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神
を
説
得
し
た
歌
の
力
に
つ
い
て

-

三
輪
山
惜
別
歌
再
考
-

【
要
旨
】

｢
三
輪
山
惜
別
歌
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
､
額
田
王
の
長
短
歌
二
首
と
井
戸
王
の
歌

一
首

は
､
数
多
い
万
葉
集
の
中
で
も
難
解
な
歌
の
代
表
で
､
長
い
論
争
の
歴
史
が
あ
る
｡
問
題

は
額
田
王
の
二
首
よ
り
も
､
そ
れ
に

｢和
し
た
｣
と
さ
れ
る
井
戸
王
の
歌
の
難
解
さ
に
あ

る
｡
額
田
王
の
二
首
は
天
智
天
皇
の
歌
を
代
作
し
た
も
の
と
さ
れ
､
遷
都
の
儀
式
で
歌
わ

れ
た
と
い
う
理
解
が
ほ
ぼ
定
説
と
な

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
井
戸
王
の
歌
は
､
こ
の

一
首

だ
け
を
取
り
出
し
て
見
れ
ば
恋
の
歌
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
-
､
遷
都
の
儀
式
で
の
天

皇
の
歌
に
和
し
た
歌
と
考
え
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
｡
そ
こ
で
､
首
尾

一
貫
し
た
解
釈

を
も
と
め
て
､
多
-
の
先
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
提
出
し
て
き
た
｡

し
か
し
､
額
田
王
が
代
作
し
た
と
さ
れ
る
天
智
の
歌
と
井
戸
王
の
歌
の
間
の
溝
は
極
め

て
大
き
-
､
先
学
の
解
釈
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
と
は
言
い
難
い
｡

本
稿
で
は
､
額
田
王
の
二
首
は
遷
都
儀
式
に
お
け
る
呪
歌
で
あ
る
と
い
う
通
説
､
国
神

で
あ
り
崇
る
神
で
も
あ
る
三
輪
山
の
神
に
対
す
る
鎮
魂
と
惜
別
の
歌
で
あ
る
と
い
う
通
説

を
批
判
的
に
検
討
し
､
額
田
王
の
歌
は

｢姿
を
見
せ
て
く
れ
た
ら
心
を
こ
め
て
奉
仕
を
し

ま
す
｣
と
神
に
誓

っ
た

｢誓
約
の
歌
｣
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
｡
天
皇

一
行
の
､
こ
の
誓

約
に
よ

っ
て
'
神
は

一
度
は
姿
を
見
せ
た
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
最
後
の
別
れ
を
告
げ
て
近
江
の
国

へ
ゆ
-
べ
き
奈
良
山
の
峠
に
お
い
て
､
三
輪

山
は
天
皇
の

一
行
に
姿
を
見
せ
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
｡
そ
し
て
天
皇
は
意
の
ま
ま
に
な

ら
な
い
神
に
向
か

っ
て
激
し
い
怒
り
の
歌
を
投
げ
つ
け
た
｡

神
と
人
が
鋭
-
対
立
し
､
破
局
が
不
可
避
と
思
わ
れ
た
時
､
井
戸
王
は
三
輪
山
の
神
に

語
り
か
け
た
｡
井
戸
王
は
'
神
婚
葦
を
前
提
に
し
て
三
輪
山
の
神
に

｢
わ
が
背
｣
と
語
り

か
け
､
自
分
が

｢神
の
妻
｣
と
な
る
こ
と
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
｡
井
戸
王
の
歌
が
恋
の

歌
な
の
は
そ
の
た
め
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
女
性
の
献
身
な
ら
ば
'
神
は

武

笠

俊

一

天
智
を
寛
恕
さ
れ
る
に
違
い
な
い
-
-
こ
う
考
え
て
'
遷
都
の

一
行
は
奈
良
山
を
越
え
て

行
-
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

額
田
王
と
井
戸
王
の
歌
に
よ

っ
て
神
の
心
は
動
か
さ
れ
､
遷
都
事
業
の
危
機
は
激
わ
れ

た
｡
二
人
の
歌
の
力
に
､
人
々
は
強
い
感
銘
を
受
け
た
に
違
い
な
い
｡

一

は
じ
め
に

数
多
い
万
葉
集
歌
の
中
で
も
､
｢
三
輪
山
惜
別
歌
｣
と
称
さ
れ
る
額
田
王
と
井
戸

王
の
歌
三
首
は
と
り
わ
け
難
解
で
議
論
の
多
い
も
の
で
あ
る
｡
論
争
の
歴
史
は
き
わ

め
て
長
-
､
論
点
も
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
が
､
決
着
が
つ
い
た
も
の
は
ご
-
少
な

■ヽ
O

lしY未
解
決
の
論
点
が
多
-
残
さ
れ
て
い
る
中
で
､
近
年
の
額
田
王
に
対
す
る
人
気
と

関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
､
こ
の
三
首
に
言
及
し
た
文
献
の
数
は
増
加
す
る
傾
向
に

あ
る
｡
ま
た
額
田
王
に
つ
い
て
の
著
作
も
近
年
相
次
い
で
出
版
さ
れ
､
い
ず
れ
も
が
､

三
輪
山
惜
別
歌
に
つ
い
て
紙
幅
の
多
-
を
割
い
て
い
る
｡
し
か
し
､
諸
家
の
主
張
は
､

ほ
と
ん
ど
の
論
点
で
大
き
-
食
い
違
い
､
時
に
は
真

っ
正
面
か
ら
対
立
し
て
い
て
､

論
争
は
か
え

っ
て
混
迷
の
度
を
探
め
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

議
論
を
複
雑
に
し
て
い
る
最
大
の
原
因
は
､
額
田
王
の
長
短
歌
二
首
よ
り
も
､
そ

こた

れ
に

｢和
え
た
｣
と
さ
れ
る
井
戸
王
の
歌
に
あ
る
｡
こ
の
歌
は
古
-
か
ら
難
解
な
歌

と
し
て
知
ら
れ
､
そ
の
た
め
実
に
多
様
な
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
､
井

四
巨書室
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戸
王
の
歌
の
解
釈
と
整
合
性
を
と
る
た
め
に
'
額
田
王
の
二
首
に
つ
い
て
も
率
直
と

は
言
い
難
い
読
み
方
が
な
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
額
田
王
は
井
戸
王
が
和
す
る
こ

と
を
予
期
し
て
惜
別
歌
二
首
を
作

っ
た
訳
で
は
な
い
｡
だ
か
ら
､
ま
ず
､
こ
の
二
首

が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
何
を
意
図
し
て
作
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

必
要
だ
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
'
こ
れ
ま
で
論
者
の
多
-
が
あ
ま

り
関
心
を
払

っ
て
こ
な
か

っ
た
古
代
に
お
け
る
製
糸
と
染
色
技
術
に
つ
い
て
の
知
請

を
前
提
に
､
井
戸
王
の

一
九
番
歌
の
分
析
を
試
み
た
い
｡

さ

の

は

り

き
ぬ

せ

へ
そ
か
た
の
林
の
さ
き
の
狭

野
榛

の
衣

に
着
-
な
す
目
に
つ
-
わ
が
背

か
む
が

こ
た

右

一
首
の
歌
は
､
今
案

ふ
る
に
､
和

ふ
る
歌
に
似
ず
｡

た

だ

し

'
旧
本
こ

つ
ぎ
て

そ

ゑ

の
次

に
載
す
｡
故

以

に
な
は
こ
こ
に
載
す
｡
-
-

C

二

論
争
と
論
点

万
葉
集
巻

一
の
額
田
王
の
長
短
二
首
と
そ
れ
に
井
戸
王
が
和
え
た
と
さ
れ
る
歌

一

首
は

｢
三
輪
山
惜
別
の
歌
｣
と
し
て
よ
-
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
い
ま
さ
ら

示
す
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
､
議
論
の
正
確
を
期
す
る
た
め
次
に
掲
げ
る
(
1
)
｡

こた

額
田
王
の
近
江
国
に
下
り
し
時
に
作
る
歌
､
井
戸
王
の
す
な
は
ち
和
ふ
る
歌

･
･
･･
a

う
ま
さ
け

み

わ

ま

17

味

酒

三

輪

の
山

あ
を
に
よ
し

奈
良
の
山
の

山
の
際
に

く
ま

道
の
隅

い
積
る
ま
で
に

さ

こ
ころ

見
放
け
む
山
を

情

な
く

つ
ば
ら

にも

見

つ
つ
行
か
む
を

＼カく

雲

の

隠
さ
ふ

べ
L
や

い
隠
る
ま
で

し
ば
し
ば
も

18

反

歌

こ
ころ

三
輪
山
を
然
も
隠
す
か
雲
だ
に
も

情

あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
L
や

右
二
首
の
歌
､
山
上
憶
良
太
夫
の
類
東
歌
林
に
日
は
く
､
都
を
近
江
国
に
遷

み
そ
こ
な
は

み

う

た

す
時
に
三
輪
山
を
御

覧

す
御

歌

そ
｡
日
本
書
紀
に
日
は
-
､
六
年
丙
寅
の

春
三
月
辛
酉
の
朔
の
巳
卯
､
都
を
近
江
に
遷
す
と
い
へ
り
｡
-
-
b

こ
の
わ
ず
か
三
首
の
歌
と
､
そ
れ
に
付
さ
れ
た

｢題
詞
｣
｢
注
｣
｢左
往
｣
(
そ
れ

ぞ
れ
に
､

a
､
b
､

C
を
付
し
た
)
の
短
い
三
つ
の
文
章
が
､
繰
り
返
し
議
論
の
対

象
と
な

っ
て
き
た
｡
と
い
う
の
も
､
三
つ
の
文
章
の
説
明
は
た
が
い
に
少
し
つ
つ
矛

盾
し
､
し
か
も
い
ず
れ
の
説
明
を
採

っ
た
と
し
て
も
､
三
首
の
歌
の
繋
が
り
を
充
分

に
説
明
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
多
-
の
先
学
が
さ
ま

ざ
ま
な
検
討
を
お
こ
な
い
､
多
-
の
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
容
易
に

正
解
は
得
ら
れ
ず
､
今
な
お
新
し
い
意
見
や
見
解
が
出
さ
れ
続
け
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
ま
ず
､
三
首
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
論
じ
､
次
に

一
七
､

一
八
番
歌
お

よ
び

一
九
番
歌
の
詳
細
な
分
析
に
進
み
た
い
｡

こ
の
三
首
に
つ
い
て
は
､
中
世
以
来
の
長
い
研
究
史
が
あ
り
､
論
点
も
広
範
多
岐

に
わ
た
る
｡
あ
ま
り
に
様
々
な
見
解
が
だ
さ
れ
た
の
で
､
｢
百
人
百
様
｣
と
評
す
る
人

が
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
論
争
の
歴
史
を
整
理
し
た
優
れ
た
論
文
も
少
な
く
は
な
く
(-
)

､

こ
う
し
た
検
討
の
中
で
い
ち
お
う
通
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
少
は
あ

る
｡
そ
こ
で
､

つ
ぎ
の
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検
討
に
深
入
り
す
る
こ
と

は
避
け
､

一
応
妥
当
と
考
え
ら
れ
､
本
稿
で
議
論
の
前
提
と
し
て
採
用
し
た
も
の
を

提
示
し
､
そ
の
理
由
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
を
次
に
示
す
｡

①
こ
の
三
首
は
遷
都
時
の
時
の
も
の
か
｡

②
作
者
の
同
定
と
代
作
の
問
題
｡

①
に
つ
い
て
は
､
こ
の
三
首
を
遷
都
の
時
の
も
の
と
考
え
る
｡
｢題
詞
｣
の

｢近

江
の
国
に
下
り
し
時
｣
の

｢下
｣
と
い
う
表
現
は
､
京
に
向
か
う
時
の
も
の
で
は
な



武笠俊一 神を説得した歌の力について一三輪山惜別歌再考-

い
と
し
て
遷
都
以
前
と
す
る
見
解
が
あ
る
｡
｢
下
｣
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
､
寺

川
真
智
夫
が
適
切
な
検
討
を
行
い
､
遷
都
時
と
み
な
し
う
る
と
い
う
結
論
を
だ
し
て

い
る
(
3
)
｡

②
の
､
三
首
の
作
者
の
同
定
に
つ
い
て
は
､
実
に
多
-
の
見
方
が
提
出
さ
れ
て
き

た
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
は
通
説
に
従
い
､

一
七
､

一
八
番
歌
の
作
者
を
額
田
王
､

一

九
番
歌
を
井
戸
王
と
す
る
｡
｢題
詞
｣
の
説
明
を
あ
え
て
否
定
し
な
-
と
も
､
こ
の

三
首
に
つ
い
て
矛
盾
の
な
い
理
解
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
代
作
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
'
前
二
首
を
中
大
兄
皇
子
の
御
歌
の
額
田
王
に

よ
る
代
作
と
考
え
た
い
(
4
)
｡

こ
の
二
首
は
三
輪
山
を
隠
す
雲
に
呼
び
か
け
た
も
の

だ
か
ら
､
そ
の
主
体
は
遷
都
の

一
行
の
代
表
者
で
あ
る
天
智
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら

で
あ
る
｡

こ
う
し
た
前
提
に
立
つ
と
'
き
わ
め
て
大
き
な
課
題
が
導
き
だ
さ
れ
る
｡
前
二
育

が
､
天
智
が
遷
都
と
い
う
特
別
な
日
に
国
家
の
最
高
神
で
あ
る
三
輪
山
の
神
に
向
け

て
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
､
こ
の
歌
の
内
容
は
個
人
的
な
感
倭

や
詠
嘆
を
語

っ
た
も
の
で
は
な
-
､
最
高
権
力
者
天
智
の
公
人
と
し
て
の
意
志
を
示

し
た
も
の
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
と
こ
ろ
が
､
井
戸
王
の

一
九
番
歌
は
､
率
直
に
解

釈
す
れ
ば
極
め
て
素
朴
な
恋
歌
で
､
遷
都
の
日
の
天
智
の
歌
に
和
し
た
歌
と
は
考
え

に
-
い
｡
井
戸
王
の
歌
の

｢
わ
が
背
｣
を
天
智
と
考
え
れ
ば
遷
都
の
歌
に
は
な
り
え

な
い
し
､
三
輪
山
と
と
る
と
'
神

へ
向
け
た
恋
歌
が
な
ぜ
こ
の
日
に
歌
わ
れ
る
必
要

が
あ

っ
た
の
か
､
説
明
は
し
難
い
｡
そ
の
た
め
､
井
戸
王
の
本
来
の
歌
は
脱
落
し
た

と
い
う
意
見
や
､

一
九
番
歌
は
無
関
係
な
歌
が
混
入
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う

意
見
す
ら
出
さ
れ
て
き
た
｡

つ
ま
り
､
こ
の
三
首
が
遷
都
の
日
に
作
ら
れ
た
歌
だ
と
い
う
前
提
に
立
つ
と
､
天

智
の
国
事
的
な
性
格
を
持
つ
歌
に
井
戸
王
が
恋
歌
で
和
し
た
の
は
何
故
か
､
と
い
う

大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
矛
盾
を
解
か
な
い
限
り
､
こ
の
三
首
の
理

解
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
こ
そ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
｡

三

額
田
王
の
長
短
二
首
に
つ
い
て

額
田
王
は
遷
都
の
日
に
､
天
皇
に
代
わ

っ
て
三
輪
山
を
隠
し
た
雲
に
長
短
二
首
の

歌
を
歌
い
か
け
た
｡
し
か
し
'
当
時
ど
の
よ
う
な
行
事
が
行
わ
れ
た
か
､
ま
た
こ
の

二
首
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
歌
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な

っ

て
い
な
い
｡
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
古
-
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
行
わ
れ
て

お
り
､
そ
の
論
点
も
少
な
-
は
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
歌
が
遷
都
儀
式
の
折
の
儀
式

歌
な
い
し
は
呪
歌
で
あ
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(
〓

儀
式
歌
の
可
能
性

こ
の
二
首
が
遷
都
儀
式
の
場
で
の
作
歌
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
'
多
-
の
人
に
受

け
入
れ
ら
れ
､
ほ
ぼ
定
説
と
な

っ
て
い
る
(
5
)
｡

遷
都
儀
式
の
時
の
歌
と
す
る
論
者

は
､
同
時
に
こ
の
歌
を

｢
呪
歌
｣
と
し
て
捉
え
て
い
る
｡
た
と
え
ば
三
輪
山
の
神
の

崇
り
を
防
ぐ
た
め
に
三
輪
山
の
神
霊
の
魂
鎮
め
を
目
的
と
し
て
よ
ま
れ
た
と
す
る
ち

の
､
あ
る
い
は
タ
マ
フ
リ
呪
術
を
意
図
し
た
呪
歌
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
｡

し
か
し
､

一
見
妥
当
に
見
え
る
儀
式
歌
説
に
も
､
反
対
意
見
は
根
強
い
｡
た
と
え

ば
青
木
生
子
は
､
橋
本
達
雄
の
儀
式
で
歌
わ
れ
た
呪
歌
で
あ
る
と
い
う
説
(
6
)

を
批

判
し
､
こ
の
反
歌
が

｢願
望
の
実
現
化
｣
を
歌
う
べ
き

｢祝
言
｣
と
す
る
に
は

｢
う

ら
は
ら
な
要
素
｣
を
持

っ
て
い
る
と
し
､
｢不
安
と
絶
望
と
恨
み
す
ら
帯
び
て
な
お

も
期
待
す
る
人
間
的
個
性
的
な
切
な
る
心
｣
を
歌

っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
｡
そ
し
て
､

呪
歌
で
は
な
-
天
智
天
皇
の
三
輪
山
に
た
い
す
る

｢愛
惜
の
情
｣(
7
)

を
表
現
し
た
歌

と
考
え
た
｡
こ
れ
を
承
け
て
､
寺
田
純
子
は
､
儀
式
の
時
の
呪
歌
と
見
る
と

｢余
り

に
額
田
王
の
個
性
が
強
-
あ
ら
わ
れ
す
ぎ
て
お
り
､
又
単
純
な

[三
輪
山
に
対
す
る
]

召堕j
星と
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個
人
的
惜
別
の
情
の
表
白
と
の
み
も
言
い
切
れ
な
い
｣
(8)と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し

て

｢遷
都
時
点
の
呪
歌
や
礼
儀
歌
｣
で
は
な
-

｢遷
都
後
の
倭
京
行
幸
の
際
の
歌
｣

(
9

)

だ
と
主
張
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
歌
は
三
輪
山
伝
説
を
背
景
に
作
歌
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
'
青
木
の

｢女
の
恋
の
心
の
し
ぐ
さ
｣
(-0)を
歌

っ
た
も
の
だ
と
い
う
主
張
に

賛
同
し
て
い
る
｡

こ
う
し
た
儀
式
歌
説
に
た
い
す
る
批
判
の
要
点
は
､
こ
の
二
首
が
あ
ま
り
に
個
人

的
､
感
情
的
で
'
儀
式
の
折
の
歌
と
は
考
え
難
い
と
す
る
点
に
あ
る
｡
た
し
か
に
'

一
七
㌧

一
八
番
歌
に
盛
ら
れ
た
感
情
の
激
し
さ
や
切
迫
感
は
､
晴
れ
や
か
で
あ
る
べ

き
儀
式
歌
に
相
応
し
い
と
は
思
え
な
い
｡
こ
の
こ
と
は

｢儀
式
｣
と
い
う
社
会
的
営

為
の
特
質
を
考
え
る
と
よ
り

一
層
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
｡

遷
都
と
は
簡
単
に
言
え
ば
天
皇
の
政
庁
の
転
居
で
あ
る
｡
そ
の
時
に
あ
た

っ
て
､

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
行
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
､
も

っ
と
も
重
要
な
も
の
は
､

飛
鳥
岡
本
京
で
の
廃
京
の
儀
式
と
近
江
大
津
京
で
の
新
京
創
設
の
二
つ
で
あ
ろ
う
｡

新
旧
二
つ
の
都
で
の
遷
都
儀
式
を
比
較
す
る
と
､
近
江
大
津
京
で
の
儀
式
は
､
飛

鳥
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
簡
素
な
も
の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
新
し
い
都
で
は

な
す
べ
き
こ
と
が
沢
山
あ
り
､
配
慮
す
べ
き
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
-
は
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
か
ら
だ
｡
こ
れ
に
対
し
､
廃
京
と
な
る
飛
鳥
で
の
儀
式
に
は
人
と
社
会
に
対

す
る
配
慮
と
も
に
､
神
々
に
た
い
す
る

｢感
謝
｣
と

｢後
顧
の
憂
い
｣
を
取
り
除
-

べ
き
配
慮
は
と
り
わ
け
重
要
で
､
そ
の
た
め
の
儀
式
は
慎
重
か
つ
念
入
り
に
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

神

へ
の
配
慮
の
重
要
性
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
か
ら
､
岡
本
宮
に
お
け
る
ヤ
マ

ト
の
神
々
に
向
け
ら
れ
た
心
遣
い
と
捧
げ
物
は
賓
の
限
り
を
尽
-
し
'
歌
舞
音
曲
も

あ
た
う
か
ぎ
り
の
も
の
が
供
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
う
し
た
儀
式
に
お
い

て
は
'
祝
辞
や
賀
歌
は
つ
ね
に
非
個
性
的
で
凡
庸
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
｡
儀
式
の
要
諦
は
'
い
つ
の
時
代
に
も

｢滞
り
な
-
終
了
｣
す
る
こ
と
に
あ
る
か

ら
だ
｡

こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
､
額
田
王
の
二
首
は
､
た
と
え
天
智
の
代
作
歌
で
あ
る
と

考
え
て
も
'
強
い
緊
張
感
に
満
ち
､
非
個
性
的
か
つ
凡
庸
で
あ
る
べ
き
儀
式
歌
と
は

対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
青
木
や
寺
田
の

｢儀
式
の
時
の
歌
で
は
あ
り

え
な
い
｣
と
い
う
主
張
は
､
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
二
首
が
､
飛
鳥
岡
本
京
で
の
儀
式
の
時
の
歌
で
な
い
と
す
る
と
､
そ
れ
以
外

の
儀
式
で
歌
わ
れ
た
可
能
性
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
奈

良
山
で
の
三
輪
山
に
対
す
る
惜
別
の
儀
式
で
の
歌
で
あ
る
と
す
る
説
と
､
三
輪
山
の

正
面
で
の
簡
単
な
儀
式
で
の
も
の
と
い
う
説
が
あ
る
｡
奈
良
山
説
を
主
張
す
る
論
者

は
多
-
､
た
と
え
ば
山
本
健
吉
や
直
木
孝
次
郎
､
伊
藤
博
､
虞
岡
義
隆
な
ど
が
い
る

(
‖

)｡

寺
川
真
知
夫
は
奈
良
山
説
を
批
判
し
て
三
輪
山
正
面
説
を
提
出
し
た

(誓
｡

こ
の
二
説
は
､
い
ず
れ
も

｢国
魂

･
国
神
で
あ
る
三
輪
山
に
対
す
る
鎮
魂
惜
別
の

儀
式
｣
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
遷
都
儀
式
と
は
別

の
儀
式
で
の
歌
で
あ
る
と
い
う
説
明
に
よ

っ
て
､
こ
の
歌
の
個
性
的
､
感
情
的
な
義

白
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
う
し
た
見
解
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
｡
大
津
京

へ
の
遷
都
は
天
皇

の
政
庁
の
転
居
に
と
ど
ま
り
､
国
家
の
様
態
そ
の
も
の
を
変
え
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
都
が
ど
こ
へ
移
ろ
う
と
も
､
三
輪
山
の
神
と
国
家
の
関
係
に
は
大

き
な
変
化
が
あ
る
は
ず
は
な
い

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
難
波
宮
の
前
例
が
あ
る
)
｡

つ

ま
り
､
三
輪
山
の
神
が
ヤ
マ
ト
国
家
の
国
神
で
あ
る
こ
と
に
変
更
は
な
い
の
だ
か
ら
､

｢国
魂

へ
の
惜
別
の
儀
式
｣
は
行
わ
れ
る
必
要
の
な
い
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

だ
か
ら
､
も
し
遷
都
の
日
に

｢三
輪
山
に
対
す
る
儀
式
｣
が
行
わ
れ
た
と
し
た
ら
'

そ
れ
は
､
｢惜
別
｣
の
た
め
の
も
の
で
は
な
-
､

一
行
の

｢
も
う
三
輪
山
の
美
し
い

姿
を
毎
日
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
い
う
思
い
を
こ
め
た

｢見
納
め
｣
の
儀
式
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
儀
式
は
天
皇
を
含
め
た

一
行
の
人
々
の
'
私
的
な
感
慨
に
発
す



武笠俊一 神を説得 した歌の力について一三輪山惜別歌再考-

る
も
の
だ
か
ら
､
国
事
的
な
､
公
式
の
も
の
で
は
な
-
､
挙
行
の
時
も
場
所
も
比
較

的
自
由
に
選
べ
た
と
思
わ
れ
る
｡
だ
か
ら
､
雲
が
三
輪
山
を
隠
し
て
い
る
時
に
わ
ざ

わ
ざ
行
わ
れ
た
と
は
思
え
な
い
｡
ま
た
､
山
褒
め
の
歌
な
ら
と
も
か
-

｢見
え
な
い

山
を
嘆
-
歌
｣
が
'
こ
う
し
た
儀
式
で
歌
わ
れ
た
は
ず
は
な
い
｡
こ
の
意
味
で
､
こ

の
二
首
を

｢
三
輪
山
惜
別
歌
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
と
は
言
い
難
い
｡

岡
本
宮
や
奈
良
山
で
'
あ
る
い
は
そ
の
他
の
場
所
で
､
様
々
な
儀
式
が
行
わ
れ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
し
か
し
､
こ
う
し
た
儀
式
の
中
で
こ
の
二
首
が
歌
わ
れ
た
可

能
性
は
極
め
て
低
い
と
思
わ
れ
る
｡

(
二
)
呪
歌
の
力

額
田
王
の
歌
が
予
定
さ
れ
準
備
さ
れ
た
儀
式
に
お
い
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
な
い
と

し
た
ら
､
こ
の
二
首
は
遷
都
の

一
行
が
岡
本
宮
を
出
立
し
た
後
の
'
ま

っ
た
-
予
想

に
な
か

っ
た
状
況
の
も
と
で
歌
わ
れ
た
と
考
え
る
他
に
は
な
い
｡

朝
廷
の
人
知
と
財
力
と
を
尽
-
し
た
遷
都
の
儀
式
が
平
穏
に
終
了
し
た
後
､
遷
都

の

一
行
は
､
な
ん
の
不
安
も
い
だ
か
ず
岡
本
宮
を
出
発
し
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､

飛
鳥
を
出
立
し
た
後
､
状
況
は

一
変
す
る
｡
天
候
が
に
わ
か
に
悪
化
し
雲
が
三
輪
山

を
隠
し
た
の
で
あ
る
｡
雲
は
意
志
の
あ
る
存
在
で
は
な
-
､
人
々
は
三
輪
山
が
姿
を

隠
し
た
こ
と
を
神
の
意
志
と
感
じ
た
で
あ
ろ
う
｡
盛
大
な
儀
式
に
よ

っ
て
神
の
許
請

が
得
ら
れ
た
と
考
え
た
思
い
上
が
り
に
気
づ
き
､
天
皇

一
行
は
震
掘
し
た
に
違
い
な

ヽ
O

I卜∨
天
智
の
時
代
に
は
国
家
制
度
の
整
備
は
急
速
に
進
み
､
も
は
や

｢神
の
崇
り
｣
が

国
家
に
書
を
及
ぼ
す
こ
と
を
恐
れ
る
時
代
は
過
去
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
｡
乙
巳
の

変
に
よ

っ
て
強
力
な
権
力
を
握

っ
た
天
智
は
誰
よ
り
も
強
-
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
｢近
江

へ
の
遷
都
｣
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
時
､
三
輪

山
の
神
は
怒
り
に
満
ち
た
相
貌
を
見
せ
た
｡
過
去
に
も
域
外

へ
の
遷
都

(難
波
宮
な

ど
)
は
あ

っ
た
が
､
そ
こ
は
か

っ
て
三
輪
山
の
神
が
イ
ク
ク
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
も
と

へ

通

っ
た
旧
知
の
土
地
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
近
江
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
三
輪
山

の
神
は
雲
の
背
後
に
隠
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
示
し
た
の
で
あ
る
｡
天
智
の
権
力
が
如

何
に
強
固
で
あ
ろ
う
と
も
､
古
代
人
に
と

っ
て
は
､
こ
れ
は
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い

神
の
意
志
表
示
と
思
わ
れ
た
に
違
い
な
い
｡

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
､
三
輪
山
が
姿
を
見
せ
な
い
限
り
､
遷
都
の
行
列
が
先
に

進
む
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
が
た
い
｡

一
行
は
歩
み
を
止
め
､
三
輪
山
を
仰
ぎ
見

て
神
の
怒
り
を
解
-
た
め
に
様
々
な
手
だ
て
を
講
じ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
ど
の

よ
う
な
努
力
も
効
果
は
な
-
､
最
後
に
額
田
王
の
長
歌
が
歌
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
り
額
田
王
の
歌
に
は
遷
都
事
業
の
成
否
が
掛
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

額
田
王
の
歌
は
､
雲
と
神
に
向
か

っ
て
何
を
訴
え
た
も
の
だ

っ
た
の
か
｡
こ
れ
に

つ
い
て
の
諸
家
の
見
解
は
'
三
輪
山

へ
の

｢惜
別
｣
の
歌
と
す
る
も
の
と
､
雲

へ
の

｢祈
願
｣
と
見
る
も
の
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'

こ
の
二
首
に
盛
ら
れ
た
強
い
緊
迫
感
と
感
情
の
激
し
さ
か
ら
み
て
､
単
純
な
惜
別
の

歌
と
は
考
え
に
く
い
｡

寺
川
真
智
夫
は
､
雲
が
三
輪
山
を
隠
し
た
こ
と
の
意
味
を

｢
神
が
遷
都
を
毒
み
せ

ず
祭
儀
を
受
容
し
な
い
よ
う
に
人
々
に
は
思
わ
れ
た
｣
と
考
え
､
こ
う
し
た
緊
迫
し
た

状
況
の
元
で
'
額
田
王
は

｢中
大
兄
の
思
い
を
も
汲
み
つ
つ
-
-
三
輪
山
の
神
に
心

を
和
め
て
雲
を
払

っ
て
姿
を
現
し
て
ほ
し
い
｣
と
歌
い
か
け
た
も
の
と
し
て
い
る

(ほ)｡

た
だ
し
寺
川
は
'
こ
れ
を
三
輪
山
の
正
面
で
の
儀
式
歌
と
し
て
い
る
｡

寺
川
の
指
摘
す
る
ご
と
-
､
三
輪
山
が
姿
を
隠
し
た
こ
と
は
､
遷
都
事
業
の
成
否

に
関
わ
る
大
事
件
で
あ

っ
た
｡
だ
か
ら
､
こ
の
時
の
額
田
王
の
歌
は
惜
別
で
は
な
-

｢祈
願
の
歌
｣
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
三
輪
山
を
隠
し
て
い
る
雲

へ

の
祈
願
な
ら
ば
､
僧
侶
､
神
官
､
学
者
'
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
専
門
職
が

一
行
の
中

に
揃

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
当
然
な
が
ら
､
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
職
能
の
威
信
と
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尊
厳
を
か
け
て
､
雲
を
動
か
す
こ
と
に
全
力
を
傾
け
た
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
､
そ

う
し
た
努
力
は

一
つ
も
成
功
せ
ず
､
最
後
に
額
田
王
の
歌
が
歌
わ
れ
た
｡

一
七
番
歌
を
文
字
通
り
に
解
す
る
な
ら

｢
も
し
雲
が
三
輪
山
を
隠
し
て
い
な
い
な

ら
､
何
々
を
し
た
い
の
に
｣
と
い
う

｢嵯
嘆
｣
の
気
持
ち
を
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
そ
こ
に
強
い
懇
願
の
気
持
ち
を
込
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
こ
の
歌
は
神
に

対
す
る

｢誓
約
の
歌
｣
と
な

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
も
し
､

雲
が
山
を
隠
す
こ
と
を
や
め
て
-
れ
た
な
ら
ば
､
必
ず
-
り
返
し
三
輪
山
を
見
返
し

て
差
し
上
げ
よ
う
｣
と
､
神
に
対
す
る
新
し
い
奉
仕
を
申
し
出
た
歌
だ

っ
た
の
で
あ

る
｡
奉
仕
の
内
容
は
雲
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
､
こ
の
歌
が
語
り
か
け
て
い

る
対
象
は
明
ら
か
に
三
輪
山
で
あ
る
｡
こ
の
歌
の
真
意
は
､
飛
鳥
で
の
儀
式
に
お
い

て
神

へ
の
配
慮
が
足
り
な
か

っ
た
非
礼
と
慢
心
を
詫
び
､
新
し
い

｢
よ
り
誠
意
の
こ

も

っ
た
奉
仕
｣
を
約
束
し
た
こ
と
に
あ
る
｡
単
な
る
祈
願
や
哀
願
で
な
か

っ
た
と
こ

ろ
に
額
田
王
の
歌
の
独
自
性
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
｢
見
返
し
て
祈
る
｣
こ
と
が
重

要
な
の
で
は
な
-
､
そ
こ
に

｢遷
都
儀
式
｣
に
は
欠
け
て
い
た
心
か
ら
の
畏
敬
と
恭

順
の
思
い
を
込
め
る
こ
と
こ
そ
が
大
事
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

三
輪
山
の
神
は
､
こ
の
歌
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
再
び
姿
を
現
わ
し
た
と
思
わ
れ

る
｡

一
七
番
歌
が
歌
わ
れ
た
後
で
は
､
神
の
許
諾
が
な
い
限
り

一
行
が
新
京

へ
向
か

っ

て
進
む
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
｡
三
輪
山
が
再
び
姿
を
見
せ
た
時
､

人
々
は
神
を
説
得
し
そ
の
心
を
動
か
す
こ
と
に
成
功
し
た
額
田
王
の
歌
の
才
と
､
呪

歌
の
威
力
を
目
の
当
た
り
に
し
て
､
驚
嘆
し
た
に
違
い
な
い
｡

た
時
の
歌
で
は
な
い
か
ら
だ
｡
端
的
に
言
え
ば
､

一
七
番
歌
は
雲
が
最
初
に
三
輪
山

を
隠
し
た
時
の
歌
で
あ
り
､

一
八
番
歌
は
最
後
に
隠
し
た
時
の
歌
で
あ
ろ
う
｡

一
七
番
歌
を
受
け
入
れ
て
三
輪
山
が
姿
を
見
せ
た
と
し
て
も
､
神
と
の
約
束
を
守

り
通
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
三
輪
山
は
､
人
々
の
誠
意
を
確

か
め
る
べ
-
､
幾
度
と
な
-
そ
の
姿
を
隠
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
｡
そ
の
た
び
ご

と
に
人
々
は
道
の
隈
に
立

っ
て
山
を
仰
ぎ
見
て
､
雲
が
晴
れ
る
こ
と
を
必
死
に
祈

っ

た
に
違
い
な
い
｡
そ
ん
な
こ
と
が
幾
度
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
た
薄
氷
を
踏
む
よ
う
な
苦
難
の
旅
の
末
に
､
天
皇
の
一
行
は
奈
良
山
に
至

っ

た
｡
あ
と

一
度
三
輪
山
が
姿
を
見
せ
て
-
れ
た
な
ら
､
山
を
越
え
て
近
江
の
国
に
入

る
こ
と
が
で
き
る
-
-
｡
し
か
し
三
輪
山
は
つ
い
に
姿
を
見
せ
ず
､
遷
都
の

一
行
の

痛
切
な
思
い
が
神
に
届
-
こ
と
は
な
か

っ
た
｡
そ
し
て
､
天
智
は
自
分
の
思
い
通
り

に
な
ら
な
い
神
に
対
し
､
怒
り
に
も
近
い
歌
を
投
げ
つ
け
た
｡

｢
三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
情
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
L
や
｣
-
-
､
額

田
王
が
代
作
し
た

一
八
番
歌
は
､
こ
の
時
の
天
智
の
激
情
を
正
確
に
表
現
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
｡
非
情
の
独
裁
者
天
智
が
､
片
々
た
る
雲
に
向
か

っ
て

｢
お
前
に
情
け

は
な
い
の
か
!
｣
と
悲
痛
な
言
葉
を
投
げ
つ
け
て
い
る
｡
そ
の
姿
は
後
世
の
わ
れ
わ

れ
か
ら
見
れ
ば
滑
稽
で
す
ら
あ
る
｡
し
か
し
'
す
さ
ま
じ
い
神
と
人
の
対
立
を
目
の

当
た
り
に
し
て
､
遷
都
の

一
行
は
奈
良
山
の
峠
で
立
ち
す
-
ん
だ
に
違
い
な
い
｡

(三
)
奈
良
山
に
お
け
る
神
と
人
の
対
立

一
七
番
歌
が
こ
う
し
た
神
に
対
す
る
誓
約
の
歌
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
､

一
八
番

歌
が
そ
れ
に
続
い
て
た
だ
ち
に
歌
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
に
-
い
｡
こ
の
歌

は
雲
に
対
す
る
強
い
憤
り
を
歌

っ
た
も
の
で
､

へ
り
-
だ

っ
て
神
に
何
か
を
懇
願
し

四

井
戸
王
の
歌
の
意
味
す
る
も
の

(
こ

神
と
人
の
対
立

三
輪
山
の
神
は
､
そ
の
昔
ヤ
マ
ト
国
家
創
建
の
英
主
崇
神
が
心
か
ら
の
恭
順
の
意

を
示
し
､
そ
れ
に
答
え
て
建
国
の
偉
業
を
許
し
た
神
で
あ

っ
た
｡
い
か
な
る
天
皇
も

こ
の
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
天



武笠俊一 神を説得した歌の力について一三輪山惜別歌再考-

智
は
そ
の
神
に
怨
嵯
に
満
ち
た
言
葉
を
投
げ
つ
け
て
し
ま

っ
た
｡
こ
の
状
況
を
な
ん

ら
か
の
形
で
打
開
し
な
い
か
ぎ
り
､
破
局
は
目
に
見
え
て
い
る
｡
こ
の
時
､
井
戸
王

の
一
九
番
歌
が
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

井
戸
王
の
一
九
番
歌
は
古
-
か
ら
難
解
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ

の
歌
の
基
本
的
な
解
釈
自
体
に
問
題
が
あ
る
訳
で
は
な
い
｡
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
簡
潔
に
述
べ
る
と

｢榛
の
染
料
が
衣
に
し

っ
か
り
付
い
て
い
る
よ
う
に
､
貴
方
の

姿
が
私
の
目
に
つ
い
て
離
れ
な
い
｣
と
い
う
恋
の
歌
で
あ
る
｡
恋
歌
と
し
て
見
る
と
､

こ
の
歌
は
素
朴
で
'
｢類
型
的
｣
(空
､
｢
稚
拙
な
口
ぶ
り
｣
(ほ)
と
い
う
批
評
す
ら
あ
る
｡

歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
､
諸
家
の
見
解
に
大
き
な
違
い
は
な
い
が
､
隔

絶
し
た
相
違
は
そ
の
先
に
あ
る
｡
も

っ
と
も
論
点
自
体
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
､
つ

ぎ
の
五
点
に
つ
き
る
｡

①

｢
ヘ
ソ
ガ
タ
｣
と
は
何
か
｡

②

｢佐
野
榛
｣
と
は
何
か
｡

③

｢
わ
が
背
｣
と
は
誰
か
｡

④
佐
野
榛
が

｢衣
に
つ
-
｣
と
わ
が
背
が

｢
目
に
つ
-
｣
の
対
比
は
､
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
｡

⑤
こ
の
歌
は
三
輪
山
の
神
婚
譜
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
｡

こた

一
九
番
歌
の
最
大
の
問
題
は
､
こ
れ
が

一
八
番
歌

(あ
る
い
は
前
二
首
)
に
和
え

た
歌
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
｡
題
詞
に
は

｢井
戸
王
即
ち
和
ふ
る
歌
｣
と
あ
る
の

だ
か
ら
本
来
な
ら
疑
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
が
､
左
往
の

｢右

一
首
の
歌
は
､

か
む
か

こ
た

今
案

ふ
る
に
､
和

ふ
る
歌
に
似
ず
｣
と
い
う
意
見
は
､
万
葉
集
編
纂
者
の
も
の
だ

ろ
う
か
ら
､
無
視
は
で
き
に
-
い
｡

左
往
の
見
解
に
対
し

｢和
し
た
歌
｣
だ
と
い
う
主
張
も
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
き
た
｡

こ
う
し
た
主
張
の
当
否
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
先
学
の
優
れ
た
検
討
あ
る
か
ら
､
こ

こ
で
再
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
､
左
往
の
指
摘
を
明
確
に
否
定
し
う
る
ほ
ど
の

説
得
力
を
持
つ
も
の
と
は
言
い
難
い
｡

わ
れ
わ
れ
は
前
節
で
'
天
智
が
奈
良
山
で
激
情
に
と
ら
わ
れ
神
と
鋭
-
対
立
し
た

こ
と
を
示
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
中
で
井
戸
王
の
歌
が
歌
わ
れ
た
と
す

れ
ば
､
そ
れ
は
神
と
天
智
の
双
方
を
な
だ
め
て
難
局
を
打
開
す
る
た
め
の
歌
だ

っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
に
成
功
し
た
た
め
に
､
遷
都
の
一
行
は
奈
良
山
を
越
え
て
近
江

の
国
に
入

っ
て
行
-
こ
と
が
で
き
､
題
詞
は
こ
の
歌
を

｢即
ち
和
ふ
る
歌
｣
と
説
明

し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
を
､
ヘ
ソ
ガ
タ
'
林
の
サ
キ
､
サ
ノ
ハ
リ
､
な
ど
の
解
釈
の
分
か
れ
る

言
葉
の
分
析
の
中
で
､
順
次
説
明
し
て
ゆ
き
た
い
｡

(
二
)
へ
ソ
ガ
タ
と
は
何
か

一
九
番
歌
の
最
初
の
言
葉

｢
へ
ソ
ガ
タ
｣
は
､
こ
の
歌
の
解
釈
を
決
定
す
る
も

っ

と
も
重
要
な
言
葉
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず

｢
ヘ
ソ
ガ
タ
｣
と
は
ど
の
よ
う
な
ら

の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
問
題
を
出
発
点
と
し
て
､
井
戸
王
の
歌
の
分
析
を
行

っ
て
ゆ

こ
う
｡

こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
先
学
の
議
論
は
ほ
ぼ
次
の
三
点
に
絞
ら
れ
る
｡

･
三
輪
山
以
外
の
地
名
と
す
る
説

(地
名
説
)

･
三
輪
山
伝
承
に
求
め
る
説

(伝
承
説
)

･
三
輪
山
の
山
容
に
求
め
る
定
説

(山
容
説
)

へ
そ

地
名
説
の
も

っ
と
も
代
表
的
な
も
の
は
､
山
田
孝
雄
が
唱
え
た
滋
賀
県
栗
太
郡
緒

あ
が
た

村
と
す
る
説

(カ
タ
は
県

と
す
る
)
で
(16)､
支
持
す
る
研
究
者
は
少
な
-
な
い
｡

そ
の
中
で
も
吉
田
金
彦
は
こ
の
説
を
大
き
-
発
展
さ
せ
た

一
人
と
い
え
る
(17)
｡

こ

の
他
に

｢
三
輪
地
方
の
一
つ
の
地
名
｣
(18)と
す
る
壬
生
幸
子
､
ヘ
ソ
ガ
タ
を

｢
-
ワ

の
枕
詞
的
な
機
能
を
果
す
語
｣
と
み
て

｢現
存
し
て
い
な
い
-
-
三
輪
の
地
名
｣
の

可
能
性
を
示
唆
す
る
佐
伯
昭
虞
の
説
(19)な
ど
が
あ
る
｡

巨書室
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し
か
し
､
地
名
説
で
は

｢綜
麻
形
の
林
の
先
の
佐
野
榛
｣
と
作
歌
の
前
提
で
あ
る

三
輪
山
と
の
関
係
を
説
明
し
が
た
い
｡
吉
田
金
彦
は

｢
緒
と
三
輪
の
地
縁
の
深
さ
｣

(S)が
こ
の
歌
の
前
提
に
あ
る
と
説
明
を
し
て
い
る
が
､
具
体
的
な
証
拠
が
あ
る
と
は

言
い
難
い
｡
壬
生
､
佐
伯
の

｢
ヘ
ソ
ガ
タ
｣
と
言
う
地
名
が
三
輪
山
の
周
辺
に
あ

っ

た
と
い
う
説
も
､
推
測
の
域
を
出
て
は
い
な
い
｡

伝
承
説
に
た
い
す
る
疑
問
は
､
山
田
孝
雄
の

｢
こ
の
伝
説

[三
輪
山
の
神
婚
葦
]

に
て
は
三
輪
の
名
の
出
来
L
は
綜
麻
の
苧
の
残
れ
る
も
の
三
勾
の
み
な
り
さ
と
い
ふ

こ
と
な
れ
ば
､
綜
麻
そ
の
も
の
が
直
ち
に
三
輪
と
い
ふ
名
の
由
来
と
な
れ
り
と
い
ふ

に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
｣
(-1)と
い
う
も
の
に
尽
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
こ
で
山
容
説
が
残
る
の
だ
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
も
否
定
的
意
見
は
多
い
｡
山
田

の

｢
今
み
て
も
し
か
見
え
ざ
る
｣
(誓
と
い
う
意
見
は
､
長
-
通
説
と
な

っ
て
き
た
｡

し
か
し
､
｢
へ
そ
｣
が
ど
の
よ
う
な
形
の
も
の
か
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
だ

か
ら
､
こ
の
説
は
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
'
山
容
説
を
と
る
論
者

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
､
折
口
説
､
福
沢
説
の
二
つ
を
検
討
し
た
い
｡
二
人
は
と

も
に
へ
ソ
ガ
タ
を
紡
錘

(
ツ
ム
)
の
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
｡

折
口
信
夫
は

『
万
葉
集
辞
典
』
(全
集
版
)
の

｢
へ
そ
か
た
｣
の
項
で

｢
三
輪
山

ツ
ム

ヘ
ソ
ヲ

ミ
ワ

は
事
実
､
紡
錘
形
の
美
し
い
山
で
あ
る
か
ら
､
三
輪
に
綜
蘇
麻
の
三
勾
残

っ
た
か
ら

オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ

と
言
ふ
大

物

主

の
神
婚
三
輪
民
苛
の
出
来
た
の
も
､
山
の
形
の
聯
想
が
あ
る
の
で
あ

ヘ
ソ

ツ
ム

ら
う
｣
(崇
と
言
い
､
｢
三
輪
山
｣

の
項
で
は

｢
綜
麻
の
紡
錘
の
様
に
､
山
の
尾
長
-

ハ
ツ

セ

ガ

フ
チ

引
い
て
磯
城
平
野
の
､
初

瀬

河

内

の
入
口
に
延
び
て
ゐ
る
処
か
ら
､
当
時
の
人
､
蘇

麻
形
と
言

へ
ば
､
三
輪
山
を
思
ひ
浮
べ
た
為
で
あ
ら
う
｣
(E)と
も
説
明
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
福
沢
武

一
は
､

ヘ
ソ
ガ
タ
に
つ
い
て
の
諸
説
を
否
定
し
た
後
に
､
折

口
説
を

｢
新
た
な
見
解
｣
と
し
て
取
り
上
げ
て
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
｡
｢
ツ
ム
は

糸
を
巻
-
鉄
の
心
棒
で
す
｡
こ
れ
に
竹
の
細
い
管
を
通
し
､
糸
車
で
回
転
さ
せ
て
糸

を
巻
き
と
ら
せ
ま
す
｡
巻
き
と
る
ほ
ど
に
膨
ら
み
ま
す
｡
そ
れ
が
ヘ
ソ

(綜
麻
)
で

す
｡
そ
の
形
状
が
紡
錘
形
で
す
｡
‥
-
ど
う
も

[折
口
は
]

ヘ
ソ
と
ツ
ム
を
混
同
し

て
い
る
ら
し
い
｡

一
九
歌
の
綜
麻
形
は
即
紡
錘
形
と
考
え
て
い
い
｡

-
-
ぶ

っ
-
り

膨
ら
ん
だ
ヘ
ソ
の
縦
半
分
だ
か
ら
放
物
線
を
措
い
て
い
る
の
で
す
｡
横
半
分
で
も
同

じ
で
す
｣
と
言
う
(鷲

福
沢
の

｢折
口
は
混
同
し
て
い
る
｣
と
い
う
批
判
は
､
彼
の
説
明
を
取
り
違
え
て

い
る
と
思
わ
れ
る
｡
折
口
が

｢
ツ
ム
｣
と
言

っ
て
い
る
の
は
､
当
然
な
が
ら
心
棒
そ

の
も
の
で
は
な
-
､
そ
れ
に
糸
を
巻
い
た
紡
錘
形
の
こ
と
で
あ
る
｡
｢
山
の
尾
長
-

引
い
て
｣
と
折
口
が
説
明
し
て
い
る
の
は
､
彼
が
三
輪
山
の
山
容
は
紡
錘
形
が
横
に

な

っ
た
姿
だ
と
考
え
て
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
福
沢
の
批
判
は
こ
の
点
を
見
落
と

し
た
た
め
の
誤
解
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
た
め
に
､
福
沢
は
初
出
論

文
に
な
い

｢横
半
分
で
も
同
じ
で
す
｣
と
い
う

一
文
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
な
ら
､
折
口
へ
の
批
判
は
取
り
消
す
べ
き
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(鷲

折
口
説
に
た
い
し
､
福
田
は
三
輪
山
の
形
を
紡
錘
を
縦
に
し
た
時
の
上
半
分
だ
と

考
え
た
｡
二
人
の
説
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡

B福沢説A折口説

図 1 紡錘形説
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ど
ち
ら
も
､
そ
れ
な
り
に
三
輪
山
の
形
に
近
い
と
は
言
え
よ
う
｡
し
か
し
､
私
は

二
人
の
所
説
は
､
ど
ち
ら
も
ヘ
ソ
を
紡
錘
に
巻
か
れ
た
糸

(
ツ
ム
)
と
見
な
し
た
点

に
お
い
て
誤
り
だ
と
思
う
｡
紡
錘
に
巻
か
れ
た
糸
が
ヘ
ソ
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
実
は

存
在
し
な
い
か
ら
だ
｡

へ

そ

へ

ソ

｢綜
麻

｣
は
古
事
記
崇
神
天
皇
条
の
三
輪
山
の
神
の
神
婚
葦
に

｢開

蘇
｣
と
し
て

出
て
く
る
も
の
で
､
古
来
研
究
者
に
よ

っ
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
き
た
｡
古
事
記
伝

ニ

ヘ
ソ

ノ

フ
ル

ウ
ミ
ヲ
ヲ
マ
ロ
ク
マ
ケ
ル

ナ
リ

は

｢和
名
抄
に
､
楊
氏
漢
語
抄
云
､
巻
子
閃
蘇
､
-
‥
間
巷
所
伝
､
続

麻

円

巻

名

也

ナ
ノ
コ
コ
ロ

ヘ

ソ

と
あ
り
'
名

義

は
､
綜

麻
に
や
｣
(崇
と
述
べ
て
い
る
｡
大
槻
文
彦
の
大
言
海
は

｢績

ウ
ツ
ロ

ミ
タ
ル
糸
ヲ
球
ノ
如
ク
絡
ヒ
ツ
ケ
タ
ル
モ
ノ
｡
外
､
円
ク
'
内

虚

ニ
テ
､
環
ノ
如

ヘ
ソ

ヘ
ソ

シ
｣
(空
と
説
明
し
て
い
る
｡
崇
神
天
皇
条
の

｢閏
蘇
｣
も

一
九
番
歌
の

｢綜
麻
｣
も
､

当
て
ら
れ
た
字
は
異
な
る
が
同
じ
も
の
に
違
い
な
い
｡

つ
ま
り

｢綜
麻
｣
と
は
､
古
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
ま
で
常
に

｢中
空
に
巻
か
れ

た
糸
｣
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を

｢
四
つ
枠
｣
や

｢
ツ
ム
｣
と
同

一
視

ヘ
ソ

し
て
少
し
も
怪
し
ま
な
い
研
究
者
が
い
る
の
は
､
か
な
り
以
前
か
ら

｢綜
麻
｣
を
莱

際
に
見
た
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
t
へ
ソ
は
'
現
代
で
も

東
北
の
村
で
作
ら
れ
て
い
て
､
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

写
真
Ⅰ
は
､
山
形
県
鶴
岡
市
関
川
で
筆
者
が
平
成
二
〇
年
の
秋
に
撮
影
し
た
シ
ナ

糸
の
綜
麻
で
あ
る
｡
美
し
い
鶏
卵
の
形
を
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
博
物
館
の
展
示
品

や
工
芸
品
で
は
な
-
､
関
川
村
の
商
業
的
な
し
な
織
り
生
産
の
中
で
､
村
の
技
術
伝

承
者
の
女
性
が
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
｡
麻
糸
の
綜
麻
は
､
米
沢
市
の

｢原
始
布

･

古
代
織
参
考
館
｣
で
展
示
品
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
様
の

鶏
卵
型
を
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
靭
皮
織
経
の
糸
玉
は
､
現
在
で
は

｢
ヘ
ソ
玉
｣
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
｡

Iつノ

麻
糸
'
シ
ナ
糸
な
ど
の
靭
皮
繊
維
の
糸
は
､
績
む
作
業
が
終
わ

っ
た
後
'
オ
ボ
ケ

(積
ん
だ
糸
を
入
れ
る
桶
｡
竹
篭
の
こ
と
も
あ
る
)
を
ひ
っ
-
り
返
す
｡
そ
し
て
､

写真 1 へソ玉 (鶴岡市関川)

写真 2 ヘソ玉のたて穴

最
初
の
糸
口

(初
緒
)
.か
ら
､
左
手
の
親
指
に
巻
い
て
ゆ
-
｡
巻
き
終
え
て
親
指
を

抜
-
と
､
中
心
に
円
筒
形
の
縦
穴
が
あ
る
糸
玉
が
で
き
る

(写
真
-
)｡
和
名
抄
や

大
言
海
が

｢中
空
に
巻
か
れ
た
糸
｣
と
説
明
し
た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
｡
靭
皮
繊
維

の
糸
は
す
べ
て
同
じ
作
業
に
よ

っ
て
へ
ソ
に
巻
か
れ
る
｡

草
木
布
の
生
産
過
程
に
お
い
て
t
へ
ソ
は
必
須
の
そ
し
て
最
も
普
遍
的
な
技
術
で

あ

っ
た
｡
ヘ
ソ
は
､
三
輪
山
の
神
婚
葦
の
時
代
か
ら
越
後
上
布
の
繁
栄
期
ま
で
草
木

布
の
生
産
が
あ
る
限
り
絶
え
る
こ
と
な
-
作
ら
れ
続
け
て
き
た
｡
そ
れ
は
､
こ
れ
が

糸
に
方
向
性
の
あ
る
靭
皮
繊
維
の
糸
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
も

っ
と
も
合
理
的
な
技

術
的
特
性
を
も

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(鷲

初
緒
か
ら
巻
か
れ
て
ヘ
ソ
と
な
っ
た
草
木
糸
は
､
次
の
作
業
を
新
た
に
始
め
る
時
､

中
央
の
空
洞
か
ら
糸
口

(初
緒
)
が
引
き
出
さ
れ
て
ゆ
-
｡
こ
れ
に
よ

っ
て
､
糸
は

順
方
向
に
流
れ
て
ゆ
-
こ
と
に
な
る
｡
も
し
糸
が
糸
枠
や
紡
錘
に
巻
か
れ
て
い
る
と

F亭育
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し
た
ら
､
糸
は
外
側
か
ら

(
つ
ま
り
末
緒
か
ら
)
引
き
出
さ
れ
て
ゆ
-
か
ら
､
逆
方

向
に
進
む
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
で
は
糸
は
結
び
目
で
毛
羽
が
立
ち
､
切
れ
て
し
ま
う
｡

だ
か
ら
靭
皮
繊
維
の
糸
は
す
べ
て
へ
ソ
に
巻
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
糸
が
内
部
の
縦
穴
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
た
め
に
､
へ
ソ
は
常
に
直
立
し

て
動
か
ず
､
毛
糸
玉
の
よ
う
に
転
が

っ
た
り
飛
び
跳
ね
た
り
し
な
い
と
い
う
利
点
も

あ
る
｡

へ
そ

こ
の
よ
う
に
綜
麻
は
靭
皮
繊
維
の
糸
の
調
製
に
は
､
も

っ
と
も
適
合
的
な
技
術
で

あ

っ
た
が
､
糸
が
最
後
の

一
条
ま
で
一
度
も
滞
る
こ
と
な
-
出
て
行
-
た
め
に
は
､

き
わ
め
て
高
度
な
熟
練
を
必
要
と
し
た
｡
そ
し
て
､
高
度
な
技
術
を
も
つ
者
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
ヘ
ソ
は
均
整
が
と
れ
て
い
て
美
し
い
｡
三
輪
山
の
山
容
は
､
美
し
く
巻

か
れ
た
ヘ
ソ
の
上
半
分
と
相
似
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

奈
良
盆
地
に
住
む
古
代
人
に
と

っ
て
見
慣
れ
た
山
の
形
と
は
富
士
山
の
よ
う
な
コ

ニ
ー
デ
形
の
も
の
で
は
な
-
､
耳
成
山
の
よ
う
な
ト
ロ
イ
デ
形
の
も
の
で
あ

っ
た
｡

奈
良
盆
地
の
そ
う
し
た
山
の
中
で
も
､
三
輪
山
の
均
整
の
と
れ
た
美
し
さ
は
群
を
抜

い
て
い
る
｡

試
み
に
､
三
輪
山
の
写
真
を
横
だ
け

50
%
に
縮
尺
し
た
も
の
を
掲
げ
る

(図
-
)｡

こ
の
山
の
わ
ず
か
な
膨
ら
み
を
も

っ
た
稜
線
の
美
し
さ
は
'
へ
ソ
玉
と
共
通
し
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
｡
ま
た
､
三
輪
山
の
頂
上
が
ヘ
ソ
玉
の
上
部
と
同
じ
よ
う
に

水
平
に
切
り
取
ら
れ
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と

は
'
三
輪
山
を
山
の
間
近
に
立

っ
て
眺
め
て
見
る
と
､

一
層
明
ら
か
に
実
感
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
た
だ
し
､
山
頂
の
水
平
な
形
は
､
山
の
南
側
か
ら
で
な
い

と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

三
輪
山
伝
承
は
､
神
の
衣
に
刺
さ
れ
た
針
と
ヘ
ソ
の
糸
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
｡

こ
の
伝
承
を
前
提
に
し
て
､
井
戸
王
は

｢
へ
ソ
ガ
タ
の
サ
ノ
ハ
リ
｣
の
歌
を
三
輪
山

の
神
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
｡

南側から見た三輪山 (横50%縮尺)図2

(三
)
｢林
の
先
の
佐
野
榛
｣
と
は
何
か

｢林
の
先
｣
は
､
｢林
の
は
ず
れ
｣
(多
田

一
臣

｢
万
葉
集
全
解
-
)､
｢林
の
と

り
つ
き
の
所
｣
(岩
波
､
日
本
古
典
文
学
大
系
4
)､
｢林
の
端
｣
(新
潮
日
本
古
典
集

成
万
葉
集

一
)
な
ど
と
い
う
の
が

一
般
的
理
解
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
は

｢林
の

向
こ
う
側
の
こ
こ
か
ら
は
見
え
な
い
場
所
｣
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
に
あ

る
榛
の
木
は
こ
こ
奈
良
山
か
ら
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
そ
の
木
の
色
は
私
た

ち
が
今
着
て
い
る
衣
に
染
料
と
な
っ
て
付
い
て
い
る
､
だ
か
ら
私
た
ち
は
見
る
こ
と

が
で
き
る
-

井
戸
王
は
こ
う
主
張
し
て

｢
目
に
付
-
わ
が
背
｣
と
対
比
さ
せ
た
｡

こ
う
理
解
し
て
こ
そ
､
雲
が
山
を
隠
し
て
い
る
現
実
を
嘆
い
た

一
八
番
歌
に
和
し
た

こ
と
に
な
る
の
だ
｡

つ
ぎ
に

｢佐
野
榛
｣
だ
が
､
そ
れ
が
何
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は

｢綜
麻
形
の
林
の

先
の
｣
が

｢佐
野
｣
に
掛
か
る
の
か
､
そ
れ
と
も

｢榛
｣
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
必
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要
が
あ
る
｡
前
者
な
ら

｢佐
野
の
野
に
生
え
て
い
る
榛
｣
と
な
り
､
後
者
な
ら

｢林
の

先
の
地
｣
に
生
え
て
い
る

｢佐
野
榛
｣
と
な
る
｡
前
者
は
榛
の
あ
る
場
所
を
示
す
だ
け

で

｢榛
｣
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
い
な
い
｡
後
者
な
ら

｢美
し
い
野
榛

(野
生
の
榛
)｣

と
い
う
意
味
に
な
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
｢佐
野
榛
｣
を
固
有
名
詞
と
考
え
る
こ
と

は
可
能
だ
が
､
そ
の
場
合
は
名
前
を
付
与
さ
れ
る
ほ
ど
印
象
的
な
木
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
｡
｢林
の
先
｣
が
ど
ち
ら
に
掛
か
る
か
､
簡
単
に
は
判
断
で
き
が
た
い
｡

通
説
に
従
い
､
こ
の
歌
が
染
料
と
し
て
の
榛
を
歌

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
｢美
し

い
木
｣
で
あ
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
､
前
者
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
井
戸
王
は
､
こ
の
榛
の
木
を
三
輪
山
と
対
比
さ
せ
て
､

一
行
の
人
々

が
も
う

一
度
見
て
別
れ
を
惜
し
み
た
い
も
の
と
し
て
歌

っ
た
と
も
言
え
る
｡
そ
れ
ほ

ど
美
し
い
木
だ

っ
た
の
な
ら
ば
､
後
者
を
採
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
榛
の
木
は

｢染
料
｣
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
多
-
の

人
が
認
め
て
い
る
が
､
こ
の
染
料
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
衣
を
染
め
､
そ
れ
が
何
色

で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
｡

榛
の
木
は
､

一
般
に
は
茶
色
や
黒
の
染
料
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
こ
れ

は
基
本
的
に
は
煎
液
に
よ
る
浸
染
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
井
戸
王
の
歌

は

｢衣
に
つ
-
｣
と
歌

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
こ
れ
は

｢摺
染
め
｣
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
て
き
た
｡
万
葉
集
に

｢榛
刷
り
｣
と
い
う
言
葉
や

｢真
榛
も
ち
摺
れ
る
衣
｣

(巻
七
-

一
一
五
六
)
と
い
う
歌
が
あ
る
こ
と
も
そ
の
強
い
傍
証
と
な

っ
て
き
た
｡

｢榛
摺
り
｣
が
ど
の
よ
う
な
技
法
か
､
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
未
解
明
の
課
題
で
あ

っ

た
が
､
そ
れ
に

一
つ
の
答
え
を
出
し
た
の
が
山
崎
青
樹
で
あ
る
｡

つ
ぎ
に
氏
の
た
ど

り
着
い
た
結
論
だ
け
を
紹
介
す
る

(嬰
｡

一
般
に

｢摺
り
染
め
｣
と
は
､
ち
ょ
う
ど
版
画
の
版
木
の
よ
う
な
､
模
様
を
彫

っ

た
平
ら
な
板
に
布
を
糊
で
貼
り
付
け
､
そ
の
上
か
ら
凸
型
の
模
様
の
部
分
に
の
み
す

り
潰
し
て
タ
ン
ポ
に
入
れ
た
染
料
を
擦
り
込
む
｡
藍
摺
り

(生
の
葉
)
や
花
摺
衣

(杜
若
や
露
草
の
花
)
は
こ
う
し
た
技
法
で
染
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
正
倉
院
宝

物
の
榛
摺
は
､
生
の
葉
を
こ
の
方
法
で
擦
り
込
ん
だ
も
の
だ
と
言
う
｡
こ
れ
に
対
し

法
隆
寺
献
納
宝
物
の
榛
摺
り
は
､
も
う
少
し
手
間
の
か
か
る
方
法
で
染
め
ら
れ
て
い

た
｡
ま
ず
榛
の
葉
や
堅
果

(ヤ
シ
ャ
ブ
シ
と
呼
ば
れ
る
も
の
)
の
煎
液
で
布
を
茶
色

に
染
め
る
｡
こ
の
布
を

一
般
の
摺
り
染
め
と
同
様
に
模
様
を
彫

っ
た
平
板
に
貼
り
付

け
る
｡
そ
し
て
､
凸
と
な

っ
た
部
分
に
の
み
布
の
上
か
ら
鉄
媒
染
液
を
擦
り
込
む
｡

こ
れ
に
よ
り
､
模
様
部
分
だ
け
が
媒
染
さ
れ
て
黒
色
と
な
る
｡
こ
う
し
て
､
地
の
色

が
茶
色
､
擦
り
込
ん
だ
模
様
が
黒
色
の
布
と
な
る
｡

榛
摺
り
が
榛
の
生
薬
を
用
い
た
も
の
と
､
鉄
媒
染
液
を
用
い
た
も
の
の
二
種
類
が

あ
る
と
い
う
山
崎
の
説
は
卓
見
だ
が
､
そ
れ
は
法
隆
寺
や
正
倉
院
の
宝
物
の
布
の
色

を
再
現
し
よ
う
と
し
て
兄
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
井
戸
王
の
歌
の
榛
の
木
の
色

が
こ
う
し
た
地
味
な
色
で
あ

っ
た
こ
と
を
直
接
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
｡

榛
の
葉
や
樹
皮
､
堅
栗
を
用
い
た
染
色
法
で
は
､
布
は
焦
げ
茶
か
黒
に
し
か
染
ま

ら
な
い
｡
し
か
し
､
遷
都
の
行
幸
に
望
ん
だ
女
官
た
ち
が
､
こ
ん
な
地
味
な
色
の
衣

裳
を
ま
と

っ
て
い
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
い
ま

一
つ
の
可
能
性
は
､
彼
女
た
ち
の
衣

服
の
色
が
､
榛
の
木
の
花
を
直
接
擦
り
つ
け
る
方
法
に
よ

っ
て
染
め
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
｡
榛
の
木
は
雌
雄
同
株
だ
が
､
雄
花
は
赤
い
｡
こ
れ
を

搾

っ
て
布
に
擦
り
つ
け
れ
ば
赤
色
に
染
ま
る
｡

も
ち
ろ
ん
､
花
の
摺
り
染
め
の
堅
牢
性
は
か
な
り
低
い
｡
万
葉
集
で
は
花
摺
り
は

変
わ
り
や
す
い
も
の
の
象
徴
で
あ

っ
た
｡
先
に
紹
介
し
た
万
葉
歌
は

｢真
榛
も
ち
摺

れ
る
衣
の
盛
り
過
ぎ
行
-
｣
と
歌

っ
て
い
る
か
ら
､
花
の
摺
り
染
め
で
あ
ろ
う
｡
堅

牢
性
が
い
か
に
低
-
と
も
､
古
代
の
女
性
た
ち
は
､
重
要
な
儀
式
に
臨
む
時
に
は
鮮

や
か
な
色
で
布
を
染
め
る
手
間
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
井
戸
王
と

一
行
の

女
性
た
ち
が
身
に
つ
け
て
い
た
の
は
､
こ
の
歌
と
同
じ
-
､
榛
の
花
摺
り
の
衣
だ

っ

た
に
ち
が
い
な
い
｡

臣事弓
FiI
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(四
)
｢
目
に
つ
く
｣
の
意
味

井
戸
王
が

｢
目
に
付
-
吾
が
背
｣
と
詠

っ
た
理
由
は
な
に
か
｡
｢
目
に
付
-
｣
は

今
は
目
に
焼
き
付
-
と
言
う
表
現
が
普
通
で
あ
る
が
､
要
点
は

｢目
を
つ
ぶ

っ
て
も
｣

見
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
｡

つ
ま
り

｢険
が
視
野
を
さ
ま
た
げ
て
も
｣
愛
し
い
人
が

見
え
る
よ
う
に
､
｢
雲
が
視
野
を
さ
ま
た
げ
て
も
｣
三
輪
山
の
お
姿
は
見
え
る
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
論
理
に
よ

っ
て
､
井
戸
王
は
雲
に
激
し
い
恨
み
を
投

げ
つ
け
た
天
智
を
宥
め
た
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
､
三
つ
の
見
え
な
い
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
｡

①
三
輪
山
の
林
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
い
佐
野
榛
-
-
衣
に
つ
い
て
見
え
る
｡

②
険
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
い
わ
が
背
-
-
目
に
つ
い
て
見
え
る
｡

③
雲
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
い
三
輪
山
｡

井
戸
王
は
実
際
に
は
見
え
な
い

｢佐
野
榛
｣
と

｢
わ
が
背
｣
が
見
え
る
と
歌
う
こ

と
に
よ

っ
て
､
三
輪
山
も
ま
た
見
え
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
｡
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
論
理
に
基
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
｡

天
智
の

一
行
は
､

一
七
番
歌
で
神
と
約
束
し
た
通
り
国
境
に
い
た
る
途
上
で
神
に

祈
り
を
捧
げ
た
｡
し
か
し
､
機
嫌
を
損
ね
た
神
は
人
の
誠
実
さ
を
疑
う
か
の
ご
と
-

幾
度
と
な
-
雲
の
後
ろ
に
隠
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
び
に
人
々
は
立
ち
止
ま
り

神
に
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
｡
こ
う
し
た
直
前
の
強
烈
な
記
憶
を
前
堤

に
し
て
､
井
戸
王
は

｢佐
野
榛
が
衣
に
つ
-
よ
う
に
｣
と
歌

っ
た
の
で
あ
る
｡

花
摺
り
の
染
料
は
繰
り
返
し
布
に
摺
り
込
ま
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
｡
そ
の
作
業
と

同
じ
よ
う
に
､
天
皇

一
行
は
こ
の
日
の
遷
都
の
途
上
で
繰
り
返
し
三
輪
山
を
振
り
返

っ

た
｡
幾
た
び
も
見
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
､
山
の
姿
は
､
榛
の
花
の
染
料
が
衣
に
つ
-

よ
う
に
､
私
た
ち
の
目
に
擦
り
込
ま
れ
､
私
た
ち
は
目
を
閉
じ
れ
ば
三
輪
山
の
お
餐

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
な
ら
ば
､
非
情
の
雲
が
い
-
ら
三
輪
山
を
隠
し
て
も

は
こ
う
努
め
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
歌
は
､
も
ち
ろ
ん
天
智
が
尊
大
な
気
持
ち
を
捨
て
至
誠
の
気
持
ち
で
三
輪
山

の
神
に
祈

っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
｡
そ
の
気
持
ち
を
神
が
十
分
理
解
し
て
い

る
と
感
じ
た
か
ら
こ
そ
､
天
皇
は
こ
の
歌
を
得
て
安
心
し
て
奈
良
山
を
越
え
て
ゆ
-

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

少
し
も
嘆
-
必
要
は
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

､
激
高
す
る
天
智
を
､
井
戸
王

五

三
輪
山
の
神
の
寛
恕

井
戸
王
は
花
摺
り
の
論
理
に
よ

っ
て
三
輪
山
が
見
え
る
こ
と
を
示
し
､
天
智
を
育

め
る
こ
と
が
で
き
た
｡
し
か
し
'
人
で
あ
る
天
智
だ
け
で
な
く
､
神
も
ま
た
宥
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
見
え
る
こ
の
難
題
を
､
井
戸
王
は
ど

の
よ
う
に
し
て
解
決
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

染
料
と
し
て
の
榛
も
衣
服
調
製
の
針
も
､
ど
ち
ら
も
衣
に
つ
-
も
の
で
あ
る
｡
だ

か
ら
こ
の
歌
の

｢榛
｣
に
は

｢針
｣
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
が
､

-
り
か
え
し
唱
え
ら
れ
て
き
た
｡
た
し
か
に

｢
ハ
リ
｣
は
音
感
の
強
い
言
葉
で
耳
か

ら
入
る
と

｢針
｣
と
聞
こ
え
る
｡
布
が
榛
の
染
料
に
よ

っ
て
染
ま
る
こ
と
自
体
は
男

女
関
係
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
､
も
し
サ
ノ
バ
リ
に

｢針
｣
の
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
､
こ
れ
は
男
女
の
仲
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
と
な
る
｡

三
輪
山
の
神
婚
譜
で
は
針
が
神
の
裾
に
刺
さ
れ
､
そ
の
正
体
が
探
索
さ
れ
た
｡
こ

う
し
た
説
話
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
､
古
代
社
会
特
有
の
習
慣
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
｡
そ
れ
は
､
女
性
が
男
の
衣
服

(裾
や
襟
な
ど
)
に
糸
で
印
を
つ
け
る
習
慣
で
あ

る
｡
こ
う
し
た
印
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
'
女
に
よ
る
男
の

｢専
有
｣
の
宣
言
で
あ

り
､
そ
れ
は
他
の
女
た
ち
対
す
る

｢
こ
れ
は
私
の
専
有
す
る
男
だ
か
ら
手
を
出
す
な
｣

と
い
う
強
い
警
告
の
呪
紋
で
も
あ
る
｡

こ
う
し
た
印
は
､
日
本
で
は
も

っ
ぱ
ら
女
性
の
側
が
付
与
す
る
も
の
だ
が
､
西
洋



武笠俊一 神を説得した歌の力について一三輪山惜別歌再考-

で
は
男
女
が
同
様
の
意
味
を
持
つ
も
の

(た
と
え
ば
指
輪
な
ど
)
を
贈
り
合
う
習
慣

が
あ

っ
た
｡
ど
ち
ら
も
'
二
人
の
関
係
が
互
い
に
相
手
を
専
有
し
て
い
る
こ
と
､

つ

ま
り
相
愛
の
恋
人
同
士
か
夫
婦
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
習
慣
を
前
提
に
し
て
古
事
記
の
三
輪
山
伝
承
を
読
め
ば
'
オ
オ
タ
タ
ネ

コ
が
こ
の
神
婚
葦
に
よ

っ
て
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
彼
は
､

神
の
衣
に

｢糸
の
印
｣
が
付
け
ら
れ
た
と
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
イ
ク
ク
マ
ヨ
リ
ヒ

メ
が
大
物
主
大
神
を
独
占
す
る
､
た
だ

一
人
の

｢神
の
妻
｣
で
あ

っ
た
こ
と
を
証
明

せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
神
話
を
前
提
に
す
れ
ば
'
神
の
衣
に
糸
を
付
け
た
女
性
は

｢神
の
妻
｣

で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
井
戸
王
は
自
分
の

｢佐
野
針
｣
が
神
の
衣
に
付
い
て
い
る
と

歌
い
二
人
が

一
本
の
糸
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
｡
さ
ら
に
神
に
向
か

っ
て

｢
わ
が
背
｣
と
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
自
分
が
三
輪
山
の

｢神
の
妻
｣
と
な

る
こ
と
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
｡

遷
都
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
'

一
行
の
内
で
も

っ
と
も
美
し
い
女
性
が
神
の
妻

と
な
る
こ
と
を
申
し
出
た
｡
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
女
性
の
無
償
の
献
身
な
ら
ば
､
三
輪

山
の
神
も
寛
恕
さ
れ
る
だ
ろ
う
-

･人
々
は
そ
う
考
え
て
､
奈
良
山
を
越
え
て
い
っ

た
の
で
あ
る
｡

古
代
に
お
い
て
､

一
族
の
中
の
も

っ
と
も
美
し
い
女
性
を
神
の
妻
と
す
る
こ
と
は
､

神
を
宥
め
る
有
力
な
手
段
の
一
つ
で
あ

っ
た
｡
こ
の
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
､
井
戸
王

の
歌
は
恋
の
歌
で
は
な
-
､
神

へ
の
献
身
の
歌
だ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

危
機
に
瀕
し
た
遷
都
事
業
が
額
田
王
と
井
戸
王
の
二
人
の
女
性
の
歌
の
力
に
よ
っ

て
完
成
さ
れ
た
と
い
う
事
件
は
､
古
代
人
に
歌
の
持
つ
呪
力
を
強
-
感
じ
さ
せ
る
出
来

事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
め
に
､
人
々
は
こ
の
三
首
の
歌
を
長
-
記
憶
に
と

ど
め
賞
賛
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
歌
の
呪
力
が
万
葉
集
が
完
成
し
た

時
代
に
は
も
う
理
解
さ
れ
難
-
な
っ
て
い
た
こ
と
が
､
左
往
の
記
事
か
ら
推
測
で
き
る
｡
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寓
葉
集
講
座
五
』
有
精
堂

一
二
九
貢

(8
)
前
掲
寺
田
論
文
､
二
頁

(-
)
前
掲
寺
田
論
文
､
四
頁

(10
)前
掲
寺
田
論
文
､
七
頁

(
‖
)
奈
良
山
説
を
採
る
の
は
'

一
〇
三
頁
)
､
直
木
孝
次
郎

山
本
健
吉

(『
万
葉
秀
歌
鑑
賞
』
講
談
社

一
九
八
七
年

(『
奈
良
』
岩
波
書
店

一
九
七

一
年
)
､
虞
岡
義
隆
前
掲
論

文
な
ど
｡

(
12
)
前
掲
寺
川
論
文
､

一
一
頁

(
13
)
前
掲
寺
川
論
文
､

l
二
I

l
三
頁

(
14
)
中
西
進

『
万
葉
史
の
研
究

上
巻
』

一
九
六
八
年

桜
楓
社

二
二
九
頁

(
15
)
山
本
前
掲
書

一
〇
七
頁

(
16
)
山
田
孝
雄

『高
菜
集
講
義

巻

l
』
宝
文
館
出
版

一
九
二
八
年

二

二
-

二

三

頁

(
17
)
吉
田
金
彦

『吉
田
金
彦
著
作
選
4
』
明
治
書
院

二
〇
〇
八
年

二
七
九
-
三
二

一
頁
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(
18
)
壬
生
幸
子

｢井
戸
王
歌
試
解
-

万
葉
集
巻
-
一
九
の

｢
わ
が
背
｣
に
つ
い
て
-

｣

二
〇
頁

(19
)
佐
竹
昭
虞

｢蛇
婿
人
の
源
流
-

『綜
麻
形
』
解
読
に
関
し
て
1

｣
『国
語
国
文
』

一
九
五
四
年

一
〇
頁

(
20
)
吉
田
前
掲
書

三
〇
八
頁

(
21
)
山
田
孝
雄

『高
菜
集
講
義

巻

l
』
宝
文
館
出
版

l
九
二
八
年

l
〓

貢

(
22
)
山
田
孝
雄

『前
掲
書

一
二

貢

(
23
)
折
口
信
夫

『折
口
信
夫
全
集
』
六
巻

三
〇
二
貢

(
24

)

折
口
前
掲
書

三
五
八
貢

(
25
)
福
沢
前
掲
書

二

一
七
-
二

一
八
頁
｡

(26
)
引
用
文
の
初
出
論
文

(｢額
田
王
の
三
輪
山
非
歌
｣)
の
該
当
箇
所
は
､

一
二
九
1

一
三
〇

頁
に
あ
る
｡

(
27
)
本
居
宣
長

『古
事
記
伝
』
本
居
宣
長
全
集
十

一
巻

三
五
頁

(
28
)
大
槻
文
彦

『大
言
海
』
冨
山
房

一
九
三
五
年

(
29

)

長
野
五
郎

･
ひ
ろ
い
の
ぶ
こ

『織
物
の
原
風
景
-
樹
皮
と
草
皮
の
布
と
機
』

紫
紅
社

一
九
九
九
年

一
一
九
貢

(
30
)
山
崎
青
樹

『古
代
染
色
二
千
年
の
謎
と
そ
の
秘
訣
』
美
術
出
版
社

二
〇
〇
一
年

宍




