
『高

菜

集
』

を

切

り

刻

む

○
キ
ー
ワ
ー
ド
-

形
成

･
原
初
形

･
増
補

･
テ
キ
ス
ト
論

･
磐
姫
歌
群

｢

は
じ
め
に
-

巷
第

一
の
巻
頭
歌
か
ら

『
高
菜
集
』
巻
第

一
の
巻
頭
歌

(1

二

)
は
'
｢泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天

皇
｣
(大
泊
瀬
稚
武
天
皇
､
雄
略
天
皇
)
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
単
独
長

歌
で
あ
る
｡
ま
ず
そ
の
歌
を
掲
げ
る
｡

天
皇
御
製
歌

寵
毛
輿

美
穂
母
乳

布
久
思
毛
輿

美
夫
君
志
持

此
岳
ホ

菜
採
須
見

家
告
閑

名
告
紗
根

虚
見
津

山
跡
乃
囲
者

醐
絹
師
的

絹

㌍

細
網

誓

書
己
曽
座
}

C

こ
の
長
歌
作
品
に
つ
い
て
中
西
進
氏
が
次
の
指
摘
を
し
て
い
る

(注
1
)
0

-
上
略
-
疑
問
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
'

｢私
こ
そ
言
お
う
｡
だ
か
ら
あ
な
た
も
言
い
な
さ
い
｡
｣
(C
)
と
言

い
な
が
ら
'
実
は
'
そ
の
前
に
自
分
は
ど
う
い
う
人
間
か
と
い
う
こ

康

岡

義

隆

と
を
す
で
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
ね

(B
)0
-
中
略
-
こ
の

｢そ

ら
み
つ

大
和
の
国
は

お
し
な
べ
て

わ
れ
こ
そ
居
れ

し
き
な

べ
て

わ
れ
こ
そ
座
せ
｣
(B
)
の
部
分
を
か
り
に
取
っ
て
し
ま
い
ま

す
と
矛
盾
は
起
こ
ら
な
い
で
す
ね
｡
ず
っ
と
続
け
て
読
ん
で
み
ま
す

と

｢龍
も
よ

み
龍
持
ち

掘
串
も
よ

み
掘
串
持
ち

こ
の
岳
に

菜
摘
ま
す
児

家
聞
か
な

名
告
ら
さ
ね

わ
れ
こ
そ
は

告
ら
め

家
を
も
名
を
も
｣
(A

･
C
)
と
言
う
の
で
す
か
ら
｡
ど
う
も
こ
の
歌

の
そ
も
そ
も
の
形
は
そ
う
い
う
形
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
｡

(A

･
B

･
C
は
虜
岡
の
書
き
込
み
に
よ
る
｡
)

右
の
中
西
氏
の
言
及
は
､
長
歌
の
原
初
の
姿
は
t
A
か
ら
C
へ
続
い
て

い
た
も
の
で
あ
り
'
そ
の
間
に
割
り
込
む
形
で
B
の
王
権
と
し
て
詞
章
を

挿
入
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
大
王
の
歌
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
見
る
も
の
で

あ
る
｡
即
ち
'
歌
の
元
の
姿
は
大
王
と
は
関
わ
ら
な
い
民
間
に
お
け
る
妻

問
い
の
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

現
在
'
『
黄
葉
集
』
巻
第

一
の
巻
頭
歌

(
1

二

)
に
つ
い
て
､
そ
の
標

目
が
示
す
年
代
の
ま
ま
に
五
世
紀
の

｢泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
代
｣
の
作

で
あ
る
と
全
肯
定
し
た
り
'
標
目
下
注
の

｢大
泊
瀬
稚
武
天
皇
｣
(雄
略
天
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皇
)
の
作
歌
で
あ
る
と
鵜
呑
み
に
は
せ
ず
'
編
纂
時
に
お
け
る
雄
略
天
皇

へ
の
仮
託
歌
で
あ
る
と
見
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら

『高

菜
集
』
巻
第

一
の
主
張
と
し
て
は
へ
巻
頭
歌

(1

二

)
は

｢泊
瀬
朝
倉
宮

御
宇
天
皇
｣
に
よ
る
｢天
皇
御
製
歌
｣
で
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
'

こ
れ
は
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
｡

さ
て
'
『黄
葉
集
』
の
理
解
に
お
い
て
'
例
え
ば
こ
の
巻
第

一
の
巻
頭
歌

に
つ
い
て
へ
｢泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
｣
に
よ
る

｢天
皇
御
製
歌
｣
と
し
て

一
首
を
理
解
す
る
の
が
良
い
の
か
､
そ
れ
と
も
現
在
見
る
姿
を
解
体
し
､

そ
の
原
初
形
で
見
る
の
が
良
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡

い
て
'
解
体
し
た
原
初
形
で
見
る
と
い
う
こ
と
は
'
即
ち
t

と
続
く龍

毛
輿

美
穂
母
乳

布
久
恩
毛
輿

美
夫
君
志
持

一
番
歌
に
お

A
か
ら
C
へ

此
岳
ホ

菜
採
須
見

家
告
閑

名
告
紗
根

我
許
背
歯

告
目

家
呼
毛
名
雄
母

と
い
う
歌
形
で
見
る
こ
と
に
な
り
､
歌
の
姿
と
し
て
は
'

-
-
此
の
岳
に

菜
採
ま
す
児

家
告
ら
せ

名
告
ら
さ
ね

(A
)

･･･-
我
こ
そ
は

笥

め

剥
を
も
剰
を
も

(C
)

と
な
っ
て
､
A
と

Cと
は
み
ご
と
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
｡
即
ち
､
ま

ず
A
に
お
い
て
'
目
前
の
春
の
丘
で
若
菜
を
摘
ん
で
い
る

｢児
｣
(を
と
め
)

の

の

に
対
し
て

｢家
告
ら
せ

名
告
ら
さ
ね
｣
と
男
は
求
婚
L
t
つ
い
で
C
に

の

お
い
て
'
ま
ず
私
か
ら

｢告
ら
め

家
を
も
名
を
も
｣
と
照
応
す
る
こ
と

に
な
り
'
短
い
な
が
ら
も
そ
の
結
構
は
整

っ
て
い
る
｡
そ
の
間
に
大
王
と

し
て
の
名
乗
り
の
B
が
掃
入
さ
れ
て
'
民
間
歌
謡
と
し
て
の

｢A
･
C
｣

の
長
歌
が
大
王
の
歌

へ
と
変
え
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
明
ら
か
と
な
る
｡

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
佐
竹
昭
広
氏
が
巻
十
三
の
歌
謡
に
お
い
て
'

三
三
三
九
番
歌

(長
歌
)
は
'
三
三
三
五
番
歌

(長
歌
)
の
歌
の
中
に
､
サ

ン
ド
イ
ッ
チ
状
に

(佐
竹
氏
の
表
現
で
は

｢す
っ
ぽ
り
と
包
み
囲
ん
だ
形
｣
で
)

三
三
三
六
番
歌

(長
歌
)
の
一
部
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
と
共

に
'
こ
う
し
た
こ
と
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
民
族
叙
事
詩
カ
レ
ワ
ラ
歌
謡
に

も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
､
カ
ー
ル
レ
･
ク
ロ
ー
ン
の

『
民
俗
学

方
法
論
』
を
引
用
し
て

(岩
波
文
庫
九
八
頁
)'
論
を
展
開
し
た

(注
2
)
｡
佐

竹
氏
は
'
巻
第

一
の
巻
頭
歌

(1

二

)
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
し
て
い

な
い
.の
で
あ
る
が
t
A

･
C
の
間
に
B
の
詞
章
を
挟
む
形
は
'
ま
さ
に
佐

竹
氏
が
指
摘
し
た
方
式
に
よ
る
形
成
で
あ
る
と
押
さ
え
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
｡

形
成
過
程
と
い
う
こ
と
で
は
'
例
え
ば

『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
も
指

摘
で
き
る
｡
『
伊
勢
物
語
』
は
三
段
階
的
成
立
な
ど
'
そ
の
形
成
論
が
云
々

さ
れ
る
が
'
そ
れ
は
章
段
単
位
の
論
で
あ
る
｡
今
'
そ
う
し
た
章
段
単
位

の
形
成
論
は
横

へ
置
き
'

一
つ
の
章
段
の
中
に
お
い
て
も
､
増
補
箇
所
が

容
易
に
指
摘
で
き
る
｡
例
え
ば
'
流
布
本
の
第

一
段
に
お
い
て
'

つ
い
て
お
も
し
ろ
き
事
と
も
や
思
け
む

み
ち
の
く
の
し
の
ふ
も
ち
す
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
み
た
れ
そ
め
に
し
我
な

ら
な
く
に

と
い
ふ
う
た
の
心
は

へ
な
り
む
か
し
人
は
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
ひ

を
な
む
し
け
る

と
い
う
末
尾
の
一
節
は

｢春
日
野
｣
の
歌
を
受
け
､
そ
の
前
に
位
置
す
る
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第

一
段
本
文

へ
の
注
記
と
し
て
あ
り
､
増
補
さ
れ
た
箇
所
で
あ
っ
て
'
『
伊

勢
物
語
』
の
原
姿
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
'

一

つ
の
章
段
の
中
に
お
い
て
も
'
作
品
形
成
上
の
先
後
と
い
う

｢段
差
｣
が

あ
り
'
｢層
｣
が
存
在
し
て
い
る
｡

問
題
は
､
こ
の
増
補
箇
所
を
含
め
て
作
品
を
理
解
す
る
の
か
'
ど
う
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
例
え
ば
鈴
木
日
出
男
氏
は
'
こ
の
言
辞
ま
で

を
含
め
て
'
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る

(注
3
)
0

右
の
初
段
の
末
尾
､
｢昔
人
は
'
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む

し
け
る
｣
の
文
言
は
'
あ
く
ま
で
も
物
語
の
語
り
手
の
言
葉
と
し
て

定
位
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
､
作
中
人
物
の
言
動
を
単
に

客
観
的
に
伝
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
へ
む
し
ろ
語
り
手
の
主
観

を
通
し
た
叙
述
に
な

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ
こ
で
の
語
り
手

は
'
｢お
い
つ
き
て
｣
｢
つ
い
で
-
｣
と
も
連
動
さ
せ
な
が
ら
'
｢昔
人
｣

の

｢
い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
と
い
う
微
妙
な
物
言
い
を
通
し
て
'
お

の
ず
と
歌
の
力
の
復
権
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､

｢昔
男
｣
と
は
'
過
往
の
時
代
の
男

1
般
を
さ
す
の
で
は
な
く
､
物

語
の
冒
頭
に

｢昔
､
男
-
｣
と
し
て
設
定
さ
れ
る
'
こ
の
物
語
主
人

公
を
さ
す
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
り
に
過
去
の
男

一
般
と
す

れ
ば
､
語
り
手
の
工
夫
に
よ
る

｢
い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
の
概
念
も

も
ろ
く
も
崩
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
こ
の
語
り
手
の
言
葉

は
'
例
外
的
に
も
作
品
の
本
性
を
表
面
に
さ
り
げ
な
く
突
き
出
さ
れ

た
言
辞
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
｡
｢
い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
は
も
ち
ろ
ん
'

｢み
や
び
｣
の
語
が
他
に
用
い
ら
れ
な
い
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
｡

こ
れ
は
､
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
'
今
見
る
形
で
'
総
体
と
し
て
理
解

し
享
受
し
て
行
こ
う
と
す
る
立
場
で
の
発
言
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
享

受
と
し
て
の
あ
る
べ
き

一
つ
の
形
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
そ
れ
は

『伊
勢
物
語
』
の
原
姿
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

増
益
し
た
本
文
に
よ
る
理
解
で
あ
り
'
後
世
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の

理
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
鈴
鹿
千
代

乃
氏
の

｢
｢い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
考
｣
に
お
い
て
も
全
く
同
様
の
次
第
で

あ
る

(注
4
)
0

同
じ
問
題
点
は
'
『伊
勢
物
語
』
の
第
六
段
に
お
い
て
､
こ
の

｢層
｣
が

よ
り
顕
著
と
な
っ
て
来
る
｡
｢
こ
れ
は
二
条
の
き
さ
き
の
-
-
｣
よ
り
も
前

を
前
半
部
'
そ
れ
以
降
を
後
半
部
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡
前
半
部
に
お
い

て
男
が
女
を

｢ゐ
て
い
き
け
る
｣
と
あ
る
描
写
に
対
し
て
'
後
半
部
は

｢お

い
て
い
で
た
り
け
る
｣
と
あ
っ
て
'
女
を
盗
み
出
し
て
逃
げ
て
ゆ
く
形
が

前
半
部
と
後
半
部
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
'

前
半
部
は
人
物
呼
称
が
原
則
と
し
て

｢男
｣
｢女
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
'

後
半
部
は
具
体
的
な
人
物
名

三
条
の
き
さ
き
･
い
と
こ
の
女
御
･
は
り
か
は
の

お
と
～
･
く
に
つ
ね
の
大
納
言
)
が
付
与
さ
れ
'
従
っ
て
敬
語
が
使
用
さ
れ
て

い
る
｡
典
型
的
な
違
い
は
前
半
部
に
お
い
て

｢お
に
｣
の
登
場
と
そ
の
所

為
で
章
段
が
統
括
さ
れ
て
い
る
も
の
が
､
後
半
部
に
お
い
て
は

｢お
に
｣

の
正
体
を
暴
く
形
で
展
開
さ
れ
て
い
て
､
文
学
と
し
て
の
面
白
み
が
消
滅

し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
『伊
勢
物
語
』
の
作
品
と
し
て
の
柱
は
男
と
女
の
物

語
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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二
､
作
品
の
享
受
と
研
究
と

作
品
享
受
の
あ
り
方
と
し
て
'
現
在
我
々
が
見
る
作
品
の
姿
に
お
い
て

そ
の
作
品
を
理
解
す
る
の
が
原
則
的
な
基
本
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
し

か
し
'
研
究
と
い
う
面
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
｡

作
品
の
テ
キ
ス
ト
論
に
お
い
て
'
神
野
志
隆
光
氏
は
今
見
る
作
品
と
し

て
の
形
で
理
解
し
て
行
こ
う
と
す
る
o
こ
の
神
野
志
隆
光
氏
の
l
連
の
テ

キ
ス
ト
論

(注
5
)
は
我
々
の
蒙
を
啓
い
て
き
た
面
が
少
な
く
な
い
｡
『
日

本
書
紀
』
の
文
脈
で

『
古
事
記
』
を
理
解
し
た
り
'
『古
事
記
』
の
文
脈
で

『
日
本
書
紀
』
を
理
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
､
従
来
や
や
も
す
る

と
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
『黄
葉
集
』
で
言
う
と
'
『黄
葉
集
』
中
に
見
ら
れ

る

r紀
｣
の
記
事
を
現
在

一
般
に
措
定
し
て
い
る
活
字
テ
キ
ス
ト
の

『
日

本
書
紀
』
本
文
で
理
解
し
て
し
ま
う
よ
う
な
愚
を
繰
り
返
し
て
来
た
の
で

あ
る
｡
そ
う
し
た
轍
は
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

同
じ
こ
と
は
平
安
時
代
の
作
品
に
お
い
て

『高
菜
集
』
を
云
々
す
る
場

合
'
現
行
の
活
字
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
常
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
平
安
期
の
作
品
に
お
い
て
は
'
｢仮
名

黄
葉
｣
と
し
て
流
伝
し
た
形
で
享
受
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
'
そ
う
し

た
当
時
に
お
け
る
流
伝
の
姿
に
お
い
て

『黄
葉
集
』
を
見
な
い
と
真
の
理

解
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡

『黄
葉
集
』
に
立
ち
返
る
と
'
梶
川
信
行
氏
は
八
世
紀
の
《
初
期
万
葉
》

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
久
し
い
｡
額
田
王
の
歌
と
い
っ
て
も
'
額
田
王

生
存
当
時
の
歌
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
は
な
く
て
'
編

纂
さ
れ

『高
菜
集
』
に
載
っ
た
形
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
り
'

そ
れ
は
八
世
紀
の

《
初
期
万
葉
》
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る

(注
6
)
.
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
O
作
品
享
受
と
い
う
面
に
お
い
て
は
､

こ
う
し
た
神
野
志
隆
光
氏
や
梶
川
信
行
氏
の
言
及
は
大
き
な
意
義
を
持
つ

(注
7
)
.
先
の
巻
第

1
の
巻
頭
歌
で
言
う
と
'
作
品
理
解
と
し
て
は
'
あ

く
ま
で
も
現
行
の
『高
菜
集
』
の
姿
に
お
い
て
'
｢泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
｣

の
歌
と
し
て
一
首

(A

･
B
･
C
)
を
理
解
す
る
の
が

『高
菜
集
』
理
解

の
イ
ロ
ハ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
作
品
研
究
と
し
て
'
現
在
残
る
表
層
的
な
形
に
留
ま

っ
て
い
て
は
､
何

一
つ
前
に
進
む
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
と
も
言

え
よ
う
｡
作
品
の
研
究
と
は
､
作
品
の
構
造
化
し
た
形
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
'
成
立
過
程
を
分
析
し
'
そ
れ
を
立
脚
点
と
し
て
考
究
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
'
新
た
に
見
え
て
来
る
地
平
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
｡

作
品
形
成
に
は
'
そ
の
過
程
が
あ
る
｡
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
｢層
｣
状
態
で
形
成
さ
れ
て
い
る
原
姿
を
発
掘
し
'
作
品
形
成
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
｡掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

そ
れ
以
前
に
は
見
え
て
い
な
い
作
品
形
成
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か
と
な
っ
て

来
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に

｢総
体
｣
と
し
て

『高
菜
集
』
を
見
る
場
合
と
'
形
成
論
か
ら

『高
菜
集
』
を
考
究
す
る
場
合
と
で
､
ど
の
よ
う
に
歌
の
理
解
が
異
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
次
に
へ
既
に
発

表
し
た
こ
と
が
あ
る
内
容
で
は
あ
る
が
､
事
例
研
究
を
以
下
に
示
し
て
み
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よ
う
.

三
､
事
例
研
究

以
下
､
『
高
菜
集
』
中
の
事
例
三
件
を
挙
げ
'
形
成
論
的
研
究
の

一
端
を

示
し
た
い
｡

歌
し
か
載

っ
て
お
ら
ず
'
起
承
転
結
構
成

(注
9
)
の
四
首
の
歌
群
が
形
成

さ
れ
た
の
は
ま
さ
に

『
高
菜
集
』
巻
第
二
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
｡
と
共
に
'
『
類
衆
寄
林
』
に
は
①
歌
が

｢磐
姫

皇
后
｣
の

｢作
寄
｣
と
し
て
載

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で

『
類
衆
寄
林
』
の
①
歌
が
核
と
な

っ
て
こ
の
四
首

歌
群
は
形
成
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

事
例
1
-
-
巻
第
二
の
冒
頭
歌
群

(2
･
八
五
～
九
〇
)

巻
第
二
の
巻
頭
に
位
置
す
る

｢磐
姫
皇
后
｣
歌
群
と
称
さ
れ
る

-
群
に

つ
い
て
'
三
段
階
的
形
成

T

･
Ⅱ
･
Ⅲ
)
を
示
す
も
の
で
あ
り
､
そ
の
詳

細
は
か
つ
て
論
じ
た

(注
8
)
｡
こ
こ
で
は
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
の
大
要

を
示
す
に
と
ど
め
る
｡

Ⅰ
歌
群
の
形
成

･
第

一
段
階
-
-
八
五
～
八
八
番
歌

(四
首
)

磐
姫
皇
后
思
天
皇
御
作
寄
四
首

①
君
之
行
気
長
成
奴
山
多
都
祢
迎
加
将
行
待
ホ
可
将
待

右

一
首
寄
山
上
憶
良
臣
類
衆
寄
林
載
鳶

②
如
此
許
轡
乍
不
有
者
高
山
之
磐
根
四
巻
手
死
奈
麻
死
物
乎

③
在
管
裳
君
乎
者
将
待
打
廓
吾
黒
髪
ホ
霜
乃
置
寓
代
目

④
秋
田
之
穂
上
布
霧
相
朝
霞
何
時
連
乃
方
二
我
懸
将
息

(八
五
)

Ⅱ
歌
群
の
形
嵐

･
第
二
段
階
-
-

-
-

｢
Ⅰ
｣
に
八
九
各
歌
及
び
伺
題
詞

･
左
注
の
増
補

(計
五
首
)

戎
本
寄
日

⑤
居
明
而
君
乎
者
将
待
奴
婆
珠
能
書
黒
髪
ホ
霜
者
零
騰
文

(八
九
)

右

1
首
古
寄
集
申
出

③
歌
の
類
想
の
歌
が

｢古
寄
集
｣
に
あ
り
'
-
が
形
成
さ
れ
た
後
に
右

の
歌

(⑤
)
が
付
記
さ
れ
た
｡
こ
の
付
記
が
Ⅰ
と
同
時
で
は
な
く
て
､
Ⅰ

が

一
旦
形
成
さ
れ
た
後
で
あ
る
こ
と
は
､
こ
の
Ⅱ
の
増
補
が
③
歌
の
左
往

で
は
な
く
て
'
-
の
後
部
に
添
え
る
形
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
明
す

る
｡
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｢磐
姫
皇
后
｣
の

｢御
作
寄
｣
と
し
て
①
歌

～
④
歌
の
四
首
が
ま
ず
形

成
さ
れ
'
こ
の
段
階
で
①
歌
に
は

r右

一
首
寄
山
上
憶
良
臣
類
宋
音
林
載

蔦
｣
と
い
う
左
往
が
付
さ
れ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
『
類
衆
寄
林
』
に
は
①
の

Ⅲ
歌
群
の
形
成

･
第
三
段
階
-
-
･

-
-

｢
Ⅱ
｣
に
歌
群
全
体
に
関
す
る
左
注
の
加
筆

(現
況
)

相
聞

難
波
高
津
宮
御
宇
天
皇
代

〔大
鶴
頼
天
皇
註
日
仁
徳
天
皇
〕

磐
姫
皇
后
思
天
皇
御
作
寄
四
首



①
君
之
行
気
長
成
奴
山
多
都
祢
迎
加
将
行
待
亦
可
特
待

右

一
首
寄
山
上
憶
良
臣
類
衆
寄
林
載
蔦

②
如
此
許
轡
乍
不
有
者
高
山
之
磐
根
四
巻
手
死
奈
麻
死
物
呼

③
在
管
裳
君
乎
者
将
待
打
慶
喜
黒
髪
ホ
霜
乃
置
寓
代
目

④
秋
田
之
穂
上
布
霧
相
朝
霞
何
時
連
乃
方
二
我
懸
将
息

(八
五
)

(八
六
)

(八
七
)

(八
八
)

戎
本
寄
日

⑤
居
明
而
君
乎
者
将
待
奴
婆
珠
能
書
黒
髪
ホ
霜
者
零
騰
文

(八
九
)

右

一
首
古
寄
集
申
出

古
事
記
日
軽
太
子
軒
軽
太
郎
女
故
其
太
子
流
於
伊
線
湯
也
此
時
衣

通
王
不
堪
懸
慕
而
退
社
時
寄
日

⑥
君
之
行
気
長
久
成
奴
山
多
豆
乃
迎
乎
将
牲
待
ホ
者
不
待

(九
〇
)

〔此
云
山
多
豆
者
是
今
造
木
者
也
〕

右

一
首
寄
古
事
記
与
類
衆
寄
林
所
説
不
同
寄
主
亦
異
鳶
因
槍
日
本

紀
日
難
波
高
津
宮
御
宇
大
鶴
索
天
皇
廿
二
年
春
正
月
天
皇
語
皇
后

納
八
田
皇
女
将
為
妃
時
皇
后
不
聴
愛
天
皇
寄
以
乞
於
皇
后

〔云
Q
]

升
年
秋
九
月
乙
卯
朔
乙
丑
皇
后
遊
行
紀
伊
園
到
熊
野
岬
取
其
虞
之

御
綱
葉
而
還
於
是
天
皇
伺
皇
后
不
在
而
要
八
田
皇
女
納
於
宮
中
時

皇
后
到
難
波
漕
聞
天
皇
合
八
田
皇
女
大
恨
之

〔云
々
〕

亦
日
遠
飛
鳥
宮
御
宇
雄
朝
嬬
稚
子
宿
祢
天
皇
廿
三
年
春
三
月
甲
午

朔
庚
子
木
梨
軽
皇
子
為
太
子
容
姿
佳
麗
見
者
自
感
同
母
妹
軽
太
娘

皇
女
亦
艶
妙
也

〔云
々
〕
遂
頼
通
乃
恨
懐
少
息
廿
四
年
夏
六
月
御
糞

汁
凝
以
作
氷
天
皇
異
之
卜
其
所
由
卜
者
日
有
内
乱
蓋
親
々
相
好
乎

〔云
々
〕
仇
移
太
娘
皇
女
於
伊
縁
者

今
案
二
代
二
時
不
見
此
寄
也

①
歌
に
関
わ
っ
て
⑥
の

『
古
事
記
』
所
載
歌

(記
歌
謡
八
八
番
)
が
'
表

記
は
現
行

『
古
事
記
』
に
お
け
る
黄
葉
仮
名
表
記
と
は
異
な
る
形

(た
だ

し

｢山
多
豆
｣
に
関
す
る
割
注
は
現
行
『古
事
記
』
と
同
姿
同
形
)
で
付
記
さ
れ
た

だ
け
で
は
な
く
て
､
①
歌
の
作
者

蚕
主
)
論
議
を
柱
と
す
る
考
察
が
展
開

さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
現
在
見
る

『属
菓
集
』
の
姿
で
あ
る
｡
即
ち
'
-

Ⅱ
Ⅲ
の
三
段
階
の
形
成
過
程
を
経
て
'
今
見
る

『
高
菜
集
』
の
姿
と
な
っ

て
い
る
と
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

事
例
2
-
-
巻
第
三
と
巻
第
十
五

こ
の

｢巻
第
三
と
巻
第
十
五
｣
に
つ
い
て
は
､
か
つ
て

｢天
平
の
風
流

-
遣
新
羅
使
人
歌
に
お
け
る
宴
-

｣
(注
10
)
に
お
い
て
'
言
及
し
た
o
当

稿
と
同
じ
当
学
会
誌
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
へ
簡
略
に
記
す
｡

『黄
葉
集
』
巻
第
三
の

｢柿
本
朝
臣
人
麻
呂
覇
旅
歌
八
首
｣
で
は
､
例

え
ば
ta

l
珠
藻
苅

敏
馬
乎
過

夏
草
之

野
嶋
之
埼
ホ

舟
近
着
奴

(3
･
二
五
〇
)

a
2
虞
女
乎
過
而

夏
草
乃

野
嶋
我
埼
ホ

伊
保
里
為
吾
等
者

(同
'

一
本
云
)

と
い
う
正
訓
字
を
主
体
と
す
る
表
記
で
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
'
巻
第

十
五
の
遣
新
羅
使
人
歌
群
中
で
は
t

A
l
多
麻
藻
可
流

乎
等
女
乎
須
疑
皇

奈
都
久
佐
龍

野
嶋
我
左

-6-

書
林

伊
保
里
須
和
礼
波

(
15

二
二
六
〇
六
)



A
2
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
目

敏
馬
乎
須
疑
皇

又
日

布
祢
知
可

豆
伎
奴

(同
'
人
麻
呂
歌
日
)

と

一
字

三
日
を
主
と
す
る
高
菜
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
歌
と
し
て
t

a
l
と
A
2
と
が
対
応
し
t

a
2
と
A
l
と
が
対
応
す
る
こ
と
は
す
ぐ
わ

か
る
｡
同
様
の
例
が
続
く
が
省
略
す
る
｡
こ
の
表
記
の
違
い
は
､
遣
新
羅

使
人
に
お
け
る
歌
稿
原
資
料
に
あ

っ
て
は
'

(珠
藻
苅
)
虞
女
乎
過
而
夏
草
乃
野
嶋
我
埼
ホ
伊
保
塁
為
吾
等
者

(
a
2
)

と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を

『高
菜
集
』
巻
第

十
五
編
纂
者
は
､

(多
麻
藻
可
流
)
乎
等
女
乎
須
疑
皇
奈
都
久
佐
能
野
嶋
我
左
吉
ホ
伊

保
里
須
和
礼
波

(A
l
)

と
､
そ
の
表
記
を
改
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る

か
と
い
う
と
､
巻
第
三
に
お
け
る
左
往

二

本
云
｣
は

『高
菜
集
』
巻
第

十
五
そ
の
も
の
を
資
料
に
し
て
の
注
記
で
あ
る
と
見
る
よ
り
も
'
遣
新
羅

使
人

(天
平
九
年
正
月
'
帰
任
)
に
よ
る
巻
第
十
五
歌
群
の

｢歌
稿
｣
(そ
の
原

資
料
)
に
基
づ
い
た
左
往
注
記
で
あ
る
と
見
る
の
が
よ
い
｡
ま
た
'
同
じ

巻
第
三
に

｢黒
人
罷
旅
歌
八
首
｣
が
あ
り
'

妹
母
我
母

一
有
加
母
三
河
有
二
見
自
道
別
不
勝
鶴

(3

･
二
七
六
)

水
河
乃
二
見
之
自
道
別
者
吾
勢
毛
吾
文
濁
可
文
将
去

(同
'
一
本
云
)

と
い
う
よ
う
に
､
｢柿
本
朝
臣
人
麻
呂
馬
旅
歌
八
首
｣
の
歌
群
同
様
に

二

本
云
｣
の
歌
の
付
記
が
存
し
て
い
る
｡
こ
の
黒
人
罵
旅
歌
八
首
に
お
け
る

一
本
注
記
の
歌
が
現
存

『高
菜
集
』
に
は
他
に
存
在
せ
ず
'

一
方
'
人
麻

呂
覇
旅
歌
八
首
中
の
注
記
歌
は
現
存

『高
菜
集
』
に
存
在
す
る
と
い
う
不

整
合
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
'
｢十
五
巻
本
高
菜
集
｣
に
基
づ
い
た
注
記
で

は
な
く
て
'
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
歌
稿
資
料
に
基
づ
い
た
注
記
で
あ
る
と
見

る
と
､
双
方
の
一
本
注
記
に
お
け
る
資
料
上
の
整
合
性
が
出
て
く
る
｡
以

上
に
よ
り
'
人
麻
呂
竜
旅
歌
八
首
及
び
黒
人
馬
旅
歌
八
首
に
お
け
る

一
本

注
記
は

｢十
五
巻
本
高
菜
集
｣
に
よ
る
注
記
で
は
な
く
て
'
歌
稿
レ
ベ
ル

に
基
づ
く
注
記
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

凍
素
埜
恵

婆
要

一象

臥亀

汚
･.Y
Alや

p,離
如

qJ
J;?.+薮

巌
如郡
鮎
.ir

･

す<七･･一也～

巌
敵
軍

t嚢

嘉
第
三
･
二
七
六
番
歌
と
1
本
云
歌
)

こ
の
よ
う
に
'
巻
第
三
に
お
け
る

｢
一
本
云
｣
注
記
の
相
を
浮
き
彫
り

に
す
る
こ
と
が
出
来
'
編
纂
時
に
お
け
る

二

本
｣
の
姿
が
明
確
と
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
｡
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事
例
3
-
-
巻
第
六
の
歌
群

(6

二

〇
二
九
～
一
〇
三
六
)

巻
第
六
の
後
半
部
に
位
置
し
て
い
る
天
平
十
二
年
の
聖
武
天
皇
行
幸
歌

群
八
首
に
関
す
る
形
成
考
究
で
あ
る
.
こ
の
歌
群
八
首
中
の
二
首

(
1
〇

三
〇
-
1
〇
三
一
番
歌
)
に
つ
い
て
は
'
影
山
尚
之
氏

(及
び
新
沢
典
子
氏
)
に

よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(注
目
)｡
こ
の
歌
群
が
右

の
二
首
の
増
補
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
､
四
段
階
的
な
形
成
過
程

を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
'
か
つ
て
論
じ
た

(注
12
)｡
こ
こ
で
は
そ
の
大
要

を
示
す
｡



Ⅰ
敬
群
の
形
嵐

･
第

一
段
階
-
-
第

一
次
形
成

(原
初
歌
群
に
基
づ
く
歌
群
)

A
河
口
行
宮

内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

①
河
口
之
野
連
ホ
鹿
而
夜
乃
歴
者
妹
之
手
本
師
所
念
鴨

二
〇
二
九
)

D
狭
残
行
宮

大
伴
宿
祢
家
持

作
歌
二
首

④
天
皇
之
行
幸
之
随
喜
妹
子
之
手
枕
不
巻
月
曽
歴
去
家
留二

〇
三
二
)

⑤
御
食
園
志
麻
乃
海
部
有
之
真
熊
野
之
小
船
ホ
乗
而
奥
部
傍
所
見

二

〇
三
三
)

屯
美
濃
園
多
重
行
宮

大
伴
宿
祢
東
人

作
歌

f
首

⑥
従
古
人
之
言
来
流
老
人
之
撃
若
云
水
曽
名
ホ
負
瀧
之
瀬二

〇
三
四
)

F
大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

⑦
田
跡
河
之
瀧
乎
清
美
香
従
古
官
仕
兼
多
重
乃
野
之
上
か二

〇
三
五
)

G
不
破
行
宮

大
伴
宿
祢
家
持

作
歌

一
首

⑧
開
無
者
達
ホ
谷
藻
打
行
而
妹
之
手
枕
巻
手
宿
益
乎

二

〇
三
六
)

第

一
次
形
成

(Ⅰ
)
は
'
影
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
t.
｢○
○
行
宮
｣

と
い
う
作
詠
地
と
共
に
'
作
者
名
が
記
さ
れ
た
'
家
持
を
中
心
と
し
た
歌

群

(大
伴
東
人
の
一
首
を
含
む
)
で
構
成
さ
れ
て
い
る

(F
は

｢美
濃
圃
多
重
行

宮
｣
の
略
記
)0

B
天
皇
御
製
歌

一
首

②
妹
ホ
健
吾
乃
松
原
見
渡
者
潮
干
乃
滴
ホ
多
頭
鳴
渡

二

〇
三
〇
)

C
丹
比
屋
主
真
人
歌

一
首

③
後
ホ
之
人
乎
思
久
四
泥
能
埼
木
綿
取
之
泥
而
好
住
跡
其
念二

〇
三

二

新
沢
典
子
氏
が

｢家
持
が
手
控
え
に
あ
っ
た
自
ら
の
歌
を
'
行
程
順
に

整
理
し
､
そ
の
後
'
歌
に
含
ま
れ
る
地
名
を
参
考
に
､
他
の
歌
人
の
歌
を

挿
入
し
て
い
っ
た
｣
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
挿
入
者
が
家
持
で

あ
る
の
か
否
か
は
今
お
い
て
'
新
沢
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
ま
さ
に
｢行

程
順
に
｣
1
〇
三
〇
～
一
〇
三

一
番
歌

(②
･
③
)
が
切
り
継
ぎ
の
形
で
増

補
挿
入
さ
れ
た
｡
よ
っ
て
､
②
歌
も
③
歌
も

｢河
口
行
宮
｣
で
の
詠
歌
で

は
な
い
の
で
あ
る
が
'
結
果
的
に
Ⅰ
歌
群
の

｢○
○
行
宮
｣
の
規
制
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

-8-

Ⅱ
歌
群
の
形
成

･
第
二
段
階
-
･‥
第
二
次
形
成

(増
補
歌
群
の
切
り
継
ぎ
)

右
の
Ⅰ
に
'
次
の
二
首
が
そ
の
題
詞
と
共
に
切
り
継
ぎ
増
補
さ
れ
た
｡

Ⅲ
歌
群
の
形
成
･第
三
段
階
-
-
第
三
次
形
嵐
(
一
〇
三
〇
番
歌
左
往
の
施
注
)

右
の
Ⅱ
に
､
次
の
②
歌
(
一
〇
三
〇
)左
往

(左
往
1
)
が
施
さ
れ
た
｡

右

一
首
今
案

吾
松
原
在
三
重
郡

相
去
河
口
行
宮
遠
夫

君
疑

御
在
朝
明
行
宮
之
時

所
製
御
歌

博
者
誤
之
欺

(左
注
1
)

Ⅱ
は
'
単
に
行
程
順
に
増
補
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
'
結
果

的
に

｢○
○
行
宮
｣
の
規
制
を
受
け
'
こ
の
②
歌
が

｢河
口
行
宮
｣
で
の

詠
歌
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
を
お
か
し
い
と
理
解
し
た

施
注
者
が

｢吾
松
原
在
三
竜
郡
｡
相
去
河
口
行
宮
遠
臭
｡
若
疑
'
御
在
朝

明
行
宮
之
時
'
所
製
御
歌
'
博
者
誤
之
欺
｡
｣
と
書
き
込
ん
だ
｡

Ⅲ
･Ⅳ



と
い
う
形
成
時
期
の
違
い
は
'
そ
の
左
往
の

｢今
案
｣
と

｢案
｣
と
い
う

手
の
違
い
に
よ
っ
て
判
明
す
る
｡

四
､
お
わ
り
に
-

形
成
論
の
意
義

Ⅳ
歌
碑
の
形
成
･第
四
段
階
････‥
第
四
次
形
成
二

〇
三
1
番
歌
左
往
の
施
注
)

右
の
Ⅲ
に
'
次
の
③
歌
二

〇
三
二
左
往

(左
注
2
)
が
施
さ
れ
た
｡

右
案

此
歌
者
不
有
此
行
之
作
乎

所
以
然
言

勅
大
夫
従
河
口
行

宮
遼
京

勿
令
従
駕
蔦

何
有
詠
思
泥
埼
作
歌
哉

(左
往
2
)

こ
の
左
往
の
注
記
者
は
'
③
歌
の

｢四
泥
能
埼
｣
の
位
置
を
よ
く
知
っ

て
い
た
の
で
あ
る
｡
｢四
泥
能
埼
｣
の
位
置
を
知
ら
な
け
れ
ば
'
｢河
口
行

宮
｣
で
の
詠
歌
と
い
う
理
解
で
も
全
く
問
題
は
無
い
の
で
あ
る
が
､
そ
の

位
置
を
よ
く
知
っ
て
い
る
が
故
に
へ
疑
問
が
生
じ
.た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
､
左
注
の
中
に

｢勅
大
夫
従
河
口
行
宮
還
京
'
勿
令
従
駕
蔦
｡
｣
と
あ

り
'施
注
者
は
こ
の
行
幸
従
駕
の
l
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
と
な
る
と
'

可
能
性
と
し
て
は
'
こ
れ
は

｢大
伴
家
持
の
手
｣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か

(左
注
時
期
の
先
後
に
つ
い
て
､
｢左
往
1
｣
を
Ⅲ
と
L
t
｢左
往
2
｣
を
Ⅳ
と
し

た
の
は
へ
こ
の
こ
と
に
よ
る
判
断
で
あ
る
)｡
こ
の
行
幸
時
の
詠
歌
で
は
な
い
可

能
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
､
こ
の
一
首
を
切
り
出
し
て

(即
ち
削
除
し
て
)

い
な
い
の
は
'
そ
こ
ま
で
す
る
こ
と
に
騰
蹄
す
る
i
P
の
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
｡
わ
ず
か
に
こ
の
左
往
を
書
き
加
え
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
｡
こ
の

｢第
四
次
形
成
｣
(Ⅳ
)
に
よ
っ
て
出
来
た
形
が
現
況
で
あ
る
｡

現
在
見
る
形
は
'
こ
の
四
段
階
を
経
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
'
論
理
的

に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
｡

右
は
､
作
品
の
形
成
構
造
か
ら
'
そ
の
形
成
過
程
が
確
認
出
来
た
珍
し

い
事
例
で
あ
る

(論
展
開
を
端
折
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
詳
し
く
は
元
の
論
に
依
ら

れ
た
い
)｡
『高
菜
集
』
に
載
る
他
の
多
く
の
作
品
に
お
い
て
は
'
総
体
と

し
て
の

『高
菜
集
』
か
ら
見
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
実
態
で
あ
る
｡
し
か

し
な
が
ら
'
こ
の
形
成
過
程
と
い
う
観
点
は
'
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
'
『
高
菜
集
』
の
巻
単
位
に
お
い
て
は
､
｢十
五
巻
本
高
菜

集
｣
と
い
う
指
摘

(注
ほ
)
も
こ
の
形
成
論
に
他
な
ら
な
い
.
こ
う
し
た

作
品
形
成
過
程
は
'
作
品
を
解
く
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
形
成
過

程
が
単
な
る
推
測
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
は
脆
弱
な
こ
と
ば

遊
び
に
他
な
ら
な
い
が
'
確
か
な
論
理
に
よ
っ
て
形
成
過
程
を
明
確
に
構

築
す
る
こ
と
は
､
作
品
に
お
け
る
原
初
の
作
品
層
や
作
品
の
核
が
明
ら
か

に
な
る
も
の
で
あ
り
'
ひ
い
て
は
作
品
に
お
け
る
質
的
理
解

(深
ま
り
)
が

期
待
で
き
る
も
の
と
な
る
｡

｢『高
菜
集
』
を
切
り
刻
む
｣
と
題
し
は
し
た
が
'
単
な
る
解
剖
で
は
な

い
｡
切
り
刻
む
こ
と
に
よ
っ
て
'
総
体
と
し
て
の

『高
菜
集
』
の
作
品
構

造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
り
'
そ
の
形
成
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
作
品
の
理
解
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
を
企
図
す

る
も
の
で
あ
る
｡
表
層
的
表
面
的
な
理
解
か
ら
'
層
な
す
作
品
構
造
の
内

部
に
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
作
品
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
'
他
の
事
項
を
援
用
し
て
の
作
品
理
解
で
は
な
く
へ
作
品
が
有
し

て
い
る
内
部
構
造
(内
部
徴
証
)
か
ら
作
品
の
形
成
的
理
解
を
得
よ
う
と
い
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う
も
の
で
あ
る
｡

｢泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
｣
の
歌
に
あ
っ
て
は
へ
歌
の
祖
形
が
明
ら
か

に
な
る
と
共
に
'
寓
葉
巻
第

一
編
者
が
ど
う
い
う
形
で

｢泊
瀬
朝
倉
宮
御

宇
天
皇
｣
の
歌
と
し
て
仕
立
て
上
げ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
｡巻

第
二
の
巻
頭
の
磐
姫
皇
后
の
歌
に
あ
っ
て
は
､
寓
葉
巻
第
二
編
者
が

『
類
衆
寄
林
』
の
一
首
の
歌
を
核
に
'
当
時
存
し
た
雑
多
な
歌
を
寄
せ
集

め
て

(注
14
)､
磐
姫
皇
后
の
歌
四
首
と
し
た
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
に
注
記

が
段
階
を
踏
ん
で
増
益
し
て
い
っ
た
形
が
現
在
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
｡

巻
第
三
の
柿
本
人
麻
呂
の
歌
や
高
市
黒
人
の
歌
に
あ
っ
て
は
'
｢八
首
歌

群
｣
に
お
け
る

一
本
注
記
が
'
｢八
首
歌
群
｣
が

l
且
成
っ
た
後
に
お
け
る
'

歌
稿
資
料

(黄
葉
編
纂
資
料
)
か
ら
の
注
記
書
込
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
｡

巻
第
六
の
天
平
十
二
年
聖
武
天
皇
行
幸
歌
群
で
は
'
そ
の
当
初
は

｢家

持
歌
稿
｣
に
基
づ
い
た
六
首
で
あ
り
'
そ
の
後
二
首
が
増
補
さ
れ
､
更
に

そ
の
後
二
段
階
的
に
左
往
が
付
記
さ
れ
た
も
の
が
現
在
見
る
巻
第
六
の
形

で
あ
り
'
そ
の
左
往
内
容
の
不
審
に
つ
い
て
も
こ
の
増
補
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
来

る
｡こ

の
よ
う
に
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'今
見
る
『黄

葉
集
』
と
し
て
在
る
形
が
t
よ
り
明
確
に
そ
の
実
相
を
捕
捉
す
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
に
な
り
'
今
在
る
高
菜
歌
の
十
全
な
る
理
解
が
得
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

【注
】

1

中
西
進
氏

『
万
葉
の
長
歌
』
上

(教
育
出
版
'

一
九
八

一
年

一
二
月
)｡
こ
こ
で

中
西
氏
は

一
般
向
き
に
わ
か
り
や
す
く
語
り
か
け
て
い
る
｡
こ
の
事
は
t
N
H
K
ラ

ジ
オ
の
古
典
許
銃
で
放
送
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
よ
り
前

に
中
西
氏
は
､
｢雄
略
御
製
の
伝
説
｣
(
『黄
葉
』
四
二
号
､

一
九
六
二
年

一
月
'
同

氏

『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
所
収
)に
お
い
て
'
巻
第

一
巻
頭
歌
の
定
着
が

天
武
'
持
続
あ
た
り
で
あ
る
こ
と
と
'
｢複
式
構
成
｣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
は

い
る
が
､
私
が
引
用
し
た
形
に
よ
る
明
快
な
指
摘
は
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
｡
そ
の
意

味
に
お
い
て
､
こ
の

『
万
葉
の
長
歌
』
を
引
用
し
た
｡

2

佐
竹
昭
広
氏

｢黄
葉
集
に
於
け
る
誤
侍
の
一
例
｣
(『
国
語
国
文
』
二
六
巻

一
号
'

一
九
五
七
年

1
月
.
同
氏

『
黄
葉
集
抜
書
』
に

｢調
使
首
見
屍
作
歌

一
首
｣
の
題
名

で
所
収
｡
『
佐
竹
昭
広
集
』
第

一
巻
所
収
)0

3

鈴
木
日
出
男
氏

｢｢み
や
び
｣
｢ま
め
｣
な
ど
-

『
伊
勢
物
語
』
注
解
ノ
ー
ト
か
ら
｣

(『
成
膜
国
文
』
四

一
号
へ
二
〇
〇
八
年
三
月
)｡

4

鈴
鹿
千
代
乃
氏

｢｢
い
ち
は
や
き
み
や
び
｣
考
｣
(青
木
周
平
先
生
追
悼
論
文
集
刊

行
会

『
古
代
文
芸
論
叢
』
二
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