に
こ
そ
、
旋
頭
歌
の
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
試
さ
れ
た
の
だ
と
考
え

て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

先
の
一
二
七
五
歌
が
最
も
始
原
的
な
姿
を
留
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
頃

に
そ
の
よ
う
な
問
答
形
式
か
ら
様
々
な
形
式
が
一
気
に
派
生
し
て
き
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
通
説
的
立
場
に
立
つ
脇
山
七
郎
氏
が
、
万
葉
旋
頭
歌
を

（
一
）
問
答
形
式　

二
首

（
二
）
呼
び
か
け
形
式　

九
首

万
葉
旋
頭
歌
の
成
立
と
展
開

吉　

田　

幹　

生
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一
七
八

（
三
）
呼
び
か
け
形
式
の
変
形　

五
首

（
四
）
繰
返
し
形
式　

十
五
首

（
五
）
そ
の
他　

三
十
一
首

と
分
類
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に（
２
）、「
問
答
形
式
→
呼
び
か
け
形
式
→
呼
び
か

け
形
式
の
変
形
」
と
そ
の
展
開
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
な
お
説
明
困
難
な
（
四
）

（
五
）
が
大
半
を
占
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
理
論
的
に
も
ま
た
、

片
歌
問
答
か
ら
万
葉
旋
頭
歌
へ
の
変
容
（
ひ
い
て
は
、
万
葉
旋
頭
歌
そ
の
も
の
の

展
開
）
を
説
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

で
は
反
対
に
、
現
存
史
料
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
前
史
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
や
は
り
繰
り
返
し
形
式

0

0

で
あ
ろ
う（
３
）。『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
に
載
る
六
句
体
の
歌
謡
に
は
以
下
の
四
首
が
あ
る
が
、

Ａ
須す

す

こ

り

々
許
理
が
醸
み
し
御
酒
に
我
酔
ひ
に
け
り　

事こ
と
な
ぐ
し
ゑ
ぐ
し

無
酒
笑
酒
に
我
酔
ひ
に
け

り	
	

（
応
神
記
・
四
九
）

八
田
の
一
本
菅
は
一
人
居
り
と
も　

大
君
し
良
し
と
聞
こ
さ
ば
一
人
居
り
と

も	
	

（
仁
徳
記
・
六
五
）

あ
た
ら
し
き
猪ゐ

な

べ
名
部
の
工
匠
か
け
し
墨
縄　

其し

が
無
け
ば
誰
か
か
け
む
よ
あ

た
ら
墨
縄	

	

（
雄
略
紀
・
八
〇
）

韓か
ら
く
に国
を
如
何
に
言ふ

こ
と
そ
目め

頬づ
ら

子こ

来き
た

る　

む
か
さ
く
る
壱
岐
の
済わ
た
り
を
目
頬
子

来
る	

	

（
継
体
紀
・
九
九
）

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
紀
八
〇
は
部
分
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は

み
な
第
三
句
と
第
六
句
の
繰
り
返
し
と
い
う
特
徴
を
共
通
し
て
持
つ
。
こ
の
よ
う

な
六
句
体
の
歌
謡
と
、

梯
立
の
倉
椅
山
に
立
て
る
白
雲　

見
ま
く
欲
り
我
が
す
る
な
へ
に
立
て
る
白

雲	
	

（
７
・
一
二
八
二
）

海
の
底
沖
つ
玉
藻
の
な
の
り
そ
の
花　

妹
と
我
と
こ
こ
に
あ
り
と
な
の
り
そ

の
花	

	

（
７
・
一
二
九
〇
）

霰
降
り
遠
江
の
吾あ

ど跡
川
楊　

刈
れ
ど
も
ま
た
も
生
ふ
と
い
ふ
吾
跡
川
楊	

	

（
７
・
一
二
九
三
）

と
い
っ
た
旋
頭
歌
と
の
近
さ
は
否
定
で
き
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
式
面
で
の
前
史

と
し
て
Ａ
の
六
句
体
歌
謡
を
想
定
す
る
こ
と
は
正
し
い
と
考
え
る
。
万
葉
旋
頭
歌

は
、
こ
の
よ
う
な
六
句
体
歌
謡
に
お
け
る
繰
り
返
し
形
式
を
継
承
し
て
詠
み
出
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
そ
の
繰
り
返
し
形
式
の
内
実

0

0

―
句
末
を
共
通
さ
せ
る
前
句
と
後
句
の
関

係
―
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
今
日
も
っ
と
も
説
得
的
な
の
は
、
土
橋
寛
氏
の
説
で
あ
ろ
う
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
土
橋
氏
は
、
掛
合
に
よ
る
問
答
を
短
歌
様
式
の
源
流
に
想
定
し
、

そ
れ
が
独
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
対
立
形
式
と
し
て
保
存
さ
れ
る
と
考
え
た（

４
）。

そ
れ
ゆ
え
、

民
謡
の
前
句
と
後
句
の
関
係
は
、
い
ろ
い
ろ
の
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
も
の
は
問
答
形
式
で
、
他
は
そ
の
分
化
形
式
で

あ
る
と
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
元
来
掛
合
の
「
出
し
」
で
歌
の
場
に
即
し

た
景
物
（「
即
境
的
景
物
」
と
呼
ぶ
）
を
提
示
し
、「
付
け
」
で
そ
れ
を
祝
賀
、恋
、

諧
謔
な
ど
の
人
事
的
内
容
で
説
明
す
る
形
で
あ
り
、
そ
う
し
た
掛
合
問
答
の

形
式
が
、
独
唱
歌
に
も
継
承
さ
れ
て
自
問
自
答
的
発
想
法
と
な
り
、
そ
れ
が
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葉
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開

一
七
九

変
化
し
て
主
述
形
式
、
寄
物
陳
思
形
式
、
転
換
形
式
、
対
照
形
式
、
ナ
ゾ
形

式
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
や
目
的
を
異
に
す
る
諸
形
式
に
分
化
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（
５
）、
前
句
と
後
句
の
関
係
は
あ
く
ま
で
掛
合
か
ら
の
発
展
形

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
旋
頭
歌
に
つ
い
て
も
、
五
七
＋

五
七
で
完
結
す
る
問
答
的
対
立
的
な
四
句
体
を
祖
型
と
し
、「
祖
型
の
対
立
様
式
の

直
系
で
あ
る
だ
け
に
、
前
後
句
の
対
立
関
係
や
脚
韻
式
繰
返
し
を
備
え
た
典
型
的

な
対
立
様
式
を
備
え
た
も
の
が
、
旋
頭
歌
に
は
多
い
の
で
あ
る
」
と
把
握
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た（
６
）。
具
体
的
に
は
、
Ａ
の
四
首
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

・
前
句
５
６
７
が
第
一
段
で
、
主
題
の
提
示
部
。
後
句
５
４
７
が
第
二
段
で
、

説
明
部
で
あ
る
。「
事
無
酒　

笑
酒
」
は
「
須
須
許
理
が
醸
み
し
御
酒
」
の
主

観
的
説
明
。
第
三
句
と
第
六
句
は
脚
韻
式
繰
返
し
で
、
典
型
的
な
対
立
様
式

を
示
し
て
い
る
。
詞
形
は
後
句
に
や
や
不
整
な
部
分
が
あ
る
が
、
旋
頭
歌
の

変
形
と
見
て
よ
い
。

・
詞
形
は
旋
頭
歌
で
あ
る
。
上
三
句
が
第
一
段
で
、
主
題
（
独
り
居
り
と
も
）

の
提
示
。
下
三
句
が
第
二
段
で
、
主
題
を
説
明
し
て
い
る
。
脚
韻
式
繰
返
し

が
見
ら
れ
る
。

・
５
７
７
・
５
７
７
の
旋
頭
歌
形
式
で
、
前
句
は
主
題
「
墨
繩
」
の
提
示
。
後
句

は
墨
繩
の
説
明
な
い
し
抒
情
で
、
脚
韻
式
繰
返
し
を
備
え
て
い
る
。
前
句
＝

主
題
の
提
示
、
後
句
＝
主
題
の
説
明
（
主
観
的
説
明
す
な
わ
ち
抒
情
）
と
い

う
歌
の
構
成
原
理
は
、
旋
頭
歌
も
短
歌
も
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

・
詞
形
は
旋
頭
歌
。
そ
れ
だ
け
に
、
構
成
も
対
立
的
様
式
が
明
瞭
で
、
脚
韻
式

を
備
え
て
い
る
点
も
、
他
の
旋
頭
歌
と
同
様
で
あ
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
７
）、「
主
題
＋
説
明
」
と
い
う
形
で
前
句
と
後
句
の
関
係

は
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

基
本
的
に
首
肯
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
主
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の

に
注
目
す
る
と
、「
御
酒
」
や
「
墨
縄
」
と
い
っ
た
物
と
同
時
に
、「
独
り
居
り
と
も
」

と
い
う
状
態
も
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
主
題
が
「
即
境
的
景
物

0

0

」
に

由
来
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
景
物
（
体
言
）
を
前
句
末
で
提
示
す
る
の
が
本
来

的
な
形
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
Ａ
の
用
例
か
ら
は
、
景
物
の
み
な
ら
ず

景
物
以
外
の
状
態
や
行
為
を
提
示
す
る
こ
と
も
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
片
歌
問
答
に
お
い
て
も
、

あ
め
鶺つ

つ鴒
千
鳥
真ま
し
と
ど鵐
な
ど
黥さ

け
る
利と

め目

媛を
と
め女
に
直
に
逢
は
む
と
我
が
裂
け
る
利
目	

	

（
神
武
記
・
一
七
、一
八
）

と
体
言
で
あ
る
「
利
目
」
を
提
示
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

大
宮
の
彼
つ
端
手
隅
傾
け
り

大
匠
劣
み
こ
そ
隅
傾
け
れ		

（
清
寧
紀
・
一
〇
五
、一
〇
六
）

の
よ
う
に
、「
隅
傾
け
り
」
と
い
う
状
態
を
提
示
す
る
例
の
あ
る
こ
と
か
ら
も
認
め

ら
れ
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
三
句
＋
三
句
で
構
成
さ
れ
る
六
句
体
歌
謡
に
お
い
て
は
、
前
句
末
と

後
句
末
に
同
一
語
句
を
繰
り
返
す
こ
と
で
統
一
感
を
保
ち
つ
つ
、
前
句
で
提
示
さ

れ
た
景
物
や
状
態
等
に
つ
い
て
後
句
で
説
明
す
る
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
万
葉
旋
頭
歌
も
詠
ま
れ
て
い
た
の
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だ
と
思
わ
れ
る
。
次
節
以
降
で
は
、
し
ば
ら
く
人
麻
呂
歌
集
所
載
の
旋
頭
歌
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
万
葉
旋
頭
歌
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

　

人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
三
十
五
首
の
う
ち
、
第
三
句
と
第
六
句
に
同
じ
語
句
を
繰

り
返
す
も
の
に
は
次
の
七
首
が
あ
る
（
Ｂ
と
す
る
）。

ア
梓
弓
引
津
の
辺
な
る
な
の
り
そ
の
花　

摘
む
ま
で
に
逢
は
ざ
ら
め
や
も
な
の

り
そ
の
花	

	

（
７
・
一
二
七
九
）

イ
梯
立
の
倉
椅
山
に
立
て
る
白
雲　

見
ま
く
欲
り
我
が
す
る
な
へ
に
立
て
る
白

雲	
	

（
７
・
一
二
八
二
）

ウ
梯
立
の
倉
椅
川
の
石
の
橋
は
も　

男
盛
り
に
我
が
渡
し
て
し
石
の
橋
は
も	

	

（
７
・
一
二
八
三
）

エ
梯
立
の
倉
椅
川
の
川
の
し
づ
菅　

我
が
刈
り
て
笠
に
も
編
ま
ぬ
川
の
し
づ
菅	

	
（
７
・
一
二
八
四
）

オ
山
背
の
久
世
の
社
の
草
な
手
折
り
そ　

我
が
時
と
立
ち
栄
ゆ
と
も
草
な
手
折

り
そ	

	

（
７
・
一
二
八
六
）

カ
海
の
底
沖
つ
玉
藻
の
な
の
り
そ
の
花　

妹
と
我
と
こ
こ
に
あ
り
と
な
の
り
そ

の
花	
	

（
７
・
一
二
九
〇
）

キ
霰
降
り
遠
江
の
吾
跡
川
楊　

刈
れ
ど
も
ま
た
も
生
ふ
と
い
ふ
吾
跡
川
楊	

	

（
７
・
一
二
九
三
）

こ
れ
は
前
掲
し
た
Ａ
と
同
一
の
形
式
だ
が
、
第
一
句
第
二
句
お
よ
び
第
四
句
第
五

句
の
役
割
に
注
目
す
る
と
、
多
く
の
例
で
「
枕
詞
＋
地
名
＋
景
物
」
と
し
て
前
句

で
提
示
し
た
自
然
の

0

0

0

景
物
を
後
句
で
人
事
的
に

0

0

0

0

意
味
づ
け
直
す
構
成
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
だ
し
、「
枕
詞
＋
地
名
＋
景
物
」
と
い
う
構
成
は
、
五
句
体

の
歌
謡
で
は
あ
る
が

朝
霜
の
御
木
の
さ
小
橋　

群ま
へ
つ
き
み臣い
渡
ら
す
も
御
木
の
さ
小
橋	

	

（
景
行
紀
・
二
四
）

ぬ
ば
玉
の
甲
斐
の
黒
駒　

鞍
著
せ
ば
命
死
な
ま
し
甲
斐
の
黒
駒	

	

（
雄
略
紀
・
八
一
）

と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
む

し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
景
物
に
対
し
て
付
さ
れ
た
後
句
の
働
き
が
重
要
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
カ
は
前
句
で
提
示
し
た
「
な
の
り
そ
の
花
」
か
ら
「
な
告
り
そ
」

と
い
う
同
音
関
係
を
媒
介
に
し
て
、
自
分
と
恋
人
と
の
密
会
を
決
し
て
人
に
告
げ

る
な
よ
と
い
う
意
味
へ
と
転
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
事
的
な
再
解
釈
が
明
瞭

な
の
は
カ
の
み
だ
が
、
ア
も
「
な
の
り
そ
の
花
」
に
相
手
の
女
を
寓
し
、
再
び
逢

い
に
来
る
の
で
決
し
て
自
分
の
名
を
他
人
に
告
げ
て
は
い
け
な
い
ぞ
と
、
や
は
り

「
な
告
り
そ
」
と
い
う
同
音
関
係
を
生
か
し
た
付
け
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
言

わ
ば
、
カ
が
第
三
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
「
な
の
り
そ
の
花
」
を
、
ア
は
恋
の
当

事
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
違
い
な
の
で
あ
る
。
前
句
で
提
示
さ
れ
た
自
然

の
景
物
を
恋
の
相
手
と
し
て
後
句
で
引
き
取
る
と
い
う
や
り
方
は
、
エ
に
も
指
摘

で
き
よ
う
。
エ
は
、前
句
で
提
示
さ
れ
た
「
し
づ
菅
」
を
女
の
寓
意
と
と
り
な
し
て
、

刈
っ
て
も
笠
に
編
ま
な
い
＝
結
婚
の
約
束
は
し
た
け
れ
ど
妻
と
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
、
と
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
刈
れ
ど
も
ま
た
も
生
ふ

と
い
ふ
吾
跡
川
楊
」
と
詠
む
キ
も
、
単
に
「
楊
の
面
白
い
成
育
に
興
じ
た
歌
」（
中
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頭
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西
全
訳
注
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
川
楊
の
生
命
力
に
何
ら
か
の

寓
意
性
を
持
た
せ
た
歌
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
方
向
性
と
し
て
は
、「
こ
の

こ
ろ
の
恋
の
繁
け
く
夏
草
の
刈
り
払
へ
ど
も
生
ひ
及
く
ご
と
し
」（
10
・
一
九
八
四
）

と
同
じ
よ
う
に
刈
っ
て
も
ま
た
新
芽
を
出
す
川
楊
の
生
命
力
に
自
身
の
恋
心
を
重

ね
合
わ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
「
楊
こ
そ
伐
れ
ば
生
え
す
れ
世
の
人
の
恋
に
死
な
む

を
い
か
に
せ
よ
と
そ
」（
14
・
三
四
九
一
）
と
同
じ
よ
う
に
川
楊
の
強
い
生
命
力
と

人
の
命
の
は
か
な
さ
を
対
比
さ
せ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の

可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
う
が
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
キ
は
そ
の
よ
う
な

寓
意
を
媒
介
と
し
て
、
自
然
の
景
物
を
人
事
的
に
再
解
釈
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
点
は
、
体
言
を
繰
り
返
さ
な
い
オ
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
前
句
で
提

示
さ
れ
た
「
山
背
の
久
世
の
社
の
草
」
を
神
域
の
女
あ
る
い
は
人
妻
と
と
り
な
し

た
上
で
、
た
と
え
ど
ん
な
に
魅
力
的
で
あ
ろ
う
と
も
草
を
刈
る
な
＝
手
出
し
を
し

て
は
い
け
な
い
、
と
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
第
四
句
「
己
時
」
は
訓
・

解
釈
と
も
に
揺
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
後
句
で
の
人
事
的
再
解
釈
と
い
う
点

か
ら
、
己
＝
草
（
＝
女
）
と
解
し
て
お
き
た
い
。

　

と
す
れ
ば
、
イ
や
ウ
も
「
白
雲
」「
石
の
橋
」
と
い
う
景
物
自
体
に
寓
意
は
認
め

が
た
い
も
の
の
、
後
句
で
の
捉
え
直
し
に
急
所
が
存
し
た
と
予
想
さ
れ
て
く
る
。

具
体
的
に
は
、
そ
れ
だ
け
な
ら
単
な
る
叙
景
表
現
に
過
ぎ
な
い
「
梯
立
の
倉
椅
山

に
立
て
る
白
雲
」
を
恋
の
文
脈
に
据
え
直
し
、
実
は
自
分
が
恋
人
に
逢
い
た
い
と

思
う
と
同
時
に
湧
き
あ
が
っ
て
き
た
白
雲
だ
と
説
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
眼
前

か
ら
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
梯
立
の
倉
椅
川
の
石
の
橋
」
へ
の
詠
嘆
を
、
あ
た

か
も
自
分
が
恋
人
の
も
と
に
通
っ
た
青
春
時
代
を
懐
古
す
る
か
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う（
８
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
形
式
は
前
句
の
自
然
表
現
か
ら
後
句
の
人
事
表
現
へ
の
転

換
が
勘
所
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
第
三
句
と
第
六
句
を

繰
り
返
す
と
い
う
形
式
を
利
用
し
な
が
ら
、
前
句
と
後
句
の
ず
れ

0

0

を
意
図
的
に
作

り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
Ａ
と
同
じ
く
「
主
題
＋
説
明
」
と
い
う
構

成
を
採
る
も
の
の
、
両
句
の
間
の
飛
躍
が
よ
り
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
予
め
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
な
ら
、
前
句
と
後
句
と
の
間
に

ず
れ
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
の
意
識
こ
そ
が
、
以
降
の
旋
頭
歌
の
展
開
を
主
導

し
て
い
く
と
同
時
に
、旋
頭
歌
を
崩
壊
へ
と
導
い
て
い
く
要
因
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三

　

前
節
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
Ａ
と
同
じ
く
第
三
句
と
第
六
句
に
同
じ
語
句
を
繰

り
返
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
に
挙
げ
る
の
は
、
繰
り
返
し
と
い
う
意
識
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
同
じ
語
句
の
繰
り
返
し
に
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
（
Ｃ

と
す
る
）。

ク
大
刀
の
後
鞘
に
入
野
に
葛
引
く
我
妹　

ま
袖
も
ち
着
せ
て
む
と
か
も
夏
草
刈

る
も	

	

（
７
・
一
二
七
二
）

ケ
住
吉
の
波は

づ

ま
豆
麻
の
君
が
馬
乗
衣　

さ
ひ
づ
ら
ふ
漢あ
や
め女
を
据
ゑ
て
縫
へ
る
衣
ぞ	

	

（
７
・
一
二
七
三
）

コ
春
日
す
ら
田
に
立
ち
疲
る
君
は
哀
し
も　

若
草
の
妻
な
き
君
は
田
に
立
ち
疲

る	
	

（
７
・
一
二
八
五
）
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一
八
二

サ
水
門
の
葦
の
末
葉
を
誰
か
手
折
り
し　

我
が
背
子
が
振
る
手
を
見
む
と
我
そ

手
折
り
し	

	

（
７
・
一
二
八
八
）

シ
垣
越
し
に
犬
呼
び
越
し
て
鳥
狩
り
す
る
君　

青
山
の
葉
繁
き
山
辺
に
馬
休
め

君	
	

（
７
・
一
二
八
九
）

ス
山
背
の
久
世
の
若
子
が
欲
し
と
言
ふ
我　

あ
ふ
さ
わ
に
我
を
欲
し
と
言
ふ
山

背
の
久
世	

	

（
11
・
二
三
六
二
）

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｂ
が
「
枕
詞
＋
地
名
＋
景
物
」
と
い
う
形
で
自
然

の
景
物
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
Ｃ
の
前
句
で
は
、
問
答
体
と

な
っ
て
い
る
サ
を
除
く
と
、「
住
吉
の
波
豆
麻
の
君
が
」
と
限
定
し
つ
つ
人
事
的

0

0

0

景

物
「（
馬
乗
）
衣
」
を
提
示
す
る
か
（
ケ
）、
人
事
的
景
物
で
は
な
く
人
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

を
提
示
す
る
か
（
ク
コ
シ
ス
）
に
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
形
式
か
ら
の
逸
脱
と

前
句
の
内
容
に
関
連
性
が
あ
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
形
式
が
前
句
で
人
事
的

内
容
を
提
示
す
る
以
上
、
両
句
の
関
係
も
Ｂ
の
よ
う
な
自
然
の
景
物
の
人
事
的
再

解
釈
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

　

ま
た
、
歌
意
を
十
分
明
ら
か
に
し
得
な
い
恨
み
は
残
る
が
、
ス
は
「
二
段
落
に

は
な
つ
て
居
る
が
、
第
二
段
は
句
を
更
へ
て
繰
り
返
し
た
に
す
ぎ
な
い
」（
土
屋
私

注
）
と
も
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
句
と
後
句
に
飛
躍
が
あ
る
と
は
見
な
し
が
た
く
、

ケ
も
後
句
は
単
な
る
説
明
と
い
う
印
象
が
拭
い
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

六
首
を
す
べ
て
Ｂ
と
同
じ
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
し
か
し
、
前
句
と

後
句
と
の
間
に
ず
れ
を
意
識
的
に
作
り
出
し
そ
の
飛
躍
を
楽
し
む
と
い
う
点
が
こ

れ
ら
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
コ
は
土
橋
寛
氏
が
、

村
中
が
仕
事
を
休
ん
で
山
遊
び
に
行
く
春
の
ハ
レ
の
日
で
さ
え
、
独
り
田
ん

ぼ
に
出
て
働
い
て
い
る
「
君
」
は
お
気
の
毒
だ
、と
い
う
の
が
前
句
の
意
味
で
、

一
見
同
情
の
気
持
を
歌
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
後
句
で
は

そ
の
「
君
」
を
、
山
遊
び
に
行
っ
て
も
相
手
に
な
っ
て
く
れ
る
女
（
妻
）
が

居
な
い
も
の
だ
か
ら
、
あ
あ
し
て
田
ん
ぼ
で
働
い
て
い
る
の
だ
、
と
説
明
し

て
お
り
、
前
句
と
後
句
の
関
係
は
、「
主
題
の
提
示
―
説
明
」
と
い
う
旋
頭
歌

の
基
本
的
な
方
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
説
明
が
痛
烈
な
悪
口
に
な
っ
て
い
る
。

と
捉
え
た
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う（
９
）。
そ
し
て
、
そ
の
ず
れ
の
構
成

方
法
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
前
句
の
理
由

0

0

を
後
句
で
「
若
草
の
妻
な

き
君
」
と
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

自
然
＋
人
事
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
な
る
Ｂ
の
形
式
は
、
基
本
的
に
前
句
と
後

句
が
時
間
的
な
前
後
関
係
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
形
式
は
前
句
で
提
示

し
た
自
然
の
景
物
を
後
句
で
人
事
的
に
再
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
勘
所
が
存
す
る
の

で
あ
り
、時
系
列
に
沿
っ
て
何
か
を
説
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

人
事
と
人
事
を
組
み
合
わ
せ
る
コ
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
、
同
じ
人
事
的
な
側

面
か
ら
同
一
の
事
象
を
捉
え
る
た
め
に
、
そ
こ
に
時
間
的
な
要
素
が
入
り
込
み
や

す
く
な
る
。
コ
で
は
そ
れ
が
、「
若
草
の
妻
な
き
」
ゆ
え
に
「
田
に
立
ち
疲
る
」
と

い
う
形
で
ま
だ
無
時
間
的
だ
が
、ク
や
ス
の
よ
う
に
な
る
と
、後
句
で
示
さ
れ
る「
ま

袖
も
ち
着
せ
て
む
」「
我
が
背
子
が
振
る
手
を
見
む
」
と
い
う
理
由
が
、
時
間
的
に

は
未
来
の
内
容
を
表
す
た
め
に
、
自
ず
か
ら
そ
こ
に
時
系
列
に
沿
っ
た
展
開
が
内

包
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
後
句
の
付
け
方
は
、
第
一
節
で
も
引

い
た
「
媛
女
に
直
に
逢
は
む
と
我
が
裂
け
る
利
目
」（
神
武
記
一
八
）
に
も
見
ら
れ
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る
が
、
人
事
＋
人
事
と
い
う
組
み
合
わ
せ
な
ら
で
は
の
一
つ
の
発
想
法
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

ク
の
前
句
は
本
文
に
問
題
が
あ
り
、
第
一
句
第
二
句
を
タ
チ
ノ
シ
リ
サ
ヤ
ニ
イ

リ
ノ
ニ
で
は
な
く
ツ
ル
ギ
タ
チ
サ
ヤ
ユ
イ
リ
ノ
ニ
と
す
る
注
釈
書
も
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
「
序
詞
＋
土
地
」
と
い
う
う
た
い
出
し
で
あ
る
点
は
動
か
な
い
。

こ
の
点
で
Ｂ
と
近
い
が
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
自
然
の
景
物
で
は
な
く
「
葛

引
く
我
妹
」を
提
示
す
る
の
が
当
該
歌
の
前
句
の
役
割
で
あ
る
。
実
際
の
現
場
で
は
、

こ
れ
が
呼
び
か
け
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
旋
頭
歌
の
構
成
と
し
て

は
、
後
句
で
こ
の
「
葛
引
く
我
妹
」
を
再
解
釈
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際

の
鍵
と
な
る
の
が
「
葛
引
く
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。「
を
み
な
へ
し
佐
紀
沢
の
辺

の
ま
葛
原
い
つ
か
も
繰
り
て
我
が
衣
に
着
む
」（
８
・
一
三
四
六
）
な
ど
と
詠
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
、
葛
は
衣
服
の
原
料
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
我
妹
」
も
衣

服
の
原
料
と
し
て
の
葛
を
採
集
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
句
で
は
「
ま
袖

も
ち
着
せ
て
む
と
か
も
夏
草
刈
る
も
」
と
付
け
る
こ
と
で
ず
れ
を
演
出
し
た
。
注

目
す
べ
き
は
「
ま
袖
も
ち
着
せ
て
む
と
か
も
」
で
あ
る
。「
ま
袖
も
ち
着
す
」
と
い

う
の
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
行
為
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
第
四
句
の
訓
も

含
め
て
諸
説
あ
る
が
、
何
ら
か
の
親
し
み
を
込
め
た
動
作
な
の
で
は
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
当
該
歌
の
詠
み
手
は
、「
葛
引
く
我
妹
」
の
行
為
を
、
自
分
に
親
し
み
を
込

め
て
衣
服
を
着
せ
る
つ
も
り
で
精
を
出
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ね
、
と
捉
え
返
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、「
ま
袖
も
ち
着
せ
て
む
」
が
「
入
野
に
葛
引

く
」
の
目
的
と
し
て
提
示
さ
れ
た
た
め
に
、
同
時
に
「
入
野
に
葛
引
く
」
→
「
ま

袖
も
ち
着
す
」
と
い
う
時
間
の
前
後
関
係
が
取
り
込
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
こ
と
は
、
サ
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
問
答
形
式
を
と
っ
て
は
い
る
が
、

土
橋
寛
氏
や
品
田
悦
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に）
（1
（

、
当
該
歌
の
主
関
係
を
構
成
す
る

の
は
「
誰
か

0

0

手
折
り
し
」「
我
そ

0

0

手
折
り
し
」
と
い
う
問
答
で
は
な
い
。
後
句
の
役

割
は
、
誰
が
手
折
っ
た
の
か
と
い
う
行
為
者
を
答
え
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
な
ん

の
た
め
に
手
折
っ
た
の
か
と
い
う
行
為
の
目
的
を
答
え
る
点
に
存
し
た
の
で
あ
り
、

言
わ
ば
問
答
形
式
は
そ
の
た
め
の
道
具
立
て
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
前
句
で
提
示
さ
れ
た
行
為
の
目
的
が
後
句
で
示

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
水
門
の
葦
の
末
葉
を
手
折
る
」
→
「
我

が
背
子
が
振
る
手
を
見
る
」
と
い
う
時
間
の
前
後
関
係
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

　

と
同
時
に
、
こ
の
ク
と
サ
で
は
、
歌
の
力
点
が
前
句
で
提
示
さ
れ
た
景
物
に
で

は
な
く
、
行
為
に
移
っ
て
い
る
点
に
も
改
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ク
は
「
大

刀
の
後
鞘
に
入
野
に
葛
引
く
我
妹　

ま
袖
も
ち
着
せ
て
む
と
か
も
葛
引
く
我
妹
」

と
第
三
句
を
第
六
句
で
繰
り
返
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
、
実

際
は
「
夏
草
刈
る
も
」
と
行
為
を
示
す
こ
と
で
う
た
い
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
想
像
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
が
、
本
論
で
は
、
歌
の
関
心
が
前

句
で
提
示
さ
れ
た
景
物
（
我
妹
）
に
で
は
な
く
行
為
（
葛
引
く
）
の
解
釈
に
移
行

し
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
即
境
的
景
物
」
を
人

事
的
内
容
で
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
掛
合
の
問
答
の
形
式
が
、
や
が
て

そ
の
関
心
を
人
事
そ
の
も
の
に
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
人
間
の
行
為
そ
の

も
の
が
後
句
で
の
解
釈
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
反
映
と
し
て
、
こ
の
現
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象
を
捉
え
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
行
為
＋
理
由
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
登
場
し
て
く

る
と
、
そ
の
「
行
為
」
を
所
与
の
も
の
と
し
て
客
観
的
に
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
禁
止
や
願
望
と
い
う
主
観
的
な
も
の
を
絡
ま
せ
て
提
示
す
る

セ
住
吉
の
出
見
の
浜
の
柴
な
刈
り
そ
ね　

娘
子
ら
が
赤
裳
の
裾
の
濡
れ
て
行
か

む
見
む	

	

（
７
・
一
二
七
四
）

ソ
池
の
辺
の
小
槻
が
下
の
篠
な
刈
り
そ
ね　

そ
れ
を
だ
に
君
が
形
見
に
見
つ
つ

偲
ば
む	

	

（
７
・
一
二
七
六
）

タ
天
な
る
日
売
菅
原
の
草
な
刈
り
そ
ね　

蜷
の
腸
か
黒
き
髪
に
あ
く
た
し
付
く

な	
	

（
７
・
一
二
七
七
）

チ
こ
の
岡
に
草
刈
る
童
な
然
刈
り
そ
ね　

あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
ば
み
馬
草

に
せ
む	

	
（
７
・
一
二
九
一
）

ツ
青
み
づ
ら
依
網
の
原
に
人
も
逢
は
ぬ
か
も　

石
走
る
近
江
の
県
の
物
語
り
せ

む	
	

（
７
・
一
二
八
七
）

テ
愛
し
と
我
が
思
ふ
妹
は
は
や
も
死
な
ぬ
か　

生
け
り
と
も
我
に
寄
る
べ
し
と

人
の
言
は
な
く
に	

	

（
11
・
二
三
五
五
）

ト
何
せ
む
に
命
を
も
と
な
長
く
欲
り
せ
む　

生
け
れ
ど
も
我
が
思
ふ
妹
に
や
す

く
逢
は
な
く
に		

（
11
・
二
三
五
八
）

ナ
新
室
の
壁
草
刈
り
に
い
ま
し
た
ま
は
ね　

草
の
ご
と
寄
り
合
ふ
娘
子
は
君
が

ま
に
ま
に	

	

（
11
・
二
三
五
一
）

と
い
っ
た
旋
頭
歌
が
出
現
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
（
Ｄ
と
す
る
）。
セ
～
チ
の
四

首
が
前
句
で
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
、
ツ
～
ト
の
三
首
が
前
句
で
自
己
の
願
望
を

述
べ
る
も
の
、
ナ
が
前
句
で
命
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
、
後
句

で
そ
の
理
由
を
述
べ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

前
句
の
禁
止
事
項
と
い
う
点
で
は
、
前
掲
オ
の
「
山
背
の
久
世
の
社
の
草
な
手

折
り
そ
」
も
同
じ
だ
が
、
オ
が
「
我
が
時
と
立
ち
栄
ゆ
と
も
草
な
手
折
り
そ
」
と

繰
り
返
し
形
式
を
保
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
セ
～
チ
で
は
理
由
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
理
由
内
容
は
時
間
関
係
に
注
目
す
る
と
、
先
の

ク
サ
と
同
じ
く
、「
柴
を
刈
ら
な
い
」
→
「
娘
子
ら
が
赤
裳
の
裾
の
濡
れ
て
行
く
の

を
見
る
」、「
篠
を
刈
ら
な
い
」
→
「
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
ぶ
」、「
草
を
刈
る
」

→
「
か
黒
き
髪
に
あ
く
た
が
付
く
」、「
草
を
刈
ら
な
い
」
→
「
君
が
来
た
ら
み
馬

草
に
す
る
」
と
い
う
関
係
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
禁
止
の
理
由
を

後
句
で
述
べ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
て
言
え
ば
、
禁
止
内
容
が

実
現
し
た
場
合
に
起
こ
る
こ
と
を
後
句
で
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
タ

の
み
禁
止
内
容
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
だ
が
、
時
間
的
な
前
後
関
係
と

い
う
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
）。

　

ま
た
、
そ
の
理
由
も
、
極
め
て
個
人
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
点
に
注
意
さ
れ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
で
「
山
背
の
久
世
の
社0

の
草
」
と
提
示
さ
れ
る
草
は
、

神
域
の
女
あ
る
い
は
人
妻
の
寓
意
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
草

な
手
折
り
そ
」
と
禁
止
す
る
理
由
は
、
集
団
的
な
禁
忌
性
を
背
景
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
集
団
と
個
人
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
な
ら
、
草
を
手

折
る
の
が
個
人
的
な
行
為
で
あ
っ
て
「
草
な
手
折
り
そ
」
と
禁
止
す
る
の
が
集
団



吉
田
幹
生　

万
葉
旋
頭
歌
の
成
立
と
展
開

一
八
五

的
な
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｄ
の
四
首
わ
け

で
も
セ
ソ
チ
の
三
首
で
は
、
こ
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
チ
の
「
こ
の
岡
に
草
刈
る
童
」
は
、
個
人
的
な
理
由
か
ら
草
を
刈
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
共
同
体
の
た
め
の
草
刈
り
作
業
に
従
事
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、童
の
行
為
は
集
団
の
論
理
に
か
な
っ

て
い
る
。
そ
の
童
に
対
し
て
「
な
然
刈
り
そ
ね
」
と
禁
止
す
る
の
だ
が
、
そ
の
理

由
「
あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
ば
み
馬
草
に
せ
む
」
の
方
が
こ
こ
で
は
個
人
的
な

も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
セ
や
ソ
で
も
指
摘
で
き
よ
う
が
、旋
頭
歌
と
し
て
は
、

そ
の
よ
う
に
前
句
で
提
示
し
た
禁
止
の
理
由
と
し
て
、
極
め
て
個
人
的
な
願
望
を

後
句
で
示
す
と
こ
ろ
に
落
差
を
生
じ
さ
せ
て
笑
い
を
誘
う
と
い
う
仕
組
み
な
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ク
や
サ
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
詠
み
手
の
個
的
な

像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ツ
～
ナ
の
四
首
に
つ
い
て
も
、「
依
網
の
原
に
人
が
逢
う
」
→
「
近
江
の
県
の
物

語
を
す
る
」、「
妹
が
死
な
な
い
」
→
「
我
に
寄
る
べ
し
と
人
が
言
わ
な
い
」、「
長

生
き
す
る
」
→
「
妹
に
逢
え
な
い
」、「
新
室
の
壁
草
刈
り
に
来
る
」
→
「
娘
子
が

思
い
の
ま
ま
に
な
る
」
と
い
う
時
間
的
な
前
後
関
係
を
構
成
す
る
点
で
は
セ
～
チ

と
変
わ
ら
な
い
（
テ
ト
は
願
望
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
）。
ま
た
、
テ
や
ト
で
、
前
句
で
の
意
想
外
な
願
望
に
対
す
る
極
め
て
個
人
的

な
理
由
が
後
句
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
も
チ
な
ど
と
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
か
ら
Ｄ
へ
と
、
前
句
で
提
示
さ
れ
た
内
容
に
対
し
て
、
時
間

的
に
は
後
に
起
こ
る
極
め
て
個
人
的
な
事
柄
と
結
び
つ
け
た
後
句
を
組
み
合
わ
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
や
Ｄ
の
段
階
で
は
、
前
句
と
後
句

と
の
落
差
が
笑
い
を
生
み
だ
す
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る

が
、ニ

う
ち
ひ
さ
す
宮
路
を
行
く
に
我
が
裳
は
破
れ
ぬ　

玉
の
緒
の
思
ひ
乱
れ
て
家

に
あ
ら
ま
し
を		

（
７
・
一
二
八
〇
）

ヌ
君
が
た
め
手
力
疲
れ
織
り
た
る
衣
ぞ　

春
さ
ら
ば
い
か
な
る
色
に
摺
り
て
ば

良
け
む	

	

（
７
・
一
二
八
一
）

ネ
朝
づ
く
日
向
ひ
の
山
に
月
立
て
り
見
ゆ　

遠
妻
を
持
ち
た
る
人
は
見
つ
つ
偲

は
む	

	

（
７
・
一
二
九
四
）

ノ
新
室
を
踏
み
鎮
む
児
し
手
玉
を
鳴
す
も　

玉
の
ご
と
照
り
た
る
君
を
内
に
と

申
せ	

	

（
11
・
二
三
五
二
）

ハ
泊
瀬
の
弓
月
が
下
に
我
が
隠
せ
る
妻　

あ
か
ね
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
人
見
て

む
か
も	

	

（
11
・
二
三
五
三
）

ヒ
ま
す
ら
を
の
思
ひ
乱
れ
て
隠
せ
る
そ
の
妻　

天
地
に
通
り
照
る
と
も
顕
は
れ

め
や
も	

	

（
11
・
二
三
五
四
）

フ
高
麗
錦
紐
の
片
方
ぞ
床
に
落
ち
に
け
る　

明
日
の
夜
し
来
な
む
と
言
は
ば
取

り
置
き
て
待
た
む	

	

（
11
・
二
三
五
六
）

ヘ
朝
戸
出
の
君
が
足
結
を
濡
ら
す
露
原　

早
く
起
き
出
で
つ
つ
我
も
裳
の
裾
濡

ら
さ
な	

	

（
11
・
二
三
五
七
）

ホ
息
の
緒
に
我
は
思
へ
ど
人
目
多
み
こ
そ　

吹
く
風
に
あ
ら
ば
し
ば
し
ば
逢
ふ

べ
き
も
の
を	

	

（
11
・
二
三
五
九
）

の
よ
う
に
な
る
と
、
Ｄ
の
よ
う
に
「
な
ぜ
な
ら
」
に
よ
っ
て
繋
が
る
理
由
の
提
示

と
い
う
よ
り
も
、
た
と
え
ば
ネ
「
朝
づ
く
日
向
ひ
の
山
に
月
立
て
り
見
ゆ
」
だ
か

0

0
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「
遠
妻
を
持
ち
た
る
人
は
見
つ
つ
偲
は
む
」、
フ
「
高
麗
錦
紐
の
片
方
ぞ
床
に
落

ち
に
け
る
」
だ
か
ら

0

0

0

「
明
日
の
夜
し
来
な
む
と
言
は
ば
取
り
置
き
て
待
た
む
」
の

よ
う
に
、
む
し
ろ
前
句
の
内
容
を
踏
ま
え
て
自
然
に
心
に
湧
き
あ
が
っ
て
き
た
事

柄
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
く
な
っ
て
く
る
（
Ｅ
と
す
る
）。
時
間
的
な
前

後
関
係
と
い
う
点
で
は
Ｄ
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
前
句
と
後
句
の
二
段
構
成
と

い
う
意
識
は
次
第
に
弱
ま
り
、
前
句
か
ら
後
句
へ
の
展
開
は
よ
り
い
っ
そ
う
滑
ら

か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｄ
の
段
階
で
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
前
句

の
内
容
に
説
明
を
加
え
る
と
い
う
意
識
が
消
滅
し
、
Ｃ
の
頃
か
ら
萌
し
は
じ
め
た

時
間
関
係
に
よ
る
展
開
と
い
う
原
理
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

ニ
や
ホ
で
は
客
観
的
な
時
系
列
上
の
前
後
関
係
で
は
な
く
、
心
の
動
き
と
で
も
い

う
べ
き
心
理
的
な
前
後
関
係
が
前
句
と
後
句
を
つ
な
い
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に

一
首
の
展
開
が
滑
ら
か
に
な
り
、
か
つ
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
心
の
動
き
が
説
得

力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
も
は
や
個
人
の
思
い
や
心
情
を
述
べ
た
叙
情
歌
と
区

別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
く
る
。

　

そ
の
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ハ
と
ヒ
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ

ら
は
前
句
で
提
示
し
た
「
隠
せ
る
（
そ
の
）
妻
」
に
対
す
る
思
い
を
後
句
で
う
た
っ

た
も
の
だ
が
、
ヒ
に
つ
い
て
「
前
歌
に
対
し
て
自
答
す
る
形
の
歌
」（
集
成
）「
前

歌
に
対
す
る
答
え
」（
和
歌
文
学
大
系
）
な
ど
の
評
が
あ
る
よ
う
に
、
二
首
で
問
答

形
式
を
な
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ハ
で
漏
ら
さ
れ
た
不
安
を

ヒ
で
強
く
否
定
す
る
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
た
と
え
そ
れ
が
実
際
の
問
答
で
な

か
っ
た
に
し
て
も
、
意
図
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
本
来
前
句

と
後
句
か
ら
な
る
二
段
構
成
を
基
本
と
し
て
い
た
旋
頭
歌
が
、
こ
こ
で
は
あ
た
か

も
一
首
全
体
で
統
一
性
を
持
っ
た
通
常
の
短
歌
と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
先
に
詠
み
出
さ
れ
て
く
る
の
が
、

マ
人
の
親
の
娘
子
据
ゑ
て
守
山
辺
か
ら　

朝
な
朝
な
通
ひ
し
君
が
来
ね
ば
悲
し

も	
	

（
11
・
二
三
六
〇
）

の
よ
う
に
、
二
段
構
成
そ
の
も
の
か
ら
も
逸
脱
し
た
旋
頭
歌
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
う
と
、
も
は
や
五
七
七
五
七
七
と
い
う
形
式
で
歌
を
詠
む
必

要
性
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
の
よ
う
な
も
の
は
多
く
詠
ま
れ
る

こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
旋
頭
歌
形
式
を
採
用
す
る

以
上
、
五
七
七
＋
五
七
七
と
い
う
二
段
構
成
じ
た
い
は
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
見
方
を
変
え
て
言
え
ば
、
第
三
句
と
第
六
句
に
同
じ
語

句
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
そ
こ
に
意
識
的
に
ず
れ
を
作
り
出
す
と
こ
ろ
に
成
立
し
た

万
葉
旋
頭
歌
は
、そ
の
ず
れ
を
生
み
出
す
原
理
を
「
主
題
＋
説
明
」「
行
為
＋
理
由
」

と
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
時
間
的
な
前
後
関
係
と
し
て
前
句
と
後
句
を
構
成
す
る
こ

と
に
よ
り
、
一
首
全
体
で
統
一
的
な
心
情
を
述
べ
る
短
歌
一
般
と
変
わ
ら
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
マ
の
よ
う
な
も
の
が
詠
出
さ
れ
る
に

至
っ
て
、
漸
く
そ
の
展
開
は
終
止
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
展
開
の
過
程
を
通
じ
て
、
旋
頭
歌
の
本
質
を
五
七
七
＋
五
七
七
と
い
う
二
段

構
成
に
求
め
る
意
識
も
改
め
て
自
覚
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

　

以
上
、
三
節
に
わ
た
っ
て
人
麻
呂
歌
集
所
載
の
旋
頭
歌
を
分
類
し
て
き
た
。
そ



吉
田
幹
生　

万
葉
旋
頭
歌
の
成
立
と
展
開

一
八
七

の
結
果
、
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
の
い
ず
れ
に
も
属
し
て
い
な
い
の
は
、
マ
の
ほ
か
、
次
の
四

首
で
あ
る
。

ミ
住
吉
の
小
田
を
刈
ら
す
児
奴
か
も
な
き　

奴
あ
れ
ど
妹
が
み
た
め
と
私
田
刈

る	
	

（
７
・
一
二
七
五
）

ム
夏
影
の
つ
ま
屋
の
下
に
衣
裁
つ
我
妹　

裏
設
け
て
我
が
た
め
裁
た
ば
や
や
大

き
に
裁
て	

	

（
７
・
一
二
七
八
）

メ
江
林
に
伏
せ
る
猪
や
も
求
む
る
に
良
き　

白
た
へ
の
袖
巻
上
げ
て
猪
待
つ
我

が
背	

	

（
７
・
一
二
九
二
）

モ
天
な
る
一
つ
棚
橋
い
か
に
か
行
か
む　

若
草
の
妻
が
り
と
い
は
ば
足
飾
り
せ

む	
	

（
11
・
二
三
六
一
）

こ
の
う
ち
、
ミ
は
問
答
形
式
を
採
っ
て
は
い
る
が
、Ｃ
に
分
類
し
た
サ
と
同
様
、「
奴

か
も
な
き
」「
奴
あ
れ
ど
」
と
い
う
問
答
が
主
関
係
を
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
妹
が
み
た
め

0

0

0

0

0

と
私
田
刈
る
」
と
い
う
形
で
行
為
の
目
的
を
示
す
点
に
勘
所
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
コ
と
同
じ
く
時
間
的
な
前
後
関
係
を
含
ま
な
い
と
い
う
点

で
は
、
Ｃ
の
な
か
で
も
よ
り
始
源
的
な
姿
を
留
め
る
も
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
す
れ
ば
、
ム
メ
も
同
様
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
旋
頭
歌
で
も
、

ム
「
衣
裁
つ
」「
裁
た
ば
や
や
大
き
に
裁
て
」
メ
「
猪
…
求
む
る
」「
猪
待
つ
」
と
、

同
一
行
為
を
示
す
語
句
が
前
句
と
後
句
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
繰
り
返
し
と
い
う

意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、
前
句
で
提
示
し
た
行
為
の
意
味
づ
け
を
後
句
で
行
う
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
意
想
外
な
捉
え
返
し
が
笑
い
を

生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
節
に
挙
げ
た
Ｃ
の
旋
頭
歌
に
比
べ

て
、
繰
り
返
し
と
い
う
形
式
面
で
の
後
退
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ミ
ム
メ
は
Ｃ

に
分
類
し
て
お
く
の
だ
妥
当
だ
と
考
え
る
。

　

残
る
モ
だ
が
、
同
じ
問
答
形
式
と
は
い
え
、
サ
や
ミ
と
は
や
や
異
な
る
印
象
を

受
け
る
。
巻
十
六
に
は
、

い
さ
な
と
り
海
や
死
に
す
る
山
や
死
に
す
る　

死
ぬ
れ
こ
そ
海
は
潮
干
て
山

は
枯
れ
す
れ	

	

（
16
・
三
八
五
二
）

が
載
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
に
近
く
、
前
句
は
後
句
を
導
き
出
す
た
め
の
お
膳
立
て

で
あ
り
、
Ｃ
の
よ
う
な
飛
躍
を
旨
と
す
る
よ
り
は
、
Ｅ
と
同
じ
く
、
前
句
か
ら
後

句
が
滑
ら
か
に
導
き
出
さ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ひ
と
ま
ず
Ｅ
に
分
類
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
論
で
は
、
人
麻
呂
歌
集
の
旋
頭
歌
三
十
五
首
を

Ｂ
…
第
三
句
と
第
六
句
に
同
一
語
句
を
繰
り
返
す
。
前
句
で
提
示
さ
れ
る
自
然

の
景
物
を
後
句
で
人
事
的
に
意
味
づ
け
直
す
構
成
と
な
る
。
そ
の
さ
い
、

意
識
的
に
ず
れ
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
飛
躍
が
勘
所
と
な
る
。
前
句
と
後

句
の
間
に
時
間
的
な
関
係
は
な
い
。	

	

七
首

Ｃ
…
第
三
句
と
第
六
句
の
繰
り
返
し
が
崩
れ
か
け
る
が
、
前
句
で
述
べ
ら
れ
た

行
為
を
後
句
で
意
味
づ
け
直
す
構
成
と
な
る
。
そ
の
さ
い
、
行
為
の
目
的

に
注
目
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
に
時
間
的
前
後
関
係
が
取
り
込
ま
れ
て

く
る
。	

	

九
首

Ｄ
…
前
句
で
提
示
し
た
行
為
（
禁
止
や
願
望
）
の
目
的
を
後
句
で
述
べ
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
。
前
句
と
後
句
の
関
係
は
、
論
理
的
に
は
「
な
ぜ
な
ら
」

で
つ
な
が
る
が
、
時
間
的
に
は
時
系
列
に
沿
っ
た
展
開
と
な
る
。		

八
首

Ｅ
…
前
句
で
述
べ
た
事
柄
か
ら
自
然
と
導
き
出
さ
れ
る
内
容
が
後
句
で
述
べ
ら
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八
八

れ
る
。
Ｃ
や
Ｄ
に
見
ら
れ
た
行
為
の
目
的
を
後
句
で
述
べ
る
と
い
う
意
識

は
弱
ま
り
、
論
理
的
に
も
順
接
で
つ
な
が
る
構
成
に
な
る
。	

	

十
首

と
分
類
し
、二
段
構
成
と
な
ら
な
い
マ
の
み
を
例
外
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
っ

と
も
、
Ｂ
に
分
類
し
た
オ
に
Ｄ
と
同
じ
禁
止
表
現
が
見
ら
れ
た
り
、
そ
の
オ
と
Ｃ

に
分
類
し
た
ス
、
あ
る
い
は
Ｄ
に
分
類
し
た
ナ
と
Ｇ
に
分
類
し
た
ノ
が
同
一
の
場

で
詠
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
々
の
旋
頭
歌
の
次
元
で
言
え
ば
Ｂ
か
ら

Ｃ
へ
そ
し
て
Ｄ
や
Ｅ
へ
と
漸
進
的
か
つ
不
可
逆
的
に
詠
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
。
本
論
で
提
示
し
た
Ｂ
か
ら
Ｅ
へ
の
展
開
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旋
頭
歌
の
詠

歌
順
序
で
は
な
く
、
Ａ
の
よ
う
な
六
句
体
歌
謡
を
前
史
に
想
定
し
た
と
き
に
導
か

れ
て
く
る
、旋
頭
歌
形
式
に
お
け
る
前
句
と
後
句
の
構
成
方
法
の
展
開
過
程
で
あ
る
。

六

　

右
の
基
準
に
従
っ
て
、
残
り
の
二
十
六
首
を
分
類
す
る
と
、

Ｂ
白
玉
は
人
に
知
ら
え
ず
知
ら
ず
と
も
よ
し　

知
ら
ず
と
も
我
し
知
れ
ら
ば
知

ら
ず
と
も
よ
し		

（
６
・
一
〇
一
八
・
元
興
寺
僧
）

高
円
の
秋
野
の
上
の
な
で
し
こ
が
花　

う
ら
若
み
人
の
か
ざ
し
し
な
で
し
こ

が
花	

	

（
８
・
一
六
一
〇
・
丹
生
女
王
）

み
吉
野
の
滝
も
と
ど
ろ
に
落
つ
る
白
波　

留
ま
り
に
し
妹
に
見
せ
ま
く
欲
し

き
白
波	

	

（
13
・
三
二
三
三
）

梯
立
の
熊く
ま
き来
酒
屋
に
ま
ぬ
ら
る
奴　

わ
し　

さ
す
ひ
立
て
率ゐ

て
来
な
ま
し
を

ま
ぬ
ら
る
奴　

わ
し	

	

（
16
・
三
八
七
九
）

澁し
ぶ
た
に谿
の
二
上
山
に
鷲
そ
子
産
む
と
い
ふ　

翳さ
し
ば
に
も
君
が
み
為
に
鷲
そ
子
産
む

と
い
ふ	
	

（
16
・
三
八
八
二
）

Ｃ
萩
の
花
尾
花
葛
花
な
で
し
こ
が
花　

を
み
な
へ
し
ま
た
藤
袴
朝
顔
が
花	

	

（
８
・
一
五
三
八
・
憶
良
）

埼
玉
の
小
埼
の
沼
に
鴨
そ
翼
霧
る　

己
が
尾
に
降
り
置
け
る
霜
を
払
ふ
と
に

あ
ら
し	

	

（
９
・
一
七
四
四
・
虫
麻
呂
歌
集
）

Ｄ
佐
保
川
の
岸
の
つ
か
さ
の
柴
な
刈
り
そ
ね　

あ
り
つ
つ
も
春
し
来
ら
ば
立
ち

隠
る
が
ね	

	

（
４
・
五
二
九
・
大
伴
坂
上
郎
女
）

射
目
立
て
て
跡
見
の
岡
辺
の
な
で
し
こ
が
花　

ふ
さ
手
折
り
我
は
持
ち
て
行

く
奈
良
人
の
た
め	

	

（
８
・
一
五
四
九
・
紀
鹿
人
）

春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
も
出
で
ぬ
か
も　

佐
紀
山
に
咲
け
る
桜
の
花
の
見

ゆ
べ
く	

	

（
10
・
一
八
八
七
）

白
雪
の
常
敷
く
冬
は
過
ぎ
に
け
ら
し
も　

春
霞
た
な
び
く
野
辺
の
う
ぐ
ひ
す

鳴
く
も	

	

（
10
・
一
八
八
八
）

は
だ
す
す
き
穂
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
を
我
が
す
る　

玉
か
ぎ
る
た
だ
一
目
の
み

見
し
人
故
に	

	

（
10
・
二
三
一
一
）

岡
崎
の
廻
み
た
る
道
を
人
な
通
ひ
そ　

あ
り
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
む
避
き
道

に
せ
む	

	

（
11
・
二
三
六
三
・
古
歌
集
）

玉
垂
の
小
簾
の
す
け
き
に
入
り
通
ひ
来
ね　

た
ら
ち
ね
の
母
が
問
は
さ
ば
風

と
申
さ
む	

	

（
11
・
二
三
六
四
・
古
歌
集
）

ま
そ
鏡
見
し
か
と
思
ふ
妹
も
逢
は
ぬ
か
も　

玉
の
緒
の
絶
え
た
る
恋
の
繁
き

こ
の
こ
ろ	

	

（
11
・
二
三
六
六
・
古
歌
集
）

海
原
の
路
に
乗
り
て
や
我
が
恋
ひ
居
ら
む　

大
船
の
ゆ
た
に
あ
る
ら
む
人
の



吉
田
幹
生　

万
葉
旋
頭
歌
の
成
立
と
展
開

一
八
九

児
故
に	

	

（
11
・
二
三
六
七
・
古
歌
集
）

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
に
行
く
人
も
が
も　

草
枕
旅
行
く
船
の
泊
ま
り
告
げ

む
に	

	

（
15
・
三
六
一
二
・
遣
新
羅
使
人
）

ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
は
は
や
も
出
で
ぬ
か
も　

海
原
の
八
十
島
の
上
ゆ
妹

が
あ
た
り
見
む		

（
15
・
三
六
五
一
・
遣
新
羅
使
人
）

Ｅ
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
踏
み
し
跡
所　

沖
つ
波
来
寄
せ
ざ
り
せ
ば
失
せ
ざ
ら

ま
し
を	

	

（
７
・
一
二
六
七
・
古
歌
集
）

春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
の
舟
出
づ　

み
や
び
を
の
飲
む
杯
に
影
に
見
え
つ

つ	
	

（
７
・
一
二
九
五
）

み
幣
取
り
三
輪
の
祝
が
斎
ふ
杉
原　

薪
伐
り
ほ
と
ほ
と
し
く
に
手
斧
取
ら
え

ぬ	
	

（
７
・
一
四
〇
三
）

さ
雄
鹿
の
萩
に
貫
き
置
け
る
露
の
白
玉　

あ
ふ
さ
わ
に
誰
の
人
か
も
手
に
巻

か
む
ち
ふ	

	

（
８
・
一
五
四
七
・
藤
原
八
束
）

こ
ほ
ろ
ぎ
の
我
が
床
の
隔
て
に
鳴
き
つ
つ
も
と
な　

起
き
居
つ
つ
君
に
恋
ふ

る
に
寝
ね
か
て
な
く
に	
	

（
10
・
二
三
一
〇
）

う
ち
ひ
さ
す
宮
道
に
逢
ひ
し
人
妻
故
に　

玉
の
緒
の
思
ひ
乱
れ
て
寝
る
夜
し

そ
多
き	
	

（
11
・
二
三
六
五
・
古
歌
集
）

天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
夜
そ
更
け
に
け
る　

よ
し
ゑ
や
し
ひ
と
り
寝
る
夜

は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も	

	

（
15
・
三
六
六
二
・
遣
新
羅
使
人
）

い
さ
な
と
り
海
や
死
に
す
る
山
や
死
に
す
る　

死
ぬ
れ
こ
そ
海
は
潮
干
て
山

は
枯
れ
す
れ	

	

（
16
・
三
八
五
二
）

と
ぶ
さ
立
て
船
木
伐
る
と
い
ふ
能
登
の
島
山　

今
日
見
れ
ば
木
立
繁
し
も
幾

代
神
び
そ	

	

（
17
・
四
〇
二
六
・
家
持
）

と
い
う
具
合
で
あ
り
、
Ｂ
五
首
Ｃ
二
首
Ｄ
十
一
首
Ｅ
九
首
と
な
る
。
も
っ
と
も
、

Ｅ
に
分
類
し
た
一
二
九
五
歌
は
語
句
こ
そ
一
致
し
な
い
が
繰
り
返
し
の
雰
囲
気
が

濃
厚
で
あ
っ
た
り
、
Ｂ
に
分
類
し
た
三
八
八
二
歌
は
第
三
句
と
第
六
句
を
繰
り
返

す
と
同
時
に
後
句
で
は
前
句
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
な
ど
、
な
お
考
え
る
べ
き
点

も
残
っ
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
う
か
が
え
よ
う
。

　

こ
の
分
類
結
果
を
見
て
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
古
歌
集
に
は
Ｂ
や
Ｃ
に
分

類
さ
れ
る
旋
頭
歌
が
一
首
も
存
在
し
な
い
点
で
あ
る
。
六
首
と
い
う
歌
数
の
少
な

さ
に
も
注
意
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
旋
頭
歌
そ
の
も
の
が
緩
や
か
に

で
は
あ
る
が
Ｂ
か
ら
Ｅ
へ
と
い
う
方
向
性
を
持
っ
て
展
開
し
て
き
て
お
り
、
そ
の

初
期
に
持
っ
て
い
た
前
句
と
後
句
の
間
の
飛
躍
を
楽
し
む
と
い
う
性
質
が
影
を
潜

め
、
詠
み
手
の
内
面
を
述
べ
る
形
式
へ
と
変
貌
し
て
き
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
Ｂ
Ｃ
の
七
首
に
し
て
も
、
笑
い
に
通
じ
る
よ
う
な
要
素
は
あ
ま

り
感
じ
ら
れ
ま
い
。
元
興
寺
僧
や
憶
良
に
と
っ
て
は
、
繰
り
返
し
と
い
う
形
式
が

興
味
を
掻
き
立
て
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
旋
頭
歌
と
い
う
形
式
が
し
だ
い
に
詠
み
手
の
内
面
を
表
現
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
古
歌
集
所
載
の
二
三
六
七
歌
に

注
目
し
た
い
。
本
論
で
は
こ
れ
を
Ｄ
に
分
類
し
た
が
、
前
句
で
禁
止
や
願
望
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
は
Ｄ
と
言
い
が
た
い
。
そ
の
変
種

と
す
べ
き
も
の
だ
が
、
二
三
六
五
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
大
船
の
ゆ
た
に

あ
る
ら
む
人
の
児
故
に　

海
原
の
路
に
乗
り
て
や
我
が
恋
ひ
居
ら
む
」
と
前
句
と

後
句
を
逆
転
さ
せ
た
語
順
で
詠
む
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
こ
の



成
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〇
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）
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〇

よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
想
像
す
る
ほ
か
な
い
が
、
順
接

関
係
で
前
句
と
後
句
を
結
ぶ
Ｅ
の
よ
う
な
も
の
に
ま
で
行
き
着
い
た
万
葉
旋
頭
歌

の
展
開
は
、
五
七
七
＋
五
七
七
の
二
段
構
成
を
明
確
化
す
る
た
め
に
、
前
句
の
理

由
を
後
句
で
述
べ
る
と
い
う
構
成
へ
と
再
び
揺
り
戻
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え

た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｄ
の
よ
う
な
も
の
が
数
多
く
詠
ま
れ
た
結
果
、
時
系
列

に
沿
っ
た
論
理
関
係
で
は
「
大
船
の
ゆ
た
に
あ
る
ら
む
人
の
児
故
に
」
→
「
海
原

の
路
に
乗
り
て
や
我
が
恋
ひ
居
ら
む
」
と
展
開
す
る
場
合
で
も
、
あ
え
て
前
後
を

入
れ
替
え
て
前
句
の
理
由
を
後
句
で
述
べ
る
と
い
う
構
成
が
好
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
「（
広
義
の
）
行
為
＋
理
由
」

と
い
う
形
式
が
旋
頭
歌
の
一
つ
の
型
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

同
じ
古
歌
集
所
載
の
二
三
六
六
歌
が
、
前
句
で
は
「
ま
そ
鏡
見
し
か
と
思
ふ
妹

も
逢
は
ぬ
か
も
」
と
願
望
を
述
べ
な
が
ら
、
後
句
で
は
願
望
が
実
現
し
た
さ
い
の

事
柄
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、そ
う
い
う
願
望
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
「
玉

の
緒
の
絶
え
た
る
恋
の
繁
き
こ
の
こ
ろ
」
と
提
示
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な

形
式
に
沿
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
構
成
を
採
る
も
の
と
し
て
、
他
に

も
一
八
八
八
歌
や
二
三
一
一
歌
が
指
摘
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
後
句
の
理

由
は
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
の
よ
う
な
「
目
的
」
で
は
な
く
「
原
因
」
を
示
す
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
時
間
表
現
と
い
う
点
で
は
「
後
句
→

前
句
」
と
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
て
旋
頭
歌
独
自
の
構
成
方
法
と
は
言
え
な
い
。
結
局
、
Ｂ
の

よ
う
な
繰
り
返
し
形
式
を
保
持
し
て
い
て
は
詠
み
手
の
内
面
を
う
ま
く
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
Ｄ
や
Ｅ
の
方
向
に
向
か
っ
て
も
短
歌
形
式
と
変
わ

る
と
こ
ろ
が
な
い
、
と
い
う
袋
小
路
に
し
だ
い
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
第
三
句
と
第
六
句
に
同
一
語
句
を
据
え
る
と
い
う
繰
り
返
し
形
式
を
母
体

と
し
て
誕
生
し
た
万
葉
旋
頭
歌
で
あ
っ
た
が
、
両
句
の
間
に
ず
れ
を
生
み
出
す
と

い
う
意
識
が
旋
頭
歌
の
展
開
を
主
導
し
て
い
く
と
同
時
に
、
そ
れ
こ
そ
が
旋
頭
歌

を
崩
壊
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

注（
１
）	

中
西
進
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
桜
楓
社
一
九
六
三
年
）、
土
橋
寛
「
古
代

歌
謡
の
様
式
―
詩
歌
起
源
論
の
た
め
に
―
」（『
古
代
歌
謡
論
』
三
一
書
房
一
九
六
〇

年
）
な
ど
。

（
２
）	

脇
山
七
郎
「
萬
葉
集
の
旋
頭
歌
」（『
萬
葉
集
大
成
』
七
、
平
凡
社
一
九
五
四
年
）

（
３
）	

繰
返
し
形
式
に
注
目
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、田
辺
幸
雄
「
旋
頭
歌
の
推
移
（
上
）

（
下
）」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
三
九
年
七
月
八
月
）、
浜
義
弘
「
旋
頭
歌
の
発
生

的
形
態
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
駒
沢
大
学
大
学
院
論
輯
』
一
九
七
三
年
二
月
）、

山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』（
東
京
堂
出
版
一
九
七
三
年
）
島
田
修
三
「
旋
頭

歌
の
発
生
」（『
古
代
和
歌
生
成
史
論
』
砂
子
屋
書
房
一
九
九
七
年
）、影
山
尚
之
「
禁

止
表
現
を
持
つ
旋
頭
歌
」（『
日
本
文
芸
研
究
』
一
九
八
六
年
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）	

注
（
１
）
土
橋
論
文
や
、
土
橋
寛
ａ
「
民
謡
の
様
式
」（
注
（
１
）
書
）、
ｂ
「
短
歌

の
原
型
」（『
古
代
歌
謡
の
生
態
と
構
造
』
土
橋
寛
論
文
集
中
、塙
書
房
一
九
八
八
年
）

な
ど
。

（
５
）	

注
（
４
）
ａ
論
文
。

（
６
）	

注
（
１
）
土
橋
論
文
。

（
７
）	
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』（
古
事
記
篇
、角
川
書
店
一
九
七
二
年
）
お
よ
び
『
古

代
歌
謡
全
注
釈
』（
日
本
書
紀
篇
、
角
川
書
店
一
九
七
六
年
）

（
８
）	

ウ
の
第
五
句
は
原
文
「
我
度
為
」
で
あ
り
、
現
代
で
は
ワ
ガ
ワ
タ
リ
テ
シ
と
訓
む
説



吉
田
幹
生　

万
葉
旋
頭
歌
の
成
立
と
展
開

一
九
一

（
阿
蘇
講
義
・
多
田
全
解
な
ど
）
と
ワ
ガ
ワ
タ
シ
テ
シ
と
訓
む
説
（
新
旧
全
集
・
新

大
系
な
ど
）
と
が
拮
抗
し
て
い
る
。
ワ
ガ
ワ
タ
シ
タ
ル
（
和
歌
文
学
大
系
）
と
訓
む

新
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
ワ
ガ
ワ
タ
リ
テ
シ
と
訓
む
説
に
従
っ
た
。

（
９
）	
土
橋
寛
「
旋
頭
歌
の
論
―
人
麻
呂
歌
集
の
一
面
―
」（『
萬
葉
集
の
文
学
と
歴
史
』
土

橋
寛
論
文
集
上
、
塙
書
房
一
九
八
八
年
）

（
10
）	

注（
１
）土
橋
論
文
、品
田
悦
一「
人
麻
呂
歌
集
旋
頭
歌
に
お
け
る
叙
述
の
位
相
」（『
萬

葉
』
一
九
九
四
年
二
月
）

※　

本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。


