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【
要
旨
】

歌
枕
「
末
の
松
山
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
波
が
越
す
」
と
い
う
有
名
な
措
辞
が
あ

る
。
古
く
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
・
第
一
〇
九
三
番
歌
に
、
「
君
を
お
き
て
あ
だ

し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
」
と
あ
り
、
「
仮
名
序
」
に
も
和
歌
表

現
の
歴
史
を
言
う
中
で
、
「
あ
る
は
、
松
山
の
波
を
か
け
」
と
あ
る
。
こ
の
東
歌
の
表

現
は
、
『
万
葉
集
』
巻
七
・
第
一
三
八
二
番
歌
「
泊
瀬
川
流
る
水
沫
の
絶
え
ば
こ
そ
我

が
思
ふ
心
遂
げ
じ
と
思
は
め
」
等
の
類
型
表
現
と
同
様
、
「
非
現
実
的
現
象
の
非
実
現

性
」
を
、
恋
心
の
永
続
性
の
譬
喩
と
す
る
も
の
だ
が
、
仮
定
の
上
下
が
逆
に
な
っ
て
い

る
。
わ
ざ
わ
ざ
上
下
が
逆
転
し
た
作
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
貞
観
津
波
に
よ
っ
て

「
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
」
こ
と
は
、
実
現
一
歩
手
前
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

類
型
通
り
で
は
、
自
ら
の
恋
心
の
誓
い
に
な
ら
な
い
と
感
じ
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
東
歌
の
、
そ
し
て
こ
の
措
辞
の
背
景
に
は
、
貞
観
津
波
で
末
の
松
山
に

津
波
が
迫
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
の
措
辞
が
都
に
伝
わ
る
と
、
一
気
に
広
ま
っ
た
が
、
や
が
て
津
波
の
知
識
・
記
憶

は
薄
れ
、
元
々
の
意
味
と
は
別
に
、
面
白
い
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
、「
歌
枕
」
と
な
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
本
文
】一
は
じ
め
に

歌
枕
「
末
の
松
山
」
（
注
１
）に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
波
が
越
す
」
と
い
う
有
名
な
措
辞

が
あ
る
。
元
は
東
国
に
起
こ
っ
た
措
辞
の
よ
う
で
、
最
も
古
く
は
、
『
古
今
和
歌
集
』

巻
二
十
「
東
歌
」
に
、「
陸
奥
歌
」
第
一
〇
九
三
番
歌
と
し
て

君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む

と
あ
り
、
歌
謡
と
し
て
ほ
ぼ
同
形
が
「
風
俗
歌
」
に
も
残
る
。
ま
た
『
古
今
和
歌
集
』

に
は
、
そ
の
他
に
「
仮
名
序
」
に
和
歌
表
現
の
歴
史
を
言
う
中
で
、

あ
る
は
、
松
山
の
波
を
か
け
、
野
中
の
水
を
汲
み
、
秋
萩
の
下
葉
を
な
が
め
、
暁

の
鴫
の
羽
掻
き
を
数
へ
、
あ
る
は
、
呉
竹
の
憂
き
節
を
人
に
い
ひ
、
吉
野
河
を
ひ

き
て
世
の
中
を
恨
み
き
つ
る

と
あ
り
、
巻
六
（
冬
）・
第
三
二
六
番
歌
に
も

寛
平
の
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
歌
藤
原
興
風

浦
近
く
降
り
く
る
雪
は
白
波
の
末
の
松
山
越
す
か
と
ぞ
見
る

と
あ
る
。
「
仮
名
序
」
に
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
十
分
広
く
知

ら
れ
て
い
た
（
注
２
）
措
辞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
第
一
〇
九
三
番
「
君
を
お
き
て
」

歌
の
よ
う
な
恋
歌
に
も
、
第
三
二
六
番
「
浦
近
く
」
歌
の
よ
う
な
叙
景
歌
に
も
用
い
ら

れ
て
お
り
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
措
辞
が
そ
も
そ
も
恋
・
叙
景
の
ど
ち
ら
の
用
法
か

ら
始
ま
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
資
料
の
残
り
方
か
ら
し
て
も
難
し
い
。
ま

た
、
両
者
が
ほ
ぼ
同
時
に
生
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
得
た
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
先

行
研
究
は
ど
れ
も
こ
の
措
辞
の
始
ま
り
を
こ
の
東
歌
に
置
い
て
お
り
、
少
な
く
と
も
都

人
の
叙
景
歌
と
し
て
の
用
法
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
の
二
次
利
用
と
い
う
理
解

で
あ
る
。
東
歌
（
あ
る
い
は
東
国
歌
謡
）
で
こ
の
措
辞
を
叙
景
に
使
っ
て
い
る
も
の
も
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現
在
ま
で
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
も
、
恋
歌
で
の
用
法
に
し
ぼ
っ
て
、
こ
の
措
辞
が
和
歌
（
歌
謡
）
の
中
で

「
恋
の
誓
い
」（
後
述
）
と
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
・
背
景
を
考
え

て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
末
の
松
山
」
が
な
ぜ
「
歌
枕
」
と
な
る
ほ
ど
ま
で
に
広

ま
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
後
世
に
与
え
た

影
響
も
大
き
い
こ
の
第
一
〇
九
三
番
「
君
を
お
き
て
」
歌
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
ま
ず
こ
の
措
辞
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
近
年
の
『
古
今
和
歌
集
』

第
一
〇
九
三
番
歌
の
注
釈
と
、
さ
ら
に
近
年
の
研
究
論
文
を
参
照
し
た
い
。

・『
古
今
和
歌
集
』「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」（
一
九
八
九
年
刊
）

（
和
歌
注
釈
）
末
の
松
山
波
が
越
え
る
は
ず
が
な
い
と
し
て
い
う
。

（
地
名
索
引
）
「
末
の
松
山
」
未
詳
。
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
に
あ
っ
た
と
い
う
山

か
。
波
が
越
え
る
は
ず
の
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
り
え
な
い
こ
と
の
た
と
え
に
用
い
ら

れ
た
。

・『
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』「
講
談
社
学
術
文
庫
」（
一
九
八
三
年
刊
）

心
の
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
民
謡
ふ
う
の
歌
で
、
末
の
松
山
を
波
が
越
す
こ
と

は
あ
り
得
な
い
と
い
う
前
提
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

・『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
一
九
九
八
年
刊
）

「
す
ゑ
の
松
山
」
は
所
在
未
詳
。
現
在
も
仙
台
市
を
中
心
と
す
る
三
ヵ
所
に
付
会
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
、
多
賀
城
市
の
末
松
山
宝
国
寺
が
有
名
…
い
ず
れ
に
せ

よ
、
海
か
ら
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
い
て
浪
が
越
す
こ
と
も
あ
り
得
な
い
よ
う
な
所
だ
っ

た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
譬
喩
が
な
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、「
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
」
と
い
う
の
は
、「
決
し
て

あ
り
え
な
い
」
こ
と
の
例
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
、
そ
の
「
絶
対
の
」
あ
り
え
な
さ
が
恋

の
永
続
性
の
譬
喩
と
さ
れ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
近
年
の
論
文
は
、
「
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
」
の
に
近
い
こ
と
が
事

実
と
し
て
起
き
て
、
そ
れ
を
も
と
に
こ
の
措
辞
が
出
来
た
、
と
考
察
し
て
い
る
。
い
ず

れ
も
、
い
わ
ゆ
る
貞
観
地
震
に
よ
っ
て
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
岸
に
大
津
波
が
押
し
寄

せ
た
（
貞
観
津
波
）
と
す
る
地
質
学
上
の
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
確
か
ら
し

さ
を
与
え
て
い
る
の
が
、
先
年
の
東
日
本
大
震
災
で
あ
る
。

・
地
質
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
津
波
（
貞
観
津
波
）
に
由
来
す
る
砂
層
が
確
認
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
九
世
紀
の
海
岸
線
か
ら
内
陸
約
三
キ
ロ
か
ら
五
キ
ロ
ほ
ど
の
地
点

ま
で
で
あ
る
と
い
う
。
…
津
波
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
砂
の
層
は
、
石
巻
平
野
か
ら
仙

台
平
野
、
さ
ら
に
名
取
平
野
か
ら
盤
城
海
岸
に
い
た
る
一
三
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
広
汎
な

海
岸
沿
い
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
津
波
に
よ
っ
て
水
浸
し
に
な
っ
た
区
域
＝

冠
水
域
は
、
巻
き
上
げ
ら
れ
た
海
砂
が
積
も
っ
た
領
域
よ
り
も
相
当
に
広
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
も
季
節
は
旧
暦
五
月
、
水
田
に
は
潅
漑
水
が
は
ら
れ
て
い
る
時
期

で
あ
る
。
遡
上
し
た
津
波
が
潅
漑
堰
を
破
壊
し
、
田
地
を
浸
し
、
さ
ら
に
大
津
波
の

後
に
は
つ
ね
に
み
ら
れ
る
地
盤
沈
下
に
よ
っ
て
、
冠
水
域
が
き
わ
め
て
広
大
な
も
の

と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

〔
保
立
道
久
氏
『
歴
史
の
な
か
の
大
地
動
乱

―
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇

―
』

（
岩
波
新
書
・
二
〇
一
二
年
八
月
）〕

・
（
貞
観
地
震
の

際
の

シ
ュ

ミ
レ

ー
シ

ョ
ン
）

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー

ド
八
・

二
～
三
。
…
約

二
〇
分
間
、
高
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
押
し
寄
せ
た
。
…
津
波
は
内
陸
の
約
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
到
達
し
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
…
も
し
仮
に
「
末
の

松
山
」
が
現
在
地
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
海
岸
線
か
ら
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
旧
大
河

か
ら
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
か
ら
、
津
波
が
押
し
寄
せ
た
と
き
、
こ
の
小

山
は
大
海
の
孤
島
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
ろ
う
。

〔「
歌
枕
「
末
の
松
山
」
と
海
底
考
古
学
」
河
野
幸
夫
氏

（「
国
文
学
」
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）〕

・
（
東
日
本
大
震
災
で
は
）
日
本
地
理
学
会
の
津
波

被
災
マ
ッ
プ
を
参
照
す
る
と
、
…
末

松 本 昭 彦
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の
松
山
の
周
辺
域
だ
け
、
孤
島
の
よ
う
に
津
波
の
被
害
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
…

貞
観
津
波
と
今
回
の
津
波
の
到
達
域
が
一
致
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
宝
国
寺
の
裏

山
、
す
な
わ
ち
末
の
松
山
に
は
津
波
は
押
し
寄
せ
て
は
こ
な
か
っ
た
、
末
の
松
山
に

避
難
し
て
い
れ
ば
貞
観
地
震
の
時
も
助
か
っ
た
、
津
波
の
被
害
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
こ

と
は
、
か
な
り
の
確
率
で
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〔「〔
講
演
録
〕
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
む
―
東
日
本
大
震
災
と
方
丈
記
・

源
氏
物
語
そ
し
て
古
今
和
歌
集
―
」
小
林
一
彦
氏

（「
芸
文
研
究
」
一
〇
一
巻
一
号
・
二
〇
一
一
年
）〕

・
次
の
よ
う
な
仮
説
を
考
え
た
い
。

①
津
波
は
末
の
松
山
付
近
に
迫
っ
た
が
、
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
…
②
当
地
の

人
々
は
、
大
津
波
が
越
え
な
か
っ
た
場
所
と
し
て
、
末
の
松
山
を
強
く
記
憶
し
、
や

が
て
、
も
し
相
手
を
裏
切
っ
た
な
ら
ば
、
今
度
は
あ
の
末
の
松
山
さ
え
も
波
が
越
え

る
と
い
う
誓
い
の
歌
謡
が
生
ま
れ
た
。
③
こ
の
歌
謡
が
整
え
ら
れ
、
都
に
伝
わ
る
間

に
、
当
初
の
津
波
の
記
憶
は
失
わ
れ
た
。

〔「「
末
の
松
山
」
を
波
は
越
え
た
の
か
」
山
本
啓
介
氏

（「
日
本
文
学
」
二
〇
一
一
年
八
月
）〕

こ
れ
ら
の
考
察
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
『
日
本
三
代
実
録
』
の
記
事
も
挙
げ
て
お
こ
う
。

陸
奥
国
の
地
、
大
い
に
震
動
す
。
流
光
昼
の
如
く
隠
映
す
。
し
ば
ら
く
人
民
叫

呼
し
伏
し
て
起
つ
能
は
ず
。
或
い
は
屋
仆
れ
圧
死
し
、
或
い
は
地
裂
け
埋
殪
す
。

馬
牛
駭
奔
し
、
或
い
は
相
ひ
昇
り
踏
む
。
城

�・
倉
庫
・
門
櫓
・
墻
壁
、
頽
落

し
転
覆
す
る
こ
と
、
其
の
数
を
知
ら
ず
。
海
口
哮
吼
し
、
声
雷
霆
に
似
た
り
。
驚

涛
涌
潮
し
泝
洄
漲
長
し
、
忽
ち
に
城
下
に
至
る
。
海
を
去
る
こ
と
数
十
百
里
。
浩
々

と
し
て
其
の
涯

�を
弁
ぜ
ず
。
原
野
・
道
路
、
惣
じ
て
滄
溟
と
な
る
。
船
に
乗
る

に
遑
あ
ら
ず
、
山
に
登
る
に
及
び
難
し
。
溺
死
す
る
者

千
許
り
。

資
産

苗
稼
、

殆

ん
ど
孑
遺
な
か
ら
ん
。

（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
五
月
二
十
六
日
条
）

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
際
の
大
津
波
を
知
る
前
の
研
究
で
は
、
河
野
氏
の

論
文
を
例
外
と
し
て
、
貞
観
津
波
と
こ
れ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
三
・

一
一
以
降
、
俄
か
に
こ
の
措
辞
と
津
波
と
の
関
連
性
が
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

（
注
３
）。

こ
の
う
ち
小
林
氏
は
、

と
に
か
く
、
あ
そ
こ
に
逃
げ
れ
ば
助
か
る
、
い
や
助
か
っ
た
、
と
い
う
往
時
の
人
々

の
忘
れ
得
ぬ
体
験
が
、
け
っ
し
て
波
が
越
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
歌
枕
「
末

の
松
山
」
を
生
み
、
あ
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
み
ち
の
く
う
た
」
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。

と
、
貞
観
の
大
地
震
で
も
こ
こ
は
波
が
越
え
は
し
な
か
っ
た
（
ら
し
い
）
点
を
基
点
に

「
君
を
お
き
て
」
歌
の
成
立
を
考
え
ら
れ
た
が
、
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
が
実
現

し
か
け
た
か
ら
に
は
、
次
は
も
し
か
す
る
と
…
と
当
時
の
人
は
考
え
た
と
す
る
方
が
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
山
本
氏
は
、

「
波
」
を
津
波
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
の
例
え
と
い
う
意
味

だ
け
で
は
な
く
、
も
し
相
手
を
裏
切
っ
た
な
ら
ば
巨
大
な
波
が
押
し
寄
せ
る
だ
ろ

う
と
い
う
、
天
罰
と
も
い
え
る
、
大
災
害
へ
の
畏
怖
を
抱
い
た
上
で
の
宣
誓
と
解

す
べ
き
だ
ろ
う
。

と
も
さ
れ
た
が
、
「
あ
り
得
な
い
こ
と
」
を

恋
の
裏
切
り
の
罰
と
し
て

示
す
の
は
、
歌

の
中
で
あ
っ
て
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
し
、
前
掲
「
仮
説
」
②
と
の
関
係
も
は
っ
き
り
し

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作
業
仮
説
と
し
て
貞
観
津
波
と
こ
の
措
辞
の
成
立
を
関
連
づ
け

て
考
え
、「
あ
り
得
る
こ
と
」
だ
と
考
え
た
人
（
た
ち
）
が
こ
の
東
歌
を
作
っ
た
際
の
、

そ
れ
を
可
能
に
し
た
背
景
・
条
件
と
し
て
、
和
歌
史
上
の
表
現
類
型
と
の
関
連
を
考
察

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
作
業
仮
説
の
正
否
を
検
討
し
た
い
。

二
非
現
実
的
現
象
の
表
現
類
型
と
の
差
異

さ
て
、
『
古
今
和
歌
集
』

第
一
〇

九
三

番
「
君
を
お
き
て
」
歌
の
よ
う
に
、

非
現
実

「末の松山」考
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的
な
現
象
が
実
現
し
な
い
こ
と
を
恋
の
永
続
性
（
心
変
わ
り
の
否
定
）
の
譬
喩
と
し
て

恋
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
は
、
一
種
の
類
型
と
し
て
、
『
万
葉
集
』
の
中
に
十
一
首
、
ま

た
『
古
今
和
歌
集
』
の
中
に
も
二
首
だ
け
だ
が
見
ら
れ
る
。
全
て
挙
げ
て
み
る
。（

）

内
は
、
非
現
実
的
現
象
の
中
身
で
あ
る
。

【
万
葉
集
】

・
巻
四
・
第
六
〇
五
番
歌
（
神
の
こ
と
わ
り
の
非
在
）

天
地
の
神
の
判
（
こ
と
わ
り
）
な
く
は
こ
そ
我
が
思
ふ
君
に
逢
は
ず
死
に
せ
め

・
巻
六
・
第
一
〇
〇
五
番
歌
（
吉
野
山
・
吉
野
川
の
途
絶
）

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
見
し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
山
高
み
雲
そ
た

な
び
く
川
速
み
瀬
の
音
そ
清
き
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
宜
し
な
へ

見
れ
ば
さ
や
け
し
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み

こ
そ
も
も
し
き
の
大
宮
所
止
む
時
も
あ
ら
め

・
巻
六
・
第
一
〇
五
四
番
歌
（
泉
川
の
途
絶
）

泉
川
行
く
瀬
の
水
の
絶
え
ば
こ
そ
大
宮
所
う
つ
ろ
ひ
行
か
め

・
巻
七
・
第
一
三
七
九
番
歌
（
明
日
香
川
の
停
止
）

絶
え
ず
行
く
明
日
香
の
川
の
淀
め
ら
ば
故
し
も
あ
る
ご
と
人
の
見
ま
く
に

・
巻
七
・
第
一
三
八
二
番
歌
（
泊
瀬
川
の
途
絶
）

泊
瀬
川
流
る
水
沫
の
絶
え
ば
こ
そ
我
が
思
ふ
心
遂
げ
じ
と
思
は
め

・
巻
九
・
第
一
七
七
〇
番
歌
（
泊
瀬
川
の
途
絶
）

三
諸
の
神
の
帯
ば
せ
る
泊
瀬
川
水
脈
し
絶
え
ず
は
我
忘
れ
め
や

・
巻
十
一
・
第
二
四
一
九
番
歌
（
天
地
の
非
在
）

天
地
と
い
ふ
名
の
絶
え
て
あ
ら
ば
こ
そ
汝
と
我
と
逢
ふ
こ
と
止
ま
め

・
巻
十
二
・
第
三
〇
〇
四
番
歌
（
月
の
消
失
）

ひ
さ
か
た
の
天
の
み
空
に
照
る
月
の
失
せ
な
む
日
こ
そ
我
が
恋
止
ま
め

・
巻
十
五
・
第
三
六
〇
五
番
歌
（
飾
磨
川
の
途
絶
）

わ
た
つ
み
の
海
に
出
で
た
る
飾
磨
川
絶
え
む
日
に
こ
そ
我
が
恋
止
ま
め

・
巻
十
五
・
第
三
七
四
〇
番
歌
（
神
の
非
在
）

天
地
の
神
な
き
も
の
に
あ
ら
ば
こ
そ
我
が
思
ふ
妹
に
逢
は
ず
死
に
せ
め

・
巻
二
十
・
第
四
四
五
八
番
歌
（
息
長
川
の
途
絶
）

に
ほ
鳥
の
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
君
に
語
ら
む
言
尽
き
め
や
も

【
古
今
和
歌
集
】

・
巻
十
四
（
恋
四
）・
第
七
二
〇
番
歌
・
題
し
ら
ず
読
人
知
ら
ず
（
明
日
香
川
の
停
止
）

絶
え
ず
ゆ
く
明
日
香
の
河
の
淀
み
な
ば
心
あ
る
と
や
人
の
思
は
む

・
巻
十
五
（
恋
五
）・
第
七
九
三
番
歌
・
題
し
ら
ず
読
人
知
ら
ず
（
水
無
瀬
川
の
消
失
）

水
無
瀬
河
あ
り
て
ゆ
く
水
な
く
は
こ
そ
つ
ひ
に
わ
が
身
を
絶
え
ぬ
と
思
は
め

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
『
万
葉
集
』
一
〇
〇
五
番
歌
や
一
〇
五
四
番
歌
の
よ
う
に
、
恋

歌
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
現
象
が

も
し
起
こ
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
の
恋
心
（
や
現
在
の
宮
都
等
）
と
い
っ
た
永
続
す
べ
き

も
の
も
変
容
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に
起
こ
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
同
様

に
私
の
恋
心
（
や
宮
都
等
）
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
相
手
に
訴
え
る
も
の
で
あ

る
。
恋
心
な
ど
の
永
続
性
を
譬
喩
す
る
も
の
と
し
て
「
非
現
実
的
な
現
象
の
非
実
現
性
」

を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
古
代
の
和
歌
の
類
型
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
問
題
の
『
古
今

和
歌
集
』
第
一
〇
九
三
番
「
君
を
お
き
て
」
歌
と
よ
く
似
て
お
り
、
こ
の
歌
の
表
現
様

式
が
、
こ
の
よ
う
な
類
型
を
前
提
に
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う

（
注
４
）。

た
だ
よ
く
見
る
と
、
問
題
の
東
歌
と
上
記
の
類
型
と
は
、
（
歌
の
形
を
「
含
意
＝
仮

定
（
な
ら
ば
）
」
を
演
算
子
と
す
る
一
つ
の
分
子
命
題
に
見
立
て
れ
ば
）
い
わ
ば
そ
の

前
件
と
後
件
が
逆
転
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
類
型
で
は
、
「
非
現
実
的
現
象
の
実
現
」

を
前
件
に
、「
恋
心
の
変
容
」
等
を
後
件
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、

松 本 昭 彦
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君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む

で
は
、「
あ
だ
し
心
」
を
持
つ
こ
と
が
前
件
、「
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
」
と
い
う
非

現
実
的
現
象
（
の
実
現
）
が
後
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
は
、

『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
、
こ
れ
一
首
の
み
で
あ
る
。
一
見
、
大
し
た
違

い
は
な
い
よ
う
だ
が
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
も
し
類
型
の
よ
う
な
形
で
「
君
を
お
き

て
」
歌
の
内
容
を
作
れ
ば
、

陸
奥
の
末
の
松
山
波
越
さ
ば
あ
だ
し
心
を
我
は
持
ち
な
む

の
よ
う
な
形
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
貞
観
津
波
に
よ
っ
て
末
の
松
山
の
す
ぐ
近
く
ま
で
津
波
が

迫
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
は
恋
の
永
続
性
を
訴
え
る
こ
と
に
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
件
が
も
う
少
し
で
実
現
し
か
け
た
（
こ
れ
か
ら
あ
り
得
る
か
も
知
れ

な
い
）
こ
と
で
あ
る
の
で
、
後
件
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、

こ
の
「
君
を
お
き
て
」
歌
（
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
に
は
、
東
国
の
歌
謡
）
が
類
型
通
り
で

は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
前
件
と
後
件
を
入
れ
替
え
た
形
に
作
ら
れ
て
い
る
は
、
貞
観
津
波
の
知

識
・
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
こ
の
歌
の
、
そ
し
て
問
題
の
措

辞
の
背
景
に
は
、
貞
観
津
波
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
恋
歌
に
お
い
て
、
類
型
の
方
は
恋
心
の
永
続
の
単
な
る
訴
え
（
意
思
表
明
）

だ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
前
件
と
後
件
の
逆
転
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
君
を
お
き
て
」
歌

で
は
文
字
通
り
の
恋
の
「
誓
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
類
型
で
は
、
「
絶
対
心

変
り
し
な
い
」
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
別
に
そ
の
保
証
は
な
い
、
と
い
う
点
で
い
わ
ば

「
決
意
表
明
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
君
を
お
き
て
」
歌
で
は
、
「
も
し
心
変

り
し
た
ら
、
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
こ
と
（
と
い
う
大
惨
事
）
が
現
実
化
す
る
（
し

て
も
か
ま
わ
な
い
）
」
と
宣
言
す
る
形
で
、
そ
ん
な
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
は
と
ん
で

も
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
も
絶
対
に
心
変
り
は
し
な
い
、
と
い
う
保
証
を
付

け
て
誓
っ
て
い
る
形
な
の
で
あ
る

（
注
５
）。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
契
り
」
と
「
誓
い
」
の

違
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

『
王
朝
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、

「
ち
か
ふ
」
は
、
も
し
違
反
す
れ
ば
神
仏
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
、
命
を
落
と
す
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
誓
願
で
あ
り
、
軽
々
し
く
は
行
な
え
な
い
行
為
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
…
総
じ
て
「
ち
ぎ
る
」
が
比
較
的
日
常
的
に
使
わ
れ

る
の
に
対
し
て
、「
ち
か
ふ
」
は
命
に
か
え
て
神
仏
に
か
た
く
誓
願
す
る
と
き
や
、

相
手
に
そ
れ
を
切
実
に
要
求
す
る
と
い
う
、
限
定
さ
れ
た
場
面
に
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、「
誓
い
」
は
神
仏
を
介
し
て
の
命
を
か
け
て
の
約
束
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

『
百
人
一
首
』
に
も
入
っ
て
有
名
な
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
四
（
恋
四
）
・
第
八
七
〇

番
歌
（
題
知
ら
ず
・
右
近
）

忘
ら
る
る
身
を
ば
思
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
惜
し
く
も
あ
る
哉

や
、『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
一
（
恋
三
）・
第
七
八
一
番
歌

夜
ゐ
に
女
に
あ
ひ
て
、
「
か
な
ら
ず
後
に
逢
は
ん
」
と
誓
言
を
立
て
さ
せ

て
、
朝
に
つ
か
は
し
け
る
藤
原
滋
幹

ち
は
や
ぶ
る
神
ひ
き
か
け
て
誓
ひ
て
し
言
も
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
が
ふ
な
ゆ
め

同
じ
く
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
二
（
恋
四
）・
第
八
八
六
番
歌

好
古
の
朝
臣
、
さ
ら
に
逢
は
じ
と
誓
言
を
し
て
、
又
の
朝
に
つ
か
は
し
け

る
蔵
内
侍

誓
ひ
て
も
猶
思
ふ
に
は
負
け
に
け
り
誰
が
た
め
惜
し
き
命
な
ら
ね
ば

な
ど
が
思
い
合
わ
さ
れ
よ
う

（
注
６
）。
「
君
を
お
き
て
」
歌
も
、
本
人
の
生
命
で
は
な
い

が
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
ま
さ
る
事
態
を
持
ち
出
し
て
、
「
誓
い
」
を
立
て
て
い
る
表
現

な
の
で
あ
る
。

三
「
末
の
松
山
」
の
措
辞
の
広
が
り
と
変
容

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
恋
歌
の
中
で
の
こ
の
「
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
」
と
い
う

措
辞
は
、
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
の
貞
観
津
波
の
体
験
・
知
識
を
基
に
し
て
お
り
、

『
古
今
和
歌
集
』
第
一
〇
九
三
番
歌
は
、
そ
れ
を
前
提
に
和
歌
（
や
歌
謡
）
の
或
る
表

「末の松山」考
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現
類
型
を
利
用
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
歌
（
謡
）
に
埋
め
込
ま

れ
た
こ
の
措
辞
は
、
第
一
節
や
注

2の
用
例
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
都
に
伝
わ
る
や
、

一
気
に
広
ま
っ
た
（
周
知
さ
れ
、
和
歌
の
中
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
よ
う
で
あ

る
。
前
掲
の
表
現
類
型
の
中
に
は
、
吉
野
山
・
川
、
明
日
香
川
、
泊
瀬
川
、
飾
磨
川
、

息
長
川
、
水
無
瀬
川
と
い
っ
た
地
名
も
見
え
て
い
た
が
、
明
日
香
川
が
淵
瀬
の
変
化
の

速
さ
を
言
い
、
飾
磨
（
川
）
が
特
産
の
褐
に
因
ん
で
引
か
れ
る
よ
う
な
、
別
の
内
容
で

歌
枕
化
し
た
も
の
は
複
数
あ
る
が
、
非
現
実
的
現
象
を
言
う
も
の
と
し
て
は
、
「
末
の

松
山
」
の
措
辞
が
唯
一
、
こ
れ
ほ
ど
広
ま
り
、
後
世
ま
で
残
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

や
は
り
、
こ
の
措
辞
だ
け
が
非
現
実
的
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
化
の
一
歩
手
前
ま
で
行
っ

た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
都
人
に
は
、
そ
の
「
被
害
」
の
具
体
ま
で
は
思
い

至
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
あ
る
よ
う
な
知
識
と
あ
わ
せ
れ
ば
、

こ
の
措
辞
―
津
波
を
持
ち
出
す
こ
と
―
自
体
の
衝
撃
と
と
も
に
、
そ
れ
を
担
保
に

「
誓
い
」
を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
相
当
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
り
一
気
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
節
で
紹
介
し
た
山
本
啓

介
氏
の
「
仮
説
」
に
は
「
③
こ
の
歌
謡
が
整
え
ら
れ
、
都
に
伝
わ
る
間
に
、
当
初
の
津

波
の
記
憶
は
失
わ
れ
た
」
と
あ
っ
た
が
、
本
稿
は
、
都
に
伝
わ
っ
て
し
ば
ら
く
は
地
震
・

津
波
の
知
識
・
記
憶
が
伴
っ
て
お
り
（
あ
る
い
は
地
震
・
津
波
の
情
報
・
知
識
が
残
っ

て
い
た
所
に
こ
の
措
辞
が
持
ち
込
ま
れ
）
、
そ
の
時
期
に
一
気
に
広
ま
っ
た
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
措
辞
に
関
わ
る
地
震
・
津
波
の
記
憶
の
方
は
や
が
て
薄
れ
て
い
っ
た
。

遅
く
と
も
、
十
世
紀
の
半
ば
に
は
、
こ
の
措
辞
は
地
震
・
津
波
と
の
関
わ
り
は
意
識
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
後
撰
和
歌
集
』
の
撰
者
で
も
あ
っ
た
大
中
臣
能

宣
の
『
能
宣
集
』
に
は
、
第
一
二
八
番
歌
に
「
暮
の
春
、
末
の
松
山
み
る
人
あ
ま
た
あ

り
、
波
高
き
所
」
と
し
て

音
に
聞
く
末
の
松
山
今
日
こ
そ
は
う
ち
く
る
波
の
こ
え
こ
え
ず
見
に

第
四
八
三
番
歌
に
「
末
の
ま
つ
山
、
浜
づ
ら
に
と
し
へ
た
る
さ
ま
ざ
ま
の
松
あ
り
、
鶴
、

水
鳥
な
ど
あ
そ
ぶ
」
と
し
て

葦
鶴
の
群
れ
ゐ
る
末
の
ま
つ
山
は
い
く
そ
が
さ
ね
の
千
歳
な
る
ら
む

と
あ
る
。
い
ず
れ
も
屏
風
歌
と
思
わ
れ
る
が
、「
波
高
き
所
」「
浜
づ
ら
に
年
経
た
る
様
々

の
松
あ
り
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
に
言
う
「
末
の
松
山
」
は
海
の
す
ぐ

近
く
に
あ
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
注
７
）。
和
歌
も
そ
れ
に
齟
齬
し
て

い
な
い
。
こ
の
時
期
に
す
で
に
、
勅
撰
集
撰
者
も
本
来
の
意
味
と
は
矛
盾
し
た
形
で
こ

の
措
辞
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
に
『
古
今
和
歌
集
』
第
一
〇
九
三
番

「
君
を
お
き
て
」
歌
は
恋
の
「
誓
い
」
の
歌
だ
と
言
っ
た
が
、『
百
人
一
首
』
に
も
入
っ

て
有
名
な
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
四
（
恋
四
）・
第
七
七
〇
番
歌

心
変
り
て
侍
り
け
る
女
に
、
人
に
代
り
て

清
原
元
輔

契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
末
の
松
山
波
こ
さ
じ
と
は

は
、
こ
の
措
辞
を
使
っ
た
「
君
を
お
き
て
」
歌
の
表
現
様
式
を
「
契
り
」
と
み
な
し
て

お
り
、
能
宣
と
同
じ
く
『
後
撰
和
歌
集
』
撰
者
の
一
人
の
元
輔
に
も
こ
の
東
歌
の
元
々

の
発

想
法
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

同
様
の
例
は
、
『

蜻
蛉
日
記
』

上
巻

（
天
暦
八
年
＝
九
五
四
年
・
十
月
の
記
事
）
に
も
、

（
父
の
離
京
を
悲
し
ん
で
い
る
作
者
が
兼
家
に
）
目
も
見
あ
は
せ
ず
、
思
ひ
入
り

て
あ
れ
ば
、「
な
ど
か
。
世
の
常
の
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
。
い
と
か
う
し
も
あ
る
は
、

わ
れ
を

頼
ま

ぬ
な
め
り
」
な
ど
も
あ
へ
し
ら

ひ
、

硯
な
る

文
を
見
つ
け
て
、
「
あ

は
れ
」
と
言
ひ
て
、
門
出
の
と
こ
ろ
に
、

わ
れ
を
の
み
頼
む
と
い
へ
ば
ゆ
く
す
ゑ
の
松
の
契
り
も
来
て
こ
そ
は
見
め

と
な
む
。

と
あ
っ
て
、

兼
家
歌
の
中
に
、
「
末
の
松
の

契
り
」
と
い
う

縮
約
さ
れ

熟
し
た
形
の
表

現
が
見
え
る
。
遅
く
と
も
十
世
紀
の
半
ば
に
は
、
こ
の
措
辞
の
広
が
り
に
反
比
例
し
て
、

津
波
の
知
識
と
と
も
に
本
来
の
意
味
へ
の
洞
察
も
消
失
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変

容
（
忘
却
）
が
『
古
今
和
歌
集
』
以
前
の
時
期
に
ま
で
遡
ら
せ
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い

松 本 昭 彦

―95―

六六



て
は
、
厳
密
に
は
や
は
り
未
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、『
古
今
和
歌
集
』

撰
者
の
壬
生
忠
岑
が
『
忠
岑
集
』
第
八
四
番
歌
に

…
都
よ
り
来
し
呼
子
鳥
空
に
鳴
く
音
を
聞
き
し
か
ば
君
ま
つ
山
は
紅

葉
し
て
波
さ
へ
越
ゆ
と
告
げ
し
を
ば
…

と
、
十
分
熟
し
た
表
現
の
ご
と
く
、
「
波
さ
へ
越
ゆ
」
を
相
手
の
心
変
わ
り
の
換
喩
と

し
て
用
い
て
い
た
り
（
注
８
）、
恋
歌
の
中
だ
け
で
な
く
、
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
（
寛
平

元
年
（
八
八
九
）
こ
ろ
）
の
前
掲
藤
原
興
風
歌
以
降
、
多
く
の
叙
景
歌
に
二
次
利
用

（
先
述
）
さ
れ
た
り
し
て
い
る
所
を
見
る
と
、
地
震
・
津
波
（
と
当
然
そ
こ
か
ら
想
起

さ
れ
る
被
害
）
の
知
識
が
少
し
で
も
残
っ
て
い
れ
ば
そ
う
は
な
ら
な
い
と
も
思
わ
れ
る

の
で
、
か
な
り
早
い
段
階
で
知
識
・
記
憶
は
な
く
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

後
年
に
な
る
が
、
こ
の
措
辞
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
歌
合
や

歌
論
書
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
一
三
〇
年
代
こ
ろ
成
立
の
藤
原
清
輔

の
『
奥
義
抄
』
第
一
一
四
段
は
、
前
掲
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
元
輔
歌
の
解
説
の
中
で

末
の
松
山
浪
こ
ゆ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
か
し
男
、
女
に
末
の
松
山
を
さ
し
て
、

彼
山
に
波
の
こ
え
む
時
ぞ
わ
す
る
べ
き
と
契
り
け
る
が
、
ほ
ど
な
く
忘
れ
に
け
る

よ
り
、
人
の
心
か
は
る
を
ば
浪
こ
ゆ
る
と
云
ふ
也
。
彼
山
に
ま
こ
と
に
浪
の
こ
ゆ

る
に
は
あ
ら
ず
。

あ
な
た
の
海
の
は
る
か
に
の
き
た
る
に
は
、
浪
の
彼
松
山
の
う
へ
よ
り
こ
ゆ
る

や
う
に
見
ゆ
る
を
、
あ
る
べ
く
も
な
き
事
な
れ
ば
、
誠
に
あ
の
な
み
の
山
こ
え
む

時
忘
れ
む
と
は
契
る
な
り
。

と
説
明
す
る
。
少
々
わ
か
り
に
く
い
所
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
「
末
の
松
山
」
を
海

越
し
に
遠
く
か
ら
見
る
と
、
波
が
山
を
越
す
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
実
際
に
越
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
遠
近
法
で
そ
う
見
え
る
だ
け
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
後
世
の
浮
世
絵
の
富
士
山
の
構
図
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
船
で
沖
に
出
て
海

越
し
に
山
を
見
た
場
合
な
ど
、
「
末
の
松
山
」
に
限
ら
ず
他
の
山
で
も
そ
う
見
え
る
こ

と
は
あ
り
得
る
。
や
は
り
正
解
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
、
こ
こ
で
は
「
誠
に

あ
の
浪
の
山
越
え
む
時
忘
れ
む
と
は
契
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

元
輔
歌
で
す
で
に
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
「
誓
い
」
で
あ
っ
た
は
ず
が
「
契
り
」
と
さ

れ
て
い
る
の
と
連
動
し
て
、
第
二
節
で
説
明
し
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
分
子
命
題
の
前

件
が
「
誠
に
あ
の
浪
が
山
を
越
え
」
る
こ
と
、
後
件
が
「
（
あ
な
た
を
）
忘
れ
」
る
こ

と
、
と
な
っ
て
い
て
、
類
型
の
表
現
に
も
ど
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
津
波
の

知
識
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
類
型
と
の
違
い
が
理
解
で
き
ず
、
類
型
に
あ
て
は
め
る
形

で
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
受
け
て
、
一
一
八
〇
年
頃
成
立
の
清
輔
義
兄

弟
・
顕
昭
著
『
袖
中
抄
』
巻
十
八
「
す
ゑ
の
ま
つ
や
ま
」
に
も
、

顕
昭
云
、
末
の
松
山
と
は
陸
奥
に
あ
り
。
…
末
の
松
山
波
越
す
と
い
ふ
こ
と
は
、

昔
を
と
こ
女
に
逢
ひ
て
、
末
の
松
山
を
指
し
て
、
か
の
山
に
波
の
越
え
む
時
ぞ
こ

と
心
は
あ
る
べ
き
と
誓
ひ
け
る
よ
り
、
男
も
女
も
こ
と
振
舞
す
る
を
ば
、
末
の
松

山
波
越
す
と
詠
む
な
り
。
但
な
に
ご
と
に
よ
り
て
、
思
ひ
か
け
ず
山
に
波
の
越
え

む
事
を
ば
誓
ひ
け
る
ぞ
と
お
ぼ
つ
か
な
き
に
、
か
の
山
は
遠
く
に
て
見
れ
ば
山
よ

り
あ
な
た
に
海
の
波
立
つ
が
、
山
よ
り
上
に
見
越
さ
れ
て
、
山
を
越
ゆ
と
見
ゆ
る

に
よ
り
て
、
ま
こ
と
の
波
の
越
ゆ
べ
き
よ
し
を
誓
へ
る
な
め
り
。
あ
だ
し
心
を
我

が
持
た
ば
と
は
、
異
心
あ
る
ま
じ
き
事
を
い
ふ
な
り
。

と
あ
る
。「
誓
ひ
」
と
い
う
表
現
は
正
し
く
見
え
る
が
、「
か
の
山
に
波
の
越
え
む
時
ぞ

こ
と
心
は
あ
る
べ
き
」
と
い
う
解
釈
は
清
輔
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
津
波
の

記
憶
・
知
識
と
当
該
東
歌
の
発
想
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
、
裏
か
ら
証
明
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

こ
の
措
辞
は
、
津
波
の
記
憶
と
と
も
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
消
え
た
後
の
方
が
、
見
立
て

や
掛
詞
に
よ
り
少
し
ず
つ
ず
ら
し
た
表
現
を
派
生
さ
せ
る
な
ど
、
独
特
の
面
白
い
措
辞

と
し
て

自
由
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、

「
歌
枕
」
と
し
て
の
定
着
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

「末の松山」考

―94―

七七



以
上
、
「
末
の
松
山
を
波
が
越
え
る
」
と
い
う
措
辞
の
発
生
と
展
開
に
つ
い
て
考
察

し
て
き
た
。
こ
の
措
辞
を
持
つ
『
古
今
和
歌
集
』「
君
を
お
き
て
」
歌
と
、「
非
現
実
的

現
象
」
の
非
実
現
性
を
変
わ
ら
ぬ
恋
心
の
譬
喩
と
す
る
と
い
う
古
代
の
表
現
類
型
と
の

差
異
か
ら
、
こ
の
措
辞
と
貞
観
津
波
と
の
関
連
性
を
確
認
し
、
そ
れ
が
「
君
を
お
き
て
」

歌
の
よ
う
な
恋
歌
（
歌
謡
）
か
ら
出
発
し
、
都
に
伝
わ
る
や
一
気
に
広
ま
っ
た
が
、
短

期
間
で
都
人
の
津
波
の
知
識
は
な
く
な
り
、
本
来
の
意
味
と
は
別
に
、
表
現
の
面
白
さ

か
ら
後
世
ま
で
残
っ
て
、「
歌
枕
」
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
た
と
思
う
。

都
人
の
間
で
は
、
貞
観
地
震
・
大
津
波
の
記
憶
は
、
十
年
か
二
十
年
ほ
ど
で
消

え
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
千
百
年
後
の
我
々
は
、
東
日
本
大
震
災
の
、
東
電
福
島

原
発
事
故
の
記
憶
を
い
つ
ま
で
教
訓
と
し
て
持
ち
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

（

1）
位
置
に
つ
い
て
通
説
で
は
、
明
確
な
根
拠
は
な
い
な
が
ら
も
宮
城
県
多
賀
城
市
八
幡
の

末
松
山
宝
国
寺
の
裏
山
と
す
る
の
が
穏
当
と
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
そ
う
考
え
て
お
く
。

（

2）
早
い
時
期
の
和
歌
と
し
て
は
、
他
に

・『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
（
恋
二
）・
第
六
八
三
番
歌
男
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
土
左

我
が
袖
は
名
に
立
つ
す
ゑ
の
松
山
か
空
よ
り
浪
の
越
え
ぬ
日
は
な
し

＊
作
者
土
左
は
宇
多
朝
か
ら
醍
醐
朝
に
活
躍
し
た
人
。
こ
こ
で
「
末
の
松
山
」
の
措
辞

は
「
名
に
立
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

・
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
一
（
恋
三
）
・
第
七
五
五
番
歌

消
息
つ
か
は
し
け
る
女
の
、
又

異
人
に
文
つ
か
は
す
と
聞
き
て
、
「
今
は
思
絶
え
ね
」
と
言
ひ
送
り
て
侍
け
る
返

事
に
贈
太
政
大
臣

松
山
に
つ
ら
き
な
が
ら
も
浪
越
さ
む
事
は
さ
す
が
に
悲
き
物
を

＊
作
者
の
藤
原
時
平
は
、
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
に
三
十
九
歳
で
薨
去
。

・『
貫
之
集
』
巻
三
・
第
三
〇
三
番
歌

春
の
た
め
あ
だ
し
心
の
た
れ
な
れ
ば
松
が
枝
に
し
も
か
か
る
藤
波

・
同
・
第
三
二
六
番
歌
男
あ
ま
た
池
の
ほ
と
り
の
藤
を
見
る

松
が
枝
に
咲
き
て
か
か
れ
る
藤
波
を
い
ま
は
松
山
越
す
か
と
ぞ
見
る

な
ど
が
あ
る
。

（

3）
保
立
氏
の
著
書
、
河
野
氏
の
論
文
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
措
辞
に
つ
い
て
そ
の
中
身
を
考

察
さ
れ
た
御
論
で
は
な
い
の
で
、
今
は
以
上
の
引
用
に
と
ど
め
る
。

（

4）
大
地
震
の
際
に
現
実
化
し
た
非
日

常
的
現
象
を
言
う
の
な
ら
、

例
え
ば
後
世
の
も
の
だ

が
『

方
丈
記
』
の

有
名
な
一

節
に
も
、
津
波
の
他
に
、
「
土

裂
け
て

水
涌
き
出
で
」
＝
地

割

れ
と
液
状
化
に
よ
る
泥
水
の
噴
出
、「
地
の
動
き
、
家
の
や
ぶ
る
る
音
、
雷
に
こ
と
な
ら
ず
」

＝
轟

音
、
「
地

割
れ

裂
く
」
＝
地

割
れ

等
が

描
か
れ
て
お
り
、
津
波
の

内
陸

部
到

達
に

限
ら

な
い
わ
け
だ
が
、
「
松
山
を
浪
が
越
す
」
と
い
う
措
辞
が
で
き
た
の
は
、
も
う
一
つ
の

背
景

と
し
て
、
「
（

浜
辺
の
）
松
に
波
が
か
か
る
、
波
が
こ
す
」（
よ
う
に
見
え
る
）
と
い
う
表
現

が
和
歌
の
中
に
す
で
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

・『
万
葉
集
』
巻
七
・
第
一
一
八
五
番
歌

朝
な
ぎ
に
ま
梶
漕
ぎ
出
で
て
見
つ
つ
来
し
三
津
の
松
原
波
越
し
に
見
ゆ

・『
家
持
集
』
第
二
九
九
番
歌

白
波
の
越
す
と
い
ふ
か
た
に
つ
き
ぬ
れ
ば
今
ぞ
う
れ
し
き
御
津
の
浜
松

・『
古
今
和
歌
六
帖
』
巻
六
・
第
四
一
一
三
番
歌
人
丸

風
ふ
け
ば
な
み
こ
す
い
そ
の
そ
な
れ
ま
つ
根
に
あ
ら
は
れ
て
な
き
ぬ
べ
ら
な
り

（

5）
時
代
は

下
る
が
、

院
政
期
・
中
世
の
「

起
請
文
」
と
同

じ
表
現

様
式
に
な
っ
て
い
る
の

は
興
味
深
い
。

・
「

厳
成
・

応
保
二
年
（
一
一
六
二
）

起
請
文
」
（
『

起
請
文
の

精
神

史
』
（

佐
藤

弘
夫
氏
・

講
談
社
・
二
〇
〇
六
年
）
よ
り
）

維
応
保
二
年
歳
次
壬
午
十
月
八
日
辛
未
吉
日
良
辰
撰
定
立
申
起
請
事

僧
厳
成

右
件
起
請
元
者
、
於
自
今
以
後
、
若
酒
一
坏
之
外
重
坏
仕
候
者
、

王
城
鎮
守
八
幡
三
所
賀
茂
上
下
日
吉
山
王
七
社
稲
荷
五
所
祇

園
天
神
、
別
石
山
観
音
三
十
八
所
之
罰
、
三
日
若

ハ
七
日
之
内
、
蒙

加
厳
成
身
毛
穴
、
為
無
恣
幸
今
生
者
可
罷
過
と
申
、
穴
賢
穴
賢

松 本 昭 彦
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・
「
大
允
入
道
等
連
署
起
請
文
」
（
弘
安
三
年
＝
一
二
八
〇
）
＝
大
和
尊
勝
院
文
書
（
「
鎌
倉

遺
文
・
一
四
〇
〇
〇
号
」
よ
り
）

敬
白
天
判
起
請
文
事

右
、
事
元
者
、
京
上
ノ
酒
奪
取
候
由
其
聞
候
、
若
件
酒
ヲ
人
ノ
取
候
ヲ
モ
見
聞
、
若

ハ
乍
取
不
取
申
上
候
ハ
ヽ
、
大
仏
・
八
幡
、
惣
日
本
国
中
之
大
小
ノ
神
罸
冥
罸
各
身

蒙
罷
、
現
世
ニ
ハ
白
癩
黒
癩
得
病
、
後
生
ニ
ハ
堕
無
間
地
獄
、
永
不
可
有
出
期
状
如

件
、

弘
安
三
年
六
月
廿
三
日

大
允
入
道
（
筆
印
）
（
他
三
名
）

・
「
源
為
時
起
請
文
」
（
弘
安
九
年
＝
一
二
八
六
）
＝
高
野
山
文
書
（
「
鎌
倉
遺
文
・
一
五
九

九
八
号
」
よ
り
）

敬
白請
申

条
々
起
請
事

一
於
自
今
以
後
者
、
大
小
二
事
可
随
山
上
召
事
、

一
於
山
上
輩
、
不
論
上
下
、
存
礼
義
、
不
可
成
敵
対
事
、

一
縦
有
所
犯
、
無
左
右
不
可
致
殺
害
刄
傷
打
擲
等
悪
行
事
、

（
中
略
）

右
、
以
前
条
々
、
山
上
御
評
定
之
旨
如
此
、
尽
未
来
際
、
雖
為
一
事
、
不
可
違
犯
、
不

限
身
上
、
付
部
類
眷
属
、
又
不
可
見
隠
、
不
可
聞
隠
、
若
構
申
虚
誕
者
、
蒙
梵
王
帝
尺

四
大
天
王
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
天
野
四
所
権
現
部
類
眷
属
、
大
師
金
剛
天
等
両
部

諸
尊
神
罰
冥
罰
於
為
時
之
身
上
八
万
四
千
毛
孔
、
今
生
受
白
癩
黒
癩
重
病
、
来
世
墮
無

間
地
獄
、
可
無
出
期
之
状
如
件
、

弘
安
九
年
十
月
三
日

源
為
時
（
花
押
）

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
「
毛
穴
ご
と
に
罰
を
受
け
る
」
（
疫
鬼
の
体
内
へ
の
侵
入
を
言
う
も

の
と
思
わ
れ
る
）
、
「
現
世
で
は
白
癩
・
黒
癩
に
患
る
」
「
後
世
で
は
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
」

と
い
っ
た
、
誓
約
者
に
と
っ
て
絶
対
に
避
け
た
い
事
態
を
持
ち
出
し
て
、
神
仏
に
向
か
っ

て
「
も
し
誓
約
を
破
っ
た
ら
、
そ
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
」
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
志
を
担
保
と
し
て
、
自
分
の
決
意
を
示
す
も
の
が
、
中
世
の

「
誓
い
」
の
典
型
な
の
で
あ
る
。
「
誓
い
」
の
際
に
「
も
し
約
束
を
破
っ
た
ら
」
と
し
て
担

保
に
持
ち
出
す
こ
と
が
ら
が
、
「
絶
対
に
あ
り
得
な
い
こ
と
」
で
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、
起

こ
っ
た
ら
と
て
も
困
る
こ
と
で
、
か

つ
、

実
現
の
可

能
性
が

信
じ
ら
れ
た
こ
と
と
い
う

点

で
、『

古
今
和
歌
集
』
の
「
君
を
お
き
て
」
歌
の
表
現
様
式
と
共
通
す
る
。

（

6）
尤
も

注

5の
「
起
請
文
」
と
違
っ
て
、

当
該

東
歌
を

含
む
こ
れ
ら
の
「
誓
い
」

や
そ
れ

へ
の
違

反
が
、
現

実
の

恋
愛

場
面
の

実
態
を

ど
れ

ほ
ど

正
確
に

反
映
し
て
い
る
か
は

別
の

問
題
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
こ
の

措
辞
を

使
用
し
た
「

君
を

お
き
て
」

歌
の
「
誓
い
」
を

あ
く

ま
で
和

歌
・

歌
謡
の
中
で
の
文

学
的

表
現

様
式
と
し
て
と
ら

え
て

お
く
。
と
は
言

え

も
ち
ろ
ん
、「
誓
い
」
と
い
う
こ
と
の
重
大
性
を
前
提
に
し
て
成
立
し
た
様
式
で
あ
る
。

（

7）
措

辞
の
本
来
の
意
味
が

忘
れ
ら
れ
て
、
こ
の
よ
う
な

理
解
に
な
っ
た
の
は
、

注

4で
見

た
よ
う
に
、
も
と
も
と
が
「

浜
辺
の

松
に
か
か
る

波
」
の

表
現
が

関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

（

8）
他
に
も
た
と

え
ば
、

注

2に
挙

げ
た

土
左

歌
は
、
「

末
の

松
山
」
の

措
辞
を

さ
ら
に
一

ひ

ね
り
し
て
、
越
え
る
波
を
涙
の
譬
喩
に
使
っ
て
い
る
。

尚
、

使
用
し
た
本
文
は
、
『

古
今
和

歌
集

』
『
万

葉
集

』
『

蜻
蛉
日

記
』
は
小

学
館
「

新
編
日
本

古
典
文

学
全

集
」
、
『
日
本
三

代
実

録
』
は

吉
川
弘
文

館
「

新
訂

増
補
国

史
大

系
」
（

引
用
に
際
し

て
は
、

私
に

訓
み
下
し
た
）
、
『
後

撰
和

歌
集

』
『

拾
遺
和

歌
集

』
『
後

拾
遺
和

歌
集

』
は

岩
波
書

店
「

新
日
本

古
典
文

学
大

系
」
、
『

能
宣

集
』
は

貴
重
本

刊
行

会
『

能
宣

集
注

釈
』
、
『

忠
岑

集
』

は
貴
重
本

刊
行

会
『

忠
岑

集
注

釈
』
、
『

貫
之

集
』
は

新
潮

社
「
日
本

古
典

集
成
」
、
『

家
持

集
』

は
明

治
書
院
「
和

歌
文

学
大

系

17」
、
『

古
今
和

歌
六

帖
』
は

角
川
書

店
「

新
編
国

歌
大

観
」
、

『
奥
義

抄
』
は

風
間
書

房
「
日
本

歌
学
大

系
」
、
『

袖
中

抄
』
は
三

弥
井
書

店
「

歌
論

歌
学

集
成
」

の
本
文
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。

「末の松山」考
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