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防

人

の

宴

︱

対
馬
の
嶺
は
下
雲
有
ら
な
ふ

︱

廣

岡

義

隆

〇
キ
ー
ワ
ー
ド
＝
東
歌
・
国
府
防
人
宴
・
神
事
直
会
・
類
句
歌
・

仮
想
問
答

一
、
は
じ
め
に

『
萬
葉
集
﹄
巻
第
二
十
に
は
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ

た
天
平
勝
寳
七
歳
︵
七
五
五
︶
二
月
の
防
人
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

防
人
歌
以
外
に
﹁
昔
年
防
人
歌
﹂
﹁
昔
年
相
替
防
人
歌
﹂
が
存
在
す
る
と

共
に
、
巻
第
十
四
に
は
﹁
防
人
歌
﹂
の
分
類
下
に
五
首
︵
14
・
三
五
六
七
～

三
五
七
一
)
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
考
察
す
る
東
歌
の
二
首
は
、
そ

の
﹁
防
人
歌
﹂
五
首
で
も
な
く
て
、
未
勘
國
﹁
相
聞
﹂
の
歌
と
し
て
あ
る
。

防
人
歌
に
つ
い
て
は
二
〇
一
四
年
八
月
三
一
日
に
高
岡
市
万
葉
歴
史
館

に
お
い
て
話
す
機
会
が
あ
っ
た
。
総
題
﹁
万
葉
の
愛
﹂
の
下
に
、
私
は
﹁
防

人
と
そ
の
家
族
﹂
と
題
し
て
担
当
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
高
岡
市
万
葉
歴

史
館
叢
書
27
﹃
万
葉
の
愛

︵
１
︶

﹄
と
し
て
既
に
形
に
な
っ
て
い
る
。

右
稿
の
枕
で
東
歌
の
二
首
に
言
及
し
た
。
当
論
は
こ
の
二
首
︵
①
②
︶
を

考
察
す
る
。
共
通
す
る
理
解
と
し
て
防
人
を
囲
む
宴
の
存
在
が
あ
る
。

防
人
歌
の
詠
出
の
場
と
し
て
﹁
国
府
で
の
送
別
の
宴
﹂
﹁
国
府
か
ら
難

波
へ
の
道
中
歌
﹂
﹁
集
結
地
難
波
で
の
宴
﹂
と
い
う
三
つ
の
歌
作
状
況
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
防
人
歌
を
見
て
行
け
ば
具
に
明
ら
か
と
な

る
。
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
が
該
当
各
国
に
指
示
し
た
の
は
、
そ
の
﹁
国
府

で
の
宴
﹂
に
お
け
る
歌
の
採
取
で
あ
り
、
現
地
に
お
い
て
は
、
防
人
を
送

り
出
す
宴
が
そ
の
当
初
か
ら
持
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
当
時
に
お
け
る
旅
は
危
険
と
の
隣
り
合
わ
せ
に
あ
り
、
こ
れ
は

防
人
に
限
る
こ
と
な
く
、
一
般
に
旅
す
る
場
合
に
は
ま
ず
神
に
旅
の
安
全

を
祈
願
し
た
。
防
人
の
場
合
に
は
現
地
で
三
年
間
防
備
の
任
に
着
く
こ
と

が
加
わ
り
、
当
然
な
が
ら
祈
願
の
神
事
が
持
た
れ
た
。
神
事
の
直
会
か
ら

宴
へ
と
展
開
す
る
の
は
常
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
国
府
で
の
神
事
と
宴
に

は
防
人
の
父
母
や
妻
が
招
か
れ
た
こ
と
が
防
人
歌
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

こ
う
し
た
理
解
の
下
に
、
次
の
①
②
の
歌
に
つ
い
て
考
究
す
る
。

阿
我
於
毛
乃

和
湏
礼
牟
之
太
波

久
尒
波
布
利

祢
尒
多
都
久
毛

乎

見
都
追
之
努
波
西

︵
14
・
三
五
一
五
︶

一



①
あ
が
お
も
の
わ
す
れ
む
し
だ
は
く
に
は
ふ
り
ね
に
た
つ
く
も
を
見

つ
つ
し
の
は
せ

︵
吾
が
面
の

忘
れ
む
時し

だ

は

土く
に

溢は
ふ

り

嶺ね

に
立
つ
雲
を

見
つ

つ
偲
は
せ
︶

對
馬
能
祢
波

之
多
具
毛
安
良
南
敷

可
牟
能
祢
尒

多
奈
婢
久
君

毛
乎

見
都
追
思
努
波
毛

︵
14
・
三
五
一
六
︶

②
対
馬
の
ね
は
し
た
ぐ
も
あ
ら
な
ふ
か
む
の
ね
に
た
な
び
く
く
も
を

見
つ
つ
し
の
は
も

︵
対
馬
の
嶺ね

は

下
雲
有
ら
な
ふ

上か
む

の
嶺
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ
つ
偲
は
も
︶

右
の
①
②
歌
は
、
雲
に
寄
せ
る
相
聞
と
し
て
三
五
一
〇
番
か
ら
三
五
二
〇

番
ま
で
並
ぶ
十
一
首
中
の
二
首
で
あ
る
︵
早
く
に
鴻
巣
盛
廣
氏
﹃
全
釋
﹄
が
﹁
寄

雲
戀
﹂
と
し
て
指
摘
︶
。
こ
の
②
歌
の
﹁
對
馬
﹂
の
語
か
ら
、
②
歌
は
対
馬
に

派
遣
さ
れ
た
防
人
に
よ
る
男
歌
と
し
て
あ
り
、
一
首
前
に
位
置
し
て
い
る

①
歌
は
こ
れ
に
対
応
す
る
女
歌
で
あ
る
こ
と
が
歌
詠
内
容
か
ら
理
解
さ
れ

る
。
こ
の
①
②
歌
が
、
防
人
問
答
歌
︵
贈
答
歌
︶
と
し
て
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
賀
茂
真
淵
の
﹃
考
﹄
以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
こ
の
女
歌

と
男
歌
の
一
組
の
防
人
贈
答
歌
と
い
う
理
解
で
見
て
ゆ
く
。

二
、
類
句
歌
の
存
在

右
の
二
首
に
は
類
句
歌
が
存
在
す
る
。
こ
の
﹁
類
句
歌
﹂
に
関
す
る
指

摘
と
し
て
、
古
く
佐
佐
木
信
綱
氏
に
よ
る
﹁
萬
葉
集
類
歌
類
句
抄

︵
２
︶

﹂
が
あ

る
。
当
稿
は
こ
れ
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
ず
は
佐
佐
木
信
綱
氏
が

掲
げ
る
該
当
歌
中
、
次
に
掲
げ
る
①
③
④
の
三
首
以
外
の
二
首
に
つ
い
て
、

そ
の
歌
句
表
記
の
ま
ま
に
次
に
示
す
︵
佐
佐
木
信
綱
氏
に
よ
る
類
歌
類
句
掲
出
歌

は
、
①
③
④
を
加
え
た
五
首
に
な
る
︶
。

面
形
の
忘
る
と
な
ら
ば
小
豆
無
く
男
士
物
や
戀
ひ
つ
つ
居
ら
む

︵
11
・
二
五
八
〇
、
作
者
未
詳
︶

わ
が
ゆ
き
の
い
き
づ
く
し
か
ば
あ
し
が
ら
の
み
ね
は
ほ
く
も
を
み
と

と
し
ぬ
ば
ね

︵
20
・
四
四
二
一
、
於
田
︶

（
マ
マ
）

類
句
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
安
念
正
氏

︵
３
︶

や
大
久
間
喜
一
郎
氏

︵
４
︶

に
詳

細
な
分
析
が
あ
る
。
大
久
間
喜
一
郎
氏
に
拠
れ
ば
、
右
の
佐
佐
木
信
綱
氏

が
挙
げ
た
︵
11
・
二
五
八
〇
︶
及
び
︵
20
・
四
四
二
一
︶
は
類
句
歌
の
基
準

か
ら
は
ず
れ
、
前
に
示
し
た
①
歌
と
次
の
③
④
歌
の
三
首
が
﹁
類
句
歌
﹂

と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
︵
大
久
間
喜
一
郎
氏
の
分
類
№
195
︶
。

こ
の
三
首
を
全
形
で
挙
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

阿
我
於
毛
乃

和
湏
礼
牟
之
太
波

久
尒
波
布
利

祢
尒
多
都
久

毛
乎

見
都
追
之
努
波
西

︵
14
・
三
五
一
五
︶

①
あ
が
お
も
の
わ
す
れ
む
し
だ
は
く
に
は
ふ
り
ね
に
た
つ
く
も
を
見

つ
つ
し
の
は
せ

︵
吾
が
面
の

忘
れ
む
時し

だ

は

土く
に

溢は
ふ

り

嶺ね

に
立
つ
雲
を

見
つ

つ
偲
は
せ
︶

於
毛
可
多
能

和
湏
礼
牟
之
太
波

於
抱
野
呂
尒

多
奈
婢
久
君

母
乎

見
都
追
思
努
波
牟

︵
14
・
三
五
二
〇
︶

③
お
も
か
た
の
わ
す
れ
む
し
だ
は
お
ほ
野
ろ
に
た
な
び
く
く
も
を
見

二
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つ
つ
し
の
は
む

︵
面
形
の

忘
れ
む
時し

だ

は

大
野
ろ
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ

つ
偲
は
む
︶

阿
我
母
弖
能

和
湏
例
母
之
太
波

都
久
波
尼
乎

布
利
佐
氣
美

都
〻

伊
母
波
之
奴
波
尼

︵
20
・
四
三
六
七
、
常
陸
国
防
人
、
占
部
小
龍
︶

④
あ
が
も
て
の
わ
す
れ
も
し
だ
は
つ
く
は
ね
を
ふ
り
さ
け
み
つ
ゝ
い

も
は
し
ぬ
は
ね

︵
吾
が
面
の

忘
れ
も
時し

だ

は

筑
波
嶺
を

振
り
放
け
見
つ
ゝ
妹

は
偲し

ぬ

は
ね
︶

④
歌
は
天
平
勝
寳
七
歳
︵
七
五
五
︶
二
月
十
四
日
に
進
上
さ
れ
た
防
人
歌

で
あ
り
、
年
代
上
、
巻
第
十
四
の
東
歌
よ
り
は
後
の
歌
に
な
る
。
右
の
④

の
類
句
歌
の
よ
う
な
伝
承
歌
が
恐
ら
く
存
在
し
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
歌

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
考
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
意
義

を
有
し
て
い
る
が
、
目
下
の
①
の
東
歌
と
の
関
係
と
い
う
上
か
ら
は
一
先

ず
横
へ
置
い
て
よ
い
。
以
上
の
次
第
で
、
当
面
の
①
歌
か
ら
見
る
と
、
③

歌
と
の
関
連
を
見
る
の
が
良
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
③
歌
と
は
、
②
歌
の
下
句
と
の
関
連
に
お
い
て
も
重
視
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
②
歌
に
つ
い
て
は
、
佐
佐
木
信
綱
氏
・
大
久
間
喜
一

郎
氏
・
水
島
義
治
氏

︵
５
︶

の
一
覧
に
お
い
て
、
な
ぜ
か
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
無

い
の
で
あ
る
が
︵
佐
佐
木
信
綱
氏
が
①
歌
で
挙
げ
て
い
た
四
四
二
一
番
歌
が
多
少
関
連

を
有
し
て
い
る
が
︶
、
上
西
繁
氏
の
﹁
万
葉
集
東
歌
の
類
歌
を
め
ぐ
つ
て

︵
６
︶

﹂

で
は
、﹁
立
つ
雲
﹂
と
い
う
発
想
表
現
に
ま
で
言
及
す
る
。
そ
う
し
た
歌
々

に
踏
み
込
む
こ
と
を
今
は
せ
ず
、
上
西
氏
に
指
摘
の
あ
る
こ
と
に
ま
ず
は

と
ど
め
て
お
く
︵
後
述
︶
。
こ
こ
に
改
め
て
、
下
句
に
お
け
る
対
応
と
い
う

こ
と
で
、
②
歌
と
③
歌
と
を
次
に
併
記
す
る
。

對
馬
能
祢
波

之
多
具
毛
安
良
南
敷

可
牟
能
祢
尒

多
奈
婢
久

君
毛
乎

見
都
追
思
努
波
毛

︵
14
・
三
五
一
六
︶

②
︵
対
馬
の
嶺ね

は

下
雲
有
ら
な
ふ

上か
む

の
嶺
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ
つ
偲
は
も
︶

於
毛
可
多
能

和
湏
礼
牟
之
太
波

於
抱
野
呂
尒

多
奈
婢
久
君

母
乎

見
都
追
思
努
波
牟

︵
14
・
三
五
二
〇
︶

③
︵
面
形
の

忘
れ
む
時し

だ

は

大
野
ろ
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ

つ
偲
は
む
︶

③
歌
は
、
冒
頭
贈
答
歌
の
第
一
首
①
と
共
に
第
二
首
②
と
も
類
句
歌
と

し
て
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
﹁
し
だ
﹂
の
語
に
つ
い
て

右
の
①
③
④
の
歌
に
出
る
﹁
し
だ
﹂
の
語
は
、
﹃
萬
葉
集
電
子
総
索
引

︵
７
︶

﹄

に
よ
る
と
、﹃
萬
葉
集
﹄
中
に
七
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
﹁
語
性
﹂

欄
に
は
そ
の
全
例
に
﹁
東
語
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
﹁
東
語
﹂
と
は
、
水

島
義
治
氏
の
い
う
﹁
東
国
特
有
語

︵
８
︶

﹂
に
な
る
。
こ
の
﹁
し
だ
﹂
の
語
に
つ

い
て
、
﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
﹄
に
は
、

時
。
頃
。
中
央
語
に
は
こ
の
語
の
用
例
を
み
な
い
。
…
用
例
、
略
…

︻
考
︼
時
間
を
表
わ
す
語
は
、
し
ば
し
ば
空
間
を
表
わ
す
語
か
ら
転

用
さ
れ
る
。
﹁
可
牟
思
太
｣︵
万
三
四
三
八

︶
の
シ
ダ
も
こ
れ
と
関
係
あ
る

三

防

人

の

宴



も
の
か
も
し
れ
な
い
。
方
言
に
い
う
行
き
シ
ダ
帰
り
シ
ダ
︵
高
知
県
︶

の
シ
ダ
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
﹁
ひ
な
曇
り
碓
氷
の
坂

を
越
え
志シ

太ダ

尓ニ

妹
が
恋
ひ
し
く
忘
ら
え
ぬ
か
も
﹂(
万
四
四
〇
七

︶
の
シ

ダ
も
こ
の
意
に
解
し
て
、
動
詞
の
連
用
形
に
接
し
た
も
の
と
す
る
説

が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
在
用
い
ら
れ
る
行
キ
シ
ナ
・
帰
リ
シ
ナ
の

形
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
し
だ
﹂
の
語
に
つ
い
て
、
水
島
義
治
氏
﹃
萬

葉
集
全
注

巻
第
十
四

︵
９
︶

﹄
に
は
、

﹁
し
だ
﹂
は
﹁
時
﹂
の
古
語
。
確
実
な
例
は
東
歌
の
未
勘
国
の
五
首

︵
三
四
六
一
・
三
四
七
八
・
三
五
一
五
・
三
五
二
〇
・
三
五
三
三
︶
の
中
に
六
例
、

巻
二
十
防
人
歌
の
中
に
一
例
︵
四
三
六
七
︶
、
ほ
か
に
肥
前
風
土
記
の

歌
謡
︵
一
一
︶
の
中
に
一
例
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

(
三
四
六
一
番
歌
条
︶

︵
右
と
同
様
の
記
述
の
後
に
︶﹁
し
だ
﹂
と
同
じ
意
味
の
語
に
﹁
さ
だ
﹂

が
あ
る
。
確
実
な
例
は
﹁
沖
つ
波
辺へ

波な
み

の
来
寄
る
左
太
の
浦
の
こ
の

時
︵
左
太
︶
過
ぎ
て
後
恋
ひ
む
か
も
｣︵
11
・
二
七
三
二
、
12
・
三
一
六
〇
に
重

出
︶
の
一
例
で
あ
る
が
、﹁
し
だ
﹂
と
﹁
さ
だ
﹂
は
同
源
の
語
で
、﹁
さ

だ
﹂
は
﹁
し
だ
﹂
の
転
と
考
え
ら
れ
る
。
思
う
に
﹁
し
だ
﹂
﹁
さ
だ
﹂

は
﹁
時
﹂
の
古
語
で
、
そ
れ
が
東
歌
・
防
人
歌
・
肥
前
風
土
記
に
残

存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
﹁
古
語
は
地
方
に
残
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
照

ら
し
て
興
味
深
い
。

︵
三
五
二
〇
番
歌
条
︶

と
い
う
言
及
が
見
ら
れ
る
。
右
に
出
る
﹃
肥
前
國
風
土
記
﹄
の
歌
は
、

志
怒
波
羅
能

意
登
比
賣
能
古
素

佐
比
登

由

母

為
祢
弖
牟

志

太

夜

伊
幣
尒
久
太
佐
牟
也
︵
﹃
肥
前
國
風
土
記
﹄
松
浦
郡
﹁
褶
振
峯
﹂
条
︶

し
の
は
ら
の
お
と
ひ
め
の
こ
そ
さ
ひ
と
ゆ
も
ゐ
ね
て
む
し
だ
や
い

へ
に
く
だ
さ
む
︿
也
﹀

︵
篠
原

し
の
は
ら

の

弟お
と

日ひ

姫め

の
子こ

そ

さ
一ひ

と

夜ゆ

も

率ゐ

寝ね

て
む
後し

だ

や

家

に
降く

だ

さ
む
︿
也
﹀
︶

で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
短
歌
に
は
﹁
し
だ
﹂︵
時
︶

だ
け
で
は
な
く
て
﹁
ゆ
｣︵
夜
︶
の
語
も
出
る
。
や
は
り
防
人
歌
に
、

都
久
波
祢
乃

佐
由
流
能
波
奈
能

由

等
許
尒
母

可
奈
之
家
伊

母
曽

比
留
毛
可
奈
之
祁︵

20
・
四
三
六
九
、
常
陸
國
那
賀
郡
大
舎
人
部
千
文
︶

つ
く
は
ね
の
さ
ゆ
る
の
は
な
の
ゆ
と
こ
に
も
か
な
し
け
い
も
そ
ひ

る
も
か
な
し
け

︵
筑
波
嶺
の

さ
百
合

ゆ

る

の
花
の

夜ゆ

床と
こ

に
も

か
な
し
け
妹
そ

昼
も
か
な
し
け
︶

と
﹁
夜
｣︵
ゆ
︶
の
語
が
あ
る
。
こ
の
﹁
夜ゆ

﹂
の
語
は
﹁
時し

だ

﹂
の
語
と
共
に

中
央
か
ら
離
れ
た
地
に
残
存
し
て
い
る
古
語
︵
か
つ
て
の
中
央
語
︶
で
あ
る
か

と
一
往
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
地
域
言
語
で
は
あ
っ
て
も
、
古
層

の
中
央
語
の
痕
跡
に
な
る
。
水
島
義
治
氏
は
﹁
東
国
特
有
語
﹂
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
指
摘

︵
10
︶

す
る
。

何
を
も
っ
て
東
国
特
有
語
と
す
る
か
は
容
易
で
な
い
。
こ
れ
は
東
国

方
言
の
基
層
語

サ
ブ
ス
ト
レ
ー
タ
ム

、
東
国
方
言
と
中
央
語
と
の
関
連
に
対
す
る
考
察
と

理
解
を
経
な
け
れ
ば
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
東
国
特
有

語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
﹁
ア
ズ
﹂︹
崩
岸
︺
な
ら
﹁
ア
ズ
﹂
、

﹁
ア
タ
ユ
マ
ヒ
｣︵
急
病
︶
な
ら
﹁
ア
タ
ユ
マ
ヒ
﹂
が
、
既
に
中
央
語
で
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は
亡
び
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
東
国
に
残
存
し
て
い
る
い
わ

ば
古
語
と
認
め
る
べ
き
も
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
中
央
語
と
は
関
係

の
な
い
東
国
固
有
の
語
な
の
か
、
こ
の
識
別
が
ど
う
し
て
も
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

右
に
﹁
東
国
特
有
語
﹂
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。
﹁
し
だ
﹂
の
語
に

つ
い
て
は
、
東
国
に
残
存
す
る
地
域
言
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

古
層
の
中
央
語
の
痕
跡
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
柳

田
國
男
が
言
う
﹁
方
言
周
圏
論

︵
11
︶

﹂
に
基
づ
い
た
古
語
に
な
る
。
た
だ
、
風

土
記
の
場
合
、
編
纂
に
携
わ
っ
た
松
浦
郡
の
官
人
、
肥
前
国
庁
官
人
、
ま

た
大
宰
府
官
人
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

方
言
周
圏
論
を
安
易
に
適
用
し
て
良
い
も
の
か
と
逡
巡
さ
れ
る
。
折
し

も
、
谷
口
雅
博
氏
の
﹁
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
弟
日
姫
子
説
話
考

︵
12
︶

﹂
に
、

︵
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
の
歌
は
︶
東
国
か
ら
筑
紫
に
派
遣
さ
れ
た
防
人
が

土
地
の
乙
女
へ
の
恋
情
を
詠
む
と
い
う
形
︵
実
際
に
恋
情
が
あ
っ
た

ど
う
か
は
と
も
か
く
︶
の
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

︱
最
初
の
︵
括
弧
︶
内
は
引
用
者
に
よ
る

︱

と
の
提
起
が
あ
る
の
を
目
に
し
た
。
可
能
性
と
し
て
は
よ
り
現
実
的
な
理

解
案
で
あ
る
。
こ
の
考
察
に
よ
る
と
、﹁
し
だ
﹂
も
﹁
ゆ
﹂
も
純
粋
な
﹁
東

国
特
有
語
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

横
道
に
逸
れ
た
。
﹁
し
だ
﹂
の
語
に
戻
る
と
先
に
挙
げ
た
三
首
︵
①
14
・

三
五
一
五
、
③
14
・
三
五
二
〇
、
④
20
・
四
三
六
七
︶
以
外
に
次
の
三
首
四
例
が

あ
る
。安

是
登
伊
敝
可

佐
宿
尒
安
波
奈
久
尒

真
日
久
礼
弖

与
比
奈
波

許
奈
尒

安
家
奴

思
太

久
流

︵
14
・
三
四
六
一
︶

あ
ぜ
と
い
へ
か
さ
宿
に
あ
は
な
く
に
真
日
く
れ
て
よ
ひ
な
は
こ
な

に
あ
け
ぬ
し
だ
く
る

︵
奈
何

あ

ぜ

と
言
へ
か

さ
宿ね

に
相あ

は
な
く
に

真ま

日ひ

晩く

れ
て

暮よ
ひ

な

は
来こ

な
に

明あ

け
ぬ
時し

だ

来く

る
︶

等
保
斯
等
布

故
奈
乃
思
良
祢
尒

阿
抱

思
太

毛

安
波
乃
敝

思

太

毛

奈
尒
己
曽
与
佐
礼

︵
14
・
三
四
七
八
︶

と
ほ
し
と
ふ
故
奈
の
し
ら
ね
に
あ
ほ
し
だ
も
あ
は
の
へ
し
だ
も
な

に
こ
そ
よ
さ
れ

︵
遠
し
と
ふ

故
奈

こ

な

の
白し

ら

嶺ね

に

相あ

ほ
時し

だ

も

相あ

は
の
へ
時し

だ

も
汝な

に
こ
そ
寄よ

さ
れ
︶

比
登
乃
兒
乃

可
奈
思
家

之
太

波

〻
麻
渚
杼
里

安
奈
由
牟
古

麻
能

乎
之
家
口
母
奈
思

︵
14
・
三
五
三
三
︶

ひ
と
の
兒
の
か
な
し
け
し
だ
は
ゝ
ま
す
ど
り
あ
な
ゆ
む
こ
ま
の
を

し
け
く
も
な
し

︵
ひ
と
の
児こ

の

愛か
な

し
け
時し

だ

は

浜は
ま

渚す

鳥ど
り

足あ

悩な
ゆ

む
駒こ

ま

の

惜を

し

け
く
も
無な

し
︶

い
ず
れ
も
﹁
時
﹂
を
意
味
す
る
語
と
し
て
問
題
が
な
い
。
こ
う
し
た
中

に
位
置
す
る
語
と
し
て
前
掲
三
首︵
①
・
③
・
④
︶
の
﹁
し
だ
﹂
の
例
が
あ
る
。

四
、
相
聞
贈
答
の
遣
り
取
り

冒
頭
に
挙
げ
た
一
組
の
贈
答
歌
①
・
②
に
戻
る
と
、
歌
と
し
て
は
、
東

五

防

人

の

宴



の
地
に
い
る
女
の
歌
︵
①
14
・
三
五
一
五
︶
と
対
馬
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
防
人

の
歌
︵
②
14
・
三
五
一
六
︶
と
の
相
聞
の
や
り
と
り
︵
﹁
相
聞
徃
来
﹂
︿
４
・
七
二
七
題

下
註
﹀
︶
と
し
て
あ
る
と
、
歌
意
の
内
容
上
、
理
解
で
き
る

︵
13
︶

。

對
馬
能
祢
波

之
多
具
毛

安
良
南
敷

可
牟
能
祢
尒

多
奈
婢
久

君
毛

乎

見
都
追
思
努
波
毛

︵
14
・
三
五
一
六
︶

②
︵
対
馬
の
嶺ね

は

下
雲
有
ら
な
ふ

上か
む

の
嶺
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ
つ
偲
は
も
︶

右
②
歌
の
第
三
句
﹁
か
む
の
ね
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
神
の
嶺
﹂
説
が
あ
り
、

従
う
注
釈
書
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
全
注

巻
第
十
四

︵
14
︶

﹄
が
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

従
来
、
代
匠
記
︵
精
︶
・
略
解
・
古
義
以
下
新
考
を
は
じ
め
全
釈
・
佐

佐
木
評
釈
・
窪
田
評
釈
・
全
註
釋
・
私
注
・
古
典
大
系
そ
の
他
の
近

代
の
諸
注
も
こ
れ
を
﹁
上
の
嶺
﹂
と
し
た
が
、
後
藤
利
雄
が
﹁
神
の

嶺
﹂
と
し
、
注
釈
・
古
典
全
書
・
桜
井
訳
注
・
全
訳
注
等
が
こ
れ
に

従
っ
て
い
る
。

︵
三
五
一
六
番
歌
条
︶

こ
の
後
藤
利
雄
氏
説
は
、
﹁
東
歌
の
﹁
可
牟
思
太
﹂
﹁
可
牟
能
禰
﹂
に
つ

い
て

︵
15
︶

﹂
の
所
説
で
あ
る
が
、
右
の
水
島
義
治
氏
著
に
後
藤
論
の
要
約
と
そ

れ
へ
の
反
論
と
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
引
き
続
き
﹃
萬
葉
集
全
注

巻
第
十
四
﹄
を
引
用
す
る
。

﹁
上
の
嶺
﹂
で
は
な
く
、
﹁
神
の
嶺
﹂
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
⑴
カ

ミ
が
カ
ム
と
変
化
す
る
の
は
乙
類
の
音
に
見
え
る
か
ら
︵
﹁
神
﹂
﹁
雷
﹂

の
ミ
は
乙
類
、
﹁
上
﹂
の
弥
は
甲
類
︶
カ
ム
は
﹁
上
﹂
よ
り
も
﹁
神
﹂
ま
た

は
﹁
雷
﹂
と
見
る
方
が
上
代
音
韻
変
化
の
法
則
に
か
な
う
、
⑵
有
明

山
に
登
れ
ば
天
気
の
良
い
日
に
は
九
州
の
背
振
山
︵
一
〇
五
五
メ
ー
ト

ル
︶
が
見
え
︵
…
注
記
略
…
︶
、
こ
の
山
は
﹁
神
の
嶺
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
山
で
あ
り
、
さ
ら
に
西
方
に
は
、
カ
ム
ヤ
マ
と
訓
読
し
得
る

﹁
雷
山

ら
い
さ
ん

﹂
︵
九
五
五

︵
注
14
参
照
︶
メ
ー
ト
ル
︶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
︵
…
注
記
略

…
、
以
上
、
後
藤
説
の
要
約
︶
。
尤
も
、
﹁
神
の
嶺
﹂
と
し
た
も
の
に
古
く

真
淵
の
考
が
あ
り
、
東
歌
疏
も
そ
う
で
あ
る
が
、
前
者
は
こ
れ
を
足

柄
の
御
坂
と
し
、
後
者
は
同
じ
く
対
馬
上
県
郡
の
御
嶽
山
を
擬
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
﹁
後
世
で
は
信
仰
の
中
心
に
な
る
山
の
名
と

し
て
ゐ
る
か
ら
、
﹃
可
牟
能
祢
﹄
は
こ
れ
に
あ
た
る
か
も
知
れ
な
い
﹂

と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ミ
が
カ
ム
と
変
化
す
る

の
は
乙
類
の
音
に
見
え
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
﹁
上
の
嶺
﹂

で
は
な
く
﹁
神
の
嶺
﹂
と
な
る
が
、
と
言
っ
て
こ
れ
を
直
線
距
離
に

し
て
一
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
、
佐
賀
・
福
岡
の
県
境
、
佐

賀
平
野
の
北
側
に
あ
る
東
西
方
向
の
断
層
山
地
で
あ
る
背
振
山
系
で

あ
る
と
す
る
こ
と
は
肯
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
仮
り
に
山
巓
を
望
見

し
得
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
﹁
た
な
び
く
雲
﹂
ま
で
見
え
る
だ
ろ

う
か
。
…
下
略
…

︵
同
、
三
五
一
六
番
歌
条
︶

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
右
の
水
島
義
治
氏
の
指
摘
に
尽
き
よ
う
。
対

し
て
伊
藤
博
氏
﹃
萬
葉
集
釈
注
・
七
』︵
一
九
九
七
年
九
月
︶
は
、
﹁
前
歌
の
妻

と
別
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
悲
別
に
応
じ
た
歌
に
ち
が
い
な
い
﹂
と
し
、

﹁
神
の
嶺
﹂
と
し
て
、
﹁
﹁
神
の
嶺
﹂
は
残
さ
れ
る
妻
に
と
っ
て
の
心
の
山
﹂

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
解
に
お
い
て
、
対
馬
に
お
け
る
雲
の
形
状
・
実
態

に
関
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
性
へ
の
言
及
は
な
い
。
そ
の
後
の
注
解
を
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見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

﹁
上
の
嶺
﹂
の
意
で
あ
ろ
う
。
所
在
地
未
詳
。

︵
新
大
系
﹃
萬
葉
集
・
三
﹄
二
〇
〇
二
年
七
月
。
新
版
岩
波
文
庫
本
も
ほ
ぼ
同
じ
︶

﹁
上
の
嶺
﹂
と
も
﹁
神
の
嶺
﹂
と
も
解
さ
れ
て
い
る
が
所
在
未
詳
。

︵
稲
岡
耕
二
氏
、
和
歌
文
学
大
系
﹃
萬
葉
集
・
三
﹄
二
〇
〇
六
年
一
一
月
︶

所
在
未
詳
。
﹁
神
の
嶺
﹂
と
見
て
、
佐
賀
県
の
背
振
山
系
の
雷
山

ら
い
さ
ん

︵
標

高
九
五
五
メ
ー
ト
ル
︶
を
望
見
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。

︵
多
田
一
臣
氏
﹃
万
葉
集
全
解
・
５
﹄
二
〇
〇
九
年
一
一
月
︶

可
牟
の
嶺

九
州
北
部
の
背
振
山
塊
の
雷
山

ら
い
さ
ん

か
と
い
う
。
九
五
五

メ
ー
ト
ル
。

︵
阿
蘇
瑞
枝
氏
﹃
萬
葉
集
全
歌
講
義
・
七
﹄
二
〇
一
一
年
八
月
︶

右
の
次
第
で
あ
る
。
私
は
﹁
上
の
嶺
﹂
と
い
う
理
解
で
進
め
て
行
く
。

﹁
下
雲
﹂
に
対
す
る
﹁
上
の
嶺
に
た
な
び
く
雲
﹂
と
い
う
理
解
に
な
る
。

萬
葉
仮
名
の
甲
乙
類
か
ら
の
﹁
カ
ム
﹂
の
語
に
関
す
る
理
解
は
、
こ
れ
が

甲
乙
類
が
乱
れ
が
ち
な
東
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
宴
席
に
お

い
て
作
歌
を
披
露
し
た
当
人
と
そ
の
歌
を
筆
録
し
た
史
生

︵
16
︶

と
の
歌
詠
内
容

に
関
す
る
認
識
の
ズ
レ
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
甲
乙
類
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
﹁
神
の
嶺
﹂

に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
く
て
、
一
首
の
歌
意
理
解
の
方
が
大
き
く
関

わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
て
②
の
防
人
の
男
歌
は
、
女
に
よ
る
、
次
の
訴
え
の
①
歌
を
受
け
て

の
作
で
あ
り
、
﹁
土
溢
り
嶺
に
立
つ
雲
﹂
に
対
応
す
る
表
現
と
し
て
あ
る
。

阿
我
於
毛
乃

和
湏
礼
牟
之
太
波

久
尒
波
布
利

祢
尒
多
都
久

毛

乎

見
都
追
之
努
波
西

︵
14
・
三
五
一
五
︶

①
︵
吾
が
面
の

忘
れ
む
時し

だ

は

土く
に

溢は
ふ

り

嶺ね

に
立
つ
雲
を

見
つ

つ
偲
は
せ
︶

こ
の
女
歌
は
、

私
の
顔
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
時
に
は
︵
も
し
そ
う
い
う
時
が
あ
っ

た
な
ら
ば
︶
、
大
地

︵
17
︶

か
ら
盛
り
上
が
り
沸
き
立
っ
て
い
る
山
の
嶺
に
立

つ
雲
︵
の
形
︶
を
見
な
が
ら
、︵﹁
あ
ゝ
、
妻
の
顔
そ
の
も
の
だ
﹂
と
︶
私
に
思
い

を
馳
せ
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
訴
え
で
あ
る
。
応
え
た
男
歌
②
の
上
句
は
、

(
私
が
今
居
る
︶
対
馬
の
嶺
で
は
山
の
下
の
方
か
ら
盛
り
上
が
る
よ
う

な
雲
が
沸
き
立
つ
こ
と
は
無
い
。

と
い
う
現
地
情
報
に
基
づ
い
た
表
現
と
し
て
あ
る
。
こ
の
現
地
情
報
は
、

そ
の
真
偽
と
い
う
こ
と
を
云
々
す
る
以
前
の
問
題
と
し
て
、
歌
と
し
て
は
、

対
馬
に
派
遣
さ
れ
た
防
人
に
お
け
る
認
識
に
基
づ
い
た
表
現
そ
の
も
の
と

し
て
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
下
句
は
、

︵
お
前
の
顔
の
よ
う
な
丸
い
雲
が
対
馬
で
立
つ
こ
と
は
無
い
が
︶
、
山
の
上
部
に

細
長
く
た
な
び
く
雲
を
見
て
は
お
前
の
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。

と
い
う
歌
と
し
て
あ
り
、
ま
さ
に
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
歌
の
遣
り
取
り

に
な
っ
て
い
る
。

二
首
の
歌
に
お
け
る
表
現
上
の
対
応
は
右
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ

の
二
首
が
、
東
の
地
の
女
性
と
対
馬
に
居
る
防
人
と
の
間
で
現
実
に
遣
り

取
り
さ
れ
た
贈
答
問
答
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

巻
第
十
五
に
載
る
中
臣
宅
守
と
狭
野
弟
上
娘
子
と
の
間
の
贈
答
問
答
の

場
合
は
別
で
あ
る
。
中
臣
宅
守
は
、
越
前
国
味
真
野
の
地
︵
福
井
県
越
前
市

七

防

人

の

宴



味
真
野
町
︶
に
流
さ
れ
た
罪
人
で
あ
り
、
法
令
で
は
そ
の
首
に
は
カ
セ
が
着

け
ら
れ
、
夜
に
は
手
カ
セ
が
加
わ
っ
た
︵
獄
令
19
︶
。
そ
の
流
罪
の
中
臣
宅

守
と
都
に
い
る
娘
子
と
の
間
に
四
組
八
歌
群
五
六
首
の
贈
答
の
遣
り
取
り

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
見
る
説
が
あ
る
が
、
私

は
実
録
に
基
づ
く
相
聞
往
来
で
あ
る
と
考
察

︵
18
︶

し
て
い
る
。
中
臣
宅
守
の
罪

状
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
政
治
犯
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
の
後
に
赦
さ
れ
て
帰
京
し
、
天
平
宝
字
七
年
︵
七
六
三
︶
正
月
壬
子

（
九
日
）

に
は
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
︵
﹃
続
日
本
紀
﹄
︶
、
都
と
越

前
国
府
と
の
文
書
往
来
に
歌
詠
は
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。

一
方
、
当
該
歌
に
お
い
て
は
、
東
の
地
の
一
女
性
と
対
馬
の
防
人
に
お

け
る
歌
の
贈
答
と
し
て
あ
る
。
現
実
の
書
簡
歌
句
往
来
を
私
は
想
定
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
恐
ら
く
、
対
馬
帰
り
の
防
人
を
迎
え
て
、
東
の
地
に

お
い
て
催
さ
れ
た
無
事
の
帰
国
を
感
謝
す
る
神
事
の
後
の
宴
の
席
に
お
い

て
、
こ
れ
は
披
露
さ
れ
た
贈
答
問
答
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

宴
の
席
で
の
創
作
贈
答

防
人
の
国
府
出
立
の
際
に
は
、
必
ず
行
路
の
安
全
を
祈
願
す
る
神
事
が

も
た
れ
、
そ
の
直
会
の
後
に
歌
を
披
露
す
る
宴
が
持
た
れ
た
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
私
は
﹁
防
人
と
そ
の
家
族

︵
19
︶

﹂
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
は

三
年
後
の
帰
還
時
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
無
事
の
帰

還
を
神
に
報
告
し
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
、
や
は
り
直
会
か
ら
宴
へ
と
展
開

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

︵
20
︶

。
こ
の
宴
に
は
妻
や
父
母
が
参
加
し
た
こ
と
に

つ
い
て
も
、
出
立
の
際
と
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
宴
に
参
加
し
て
い
る
妻
を
前
に
し
て
、
対
馬
帰
り
の
防
人
は
女
歌

①
︵
14
・
三
五
一
五
︶
と
自
身
の
歌
②
︵
14
・
三
五
一
六
︶
の
二
首
を
作
っ
て
披
露

し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
贈
答
二
首
に
影
を
落
と
し
て
い
る
の
が
前

に
挙
げ
た
次
の
一
首
で
あ
る
。

於
毛
可
多
能

和
湏
礼
牟
之
太
波

於
抱
野
呂
尒

多
奈
婢
久
君
母

乎

見
都
追
思
努
波
牟

︵
14
・
三
五
二
〇
︶

③
︵
面
形
の

忘
れ
む
時し

だ

は

大
野
ろ
に

た
な
び
く
雲
を

見
つ

つ
偲
は
む
︶

当
初
は
こ
の
一
首
が
女
歌
①
と
男
歌
②
の
二
首
の
基
底
に
あ
る
と
見
て

い
た
。
類
句
歌
か
ら
見
る
と
、
③
歌
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
不
審
が
あ
る
。
こ
の
、
③
歌
に
は
﹁
た
な
び
く
雲
﹂

と
あ
り
、
こ
の
③
歌
の
表
現
か
ら
は
﹁
吾
が
面
の
忘
れ
む
時し

だ

は
土く

に

溢は
ふ

り
嶺ね

に
立
つ
雲
を
見
つ
つ
偲
は
せ
｣︵
①
︶
と
詠
ま
れ
る
﹁
妻
の
顔
﹂
は
浮
か
ば

な
い
の
で
あ
る
。
﹁
た
な
び
く
﹂
の
語
構
成
は
﹁
た
―
な
び
く
﹂
と
考
え
ら

れ
る
。
﹃
萬
葉
集
﹄
中
七
六
例
あ
る
﹁
た
な
び
く
﹂
の
語
例
中
、
一
七
例

に
﹁
棚
引
﹂
の
用
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り

︵
21
︶

、
こ
れ
は
﹃
時
代
別
国
語
大
辞

典

上
代
編
﹄
の
﹁
た
な
び
く
﹂
の
︻
考
︼
が
指
摘
す
る
当
時
の
語
の
理

解
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
他
に
﹁
棚
曳
﹂
﹁
桁
曳
﹂
﹁
軽
引
﹂

の
用
字
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
用
字
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
﹁
た
―
な
び
く
﹂

と
い
う
語
構
成
の
理
解
に
よ
っ
て
も
、
﹁
顔
｣︵
面
形
︶
が
念
頭
に
浮
か
ぶ
と

い
う
雲
形
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
上
西
繁
氏
が
﹁
万
葉
集
東
歌
の

類
歌
を
め
ぐ
つ
て

︵
22
︶

﹂
に
お
い
て
、
原
型
と
指
摘
す
る
、

八

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
六
号
・
二
〇
一
五
年
六
月



直
相
者

相
不
勝

石
川
尒

雲
立
渡
礼

見
乍
将
偲
︵
２
・
二
二
五
︶

の
よ
う
に
、
下
か
ら
沸
き
立
つ
雲
で
な
く
て
は
、
雲
形
か
ら
顔
形
を
思
い

浮
か
べ
る
と
い
う
こ
の
歌
に
は
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
先
掲
の
類
想
歌
、

和
我
由
伎
乃

伊
伎
都
久
之
可
婆

安
之
我
良
乃

美
祢
波
保
久
毛

乎

美
等
登
志
努
波
祢

︵
20
・
四
四
二
一
、
武
蔵
國
防
人
、
服
部
於
由
︶

⑤
わ
が
ゆ
き
の

い
き
つ
く
し
か
ば

あ
し
が
ら
の

み
ね
は
ほ
く

も
を

み
と
と
し
の
は
ね

︵
我
が
行
き
の

息
つ
く
し
か
ば

足
柄
の

嶺
這
ほ
雲
を

見

と
と
偲
は
ね
︶

に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
同
じ
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
女
歌
︵
①
︶
と
男

歌
︵
②
︶
の
二
首
に
影
を
落
し
て
い
る
元
歌
は
、
③
歌
一
首
で
な
く
て
良
い

の
で
あ
る
。
現
在
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
﹃
萬
葉
集
﹄
か
ら
見
る
と
③

歌
や
⑤
歌
の
元
歌
に
な
る
が
、
﹃
萬
葉
集
﹄
に
は
載
ら
な
い
類
句
・
類
想

の
歌
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
前
に
示
し
た
④
の
防
人
歌
の
元
歌
も
あ

る
。
よ
っ
て
、
女
歌
︵
①
︶
に
影
を
落
と
し
て
い
る
歌
は
別
に
あ
り
、
男

歌
︵
②
︶
に
影
を
落
し
て
い
る
歌
が
、
③
歌
で
あ
る
と
見
れ
ば
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
別
々
の
元
歌
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
二
首
︵
①
・
②
︶
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
男
一
人
の
創
作
で
あ
る
と
見
る
の
で
は
な
く

て
、
現
実
に
帰
り
を
待
ち
侘
び
て
い
た
妻
の
一
首
と
帰
還
の
夫
の
歌
と
い

う
相
対
相
聞
も
形
式
上
は
成
り
立
つ
。

し
か
し
な
が
ら
①
歌
は
、
妻
に
よ
る
見
送
り
の
歌
と
し
て
は
有
り
得
て

も
、
無
事
の
帰
還
を
喜
ぶ
妻
が
詠
む
歌
と
し
て
は
内
容
上
合
致
し
な
い
。

や
は
り
こ
の
贈
答
一
組
の
歌
は
無
事
帰
還
し
た
防
人
に
よ
る
現
地
報
告
と

し
て
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
第
一
首
は
第
二
首
の
枕
と
し
て

位
置
す
る
歌
で
あ
り
、
物
語
風
に
防
人
自
身
が
創
り
上
げ
構
成
し
た
組
歌

と
見
な
い
と
帰
還
宴
歌
と
し
て
成
り
立
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
仮
想
問

答
の
歌
で
あ
る
と
見
る
所
以
で
あ
る
。

︻
註
︼

︵
１
︶
廣
岡
義
隆
﹁
防
人
と
そ
の
家
族
﹂
︵
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
叢
書
27
﹃
万
葉
の
愛
﹄

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
、
二
〇
一
五
年
三
月
︶
。

︵
２
︶
佐
佐
木
信
綱
氏
﹁
萬
葉
集
類
歌
類
句
抄
﹂
︵
同
氏
﹃
萬
葉
集
の
研
究
﹄
第
三

萬

葉
集
類
歌
類
句
攷
︵
岩
波
書
店
、
一
九
四
八
年
七
月
︶
。

︵
３
︶
安
念
正
氏
﹁
萬
葉
集
の
類
歌
類
似
句
の
提
出
す
る
一
二
の
問
題
﹂︵
﹃
國
語
・
國
文
﹄

五
巻
五
号
、
一
九
三
五
年
五
月
︶
。
当
該
歌
へ
の
言
及
は
な
い
。

︵
４
︶
大
久
間
喜
一
郎
氏
﹁
万
葉
類
句
歌
考
︱
作
者
未
詳
歌
を
中
心
と
し
て
︱
﹂
︵
﹃
明

治
大
学
教
養
論
集
﹄
六
一
号
、
一
九
七
一
年
一
月
︶
。
﹁
万
葉
類
句
歌
よ
り
み
た
作
者

未
詳
歌
巻
の
性
格
﹂
︵
﹃
明
治
大
学
教
養
論
集
﹄
八
四
号
、
一
九
七
四
年
一
月
︶
。
と

も
に
同
氏
﹃
古
代
文
学
の
伝
統
﹄
︵
笠
間
書
院
︶
に
改
稿
所
収
。
当
稿
は
、
所
収
書

に
拠
る
。

︵
５
︶
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
東
歌
の
研
究
﹄
︵
笠
間
書
院
、
一
九
八
四
年
二
月
︶
の
第

三
篇
第
四
章
﹁
東
歌
に
於
け
る
類
歌
に
つ
い
て
の
考
察
﹂
の
第
三
節
に
﹁
東
歌
の
類

歌
﹂
が
あ
り
、
﹁
東
歌
類
歌
一
覧
﹂
が
示
さ
れ
て
い
る
。
三
五
一
五
番
歌
と
の
類
歌

は
二
ケ
所
に
挙
が
る
が
、
三
五
一
六
番
歌
と
の
類
歌
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
６
︶
上
西
繁
氏
﹁
万
葉
集
東
歌
の
類
歌
を
め
ぐ
つ
て
﹂
︵
神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文

学
会
﹃
國
文
論
叢
﹄
三
号
、
一
九
五
四
年
一
一
月
︶
。

︵
７
︶
古
典
索
引
刊
行
会
編
﹃
萬
葉
集
電
子
総
索
引
﹄
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
︵
塙
書
房
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
︶
。

︵
８
︶
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
東
歌
の
研
究
﹄
︵
注
５
に
同
じ
︶
。

︵
９
︶
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
全
注

巻
第
十
四
﹄
︵
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
九
月
︶
。

︵
10
︶
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
東
歌
の
研
究
﹄
︵
注
５
︶
の
序
章
第
二
節
﹁
東
歌
研
究
の

問
題
点
﹂
の
﹁
東
国
特
有
語
﹂
の
条
に
よ
る
。
同
書
、
四
〇
頁
。

九

防

人

の

宴



︵
11
︶
柳
田
國
男
﹃
定
本
柳
田
國
男
集
﹄
第
十
八
巻
︵
一
九
六
九
年
一
一
月
︶
に
よ
る
。

柳
田
國
男
の
﹁
方
言
周
圏
論
﹂
は
、
﹃
蝸
牛
考
﹄
の
修
訂
版
を
収
め
た
刀
江
書
院
刊

の
﹁
言
語
誌
叢
刊
﹂
︿
一
九
三
〇
年
七
月
﹀
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
﹃
定
本
柳
田

國
男
集
﹄
は
そ
の
後
の
創
元
社
版
︵
一
九
四
三
年
二
月
︶
で
収
め
て
い
る
。
な
お
、

ち
く
ま
文
庫
版
﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
19
に
は
、
真
田
信
治
氏
に
よ
る
﹁
解
説
﹂
が
付

い
て
い
る
︵
一
九
九
〇
年
七
月
︶
。

︵
12
︶
谷
口
雅
博
氏
﹁
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
弟
日
姫
子
説
話
考
︱
異
類
婚
姻
譚
と
歌
︱
﹂

︵
﹃
國
學
院
雜
誌
﹄
一
一
五
巻
一
〇
号
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
︶
。

︵
13
︶
①
②
歌
が
防
人
の
問
答
歌
と
し
て
あ
る
こ
と
は
賀
茂
真
淵
﹃
考
﹄
以
来
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
当
論
冒
頭
で
指
摘
し
た
。
加
藤
静
雄
氏
は
当
初
、
三
五
二
〇
番
歌
を

含
め
て
三
首
を
﹁
連
節
の
民
謡
﹂

︵
﹁
東
歌
の
一
性
格
﹂
﹃
美
夫
君
志
﹄
八
号
、

一
九
六
五
年
三
月
、
同
氏
﹃
万
葉
集
東
歌
論
﹄
所
収
。
所
収
書
で
は
﹁
原
東
歌
の
一

性
格
﹂
︶
と
し
て
い
た
が
、
同
氏
﹃
万
葉
東
歌
の
世
界
﹄
美
夫
君
志
リ
ブ
レ
︵
は
な

わ
新
書
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
︶
で
は
、
①
②
歌
を
問
答
歌
と
定
位
し
て
い

る
︵
一
一
九
頁
～
︶
。

︵
14
︶
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
全
注

巻
第
十
四
﹄
︵
注
９
に
同
じ
︶
。
な
お
、
水
島
義
治

氏
が
次
の
後
藤
利
雄
氏
論
︵
注
15
︶
を
要
約
引
用
し
て
い
る
中
で
、
雷
山
の
標
高
を

﹁
一
九
五
五
メ
ー
ト
ル
﹂
と
す
る
。
こ
れ
は
単
純
な
ミ
ス
で
あ
り
、
後
藤
利
雄
氏
論

に
お
い
て
は
初
発
論
で
も
所
収
書
で
も
正
し
く
﹁
九
五
五
メ
ー
ト
ル
﹂
と
あ
る
の
で
、

こ
れ
は
修
訂
し
て
引
用
し
た
。
水
島
義
治
氏
著
で
も
そ
の
地
図
に
は
正
し
い
山
高
が

示
さ
れ
て
い
る
。

︵
15
︶
後
藤
利
雄
氏
﹁
東
歌
の
﹁
可
牟
思
太
﹂
﹁
可
牟
能
禰
﹂
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
萬
葉
﹄

四
七
号
、
一
九
六
三
年
四
月
。
同
氏
﹃
東
歌
難
歌
考
﹄
に
﹁
参
考
論
究
篇
﹂
と
し
て

所
収
。
桜
楓
社
︶
。

︵
16
︶
こ
こ
に
﹁
史
生
﹂
︵
書
記
官
人
︶
と
し
た
の
は
、
防
人
の
宴
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

国
府
乃
至
は
郡
家
で
の
、
無
事
な
帰
還
を
感
謝
す
る
神
事
の
後
の
公
的
な
宴
に
お
い

て
披
露
さ
れ
た
宴
の
歌
が
史
生
に
よ
っ
て
書
記
さ
れ
、
今
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
発
表
時
に
鈴
木
喬
氏
か
ら
、
①
歌
の
﹁
和
湏
礼
牟
之
太

波
﹂
と
②
歌
の
﹁
見
都
追
思
努
波
毛
﹂
に
つ
い
て
、
助
動
詞
﹁
む
﹂
が
片
や
﹁
む
﹂

︵
①
︶
、
片
や
﹁
も
﹂
︵
②
︶
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
戴
い
た
。
①
歌
と
②
歌

の
対
応
を
考
え
る
際
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
働
く
。
①
②
歌
と
い
う
組
歌
で
考
え
る
時
、

②
歌
と
は
無
関
係
に
①
歌
に
の
み
修
訂
の
手
が
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

が
、
問
題
点
と
し
て
尾
を
引
く
こ
と
に
な
る
。
指
摘
を
頂
戴
し
た
鈴
木
喬
氏
に
御
礼

申
し
上
げ
た
い
。

︵
17
︶
﹁
久
尒
﹂
の
理
解
は
﹃
日
本
古
典
全
書
﹄
︵
朝
日
新
聞
社
︶
版
が
﹁
国
土
﹂
と
理
解

し
、
以
後
そ
の
解
が
見
ら
れ
る
の
に
よ
る
。
中
で
も
、
水
島
義
治
氏
﹃
萬
葉
集
全
注

巻
第
十
四
﹄
︵
注
９
︶
が
﹁
大
地
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て
﹂
と
し
て
い
る
の
に
よ
っ
て

い
る
。
﹁
土
﹂
の
用
字
を
宛
て
た
の
は
廣
岡
で
あ
る
が
、﹁
土
毛
﹂
の
﹁
く
に
つ
も
の
﹂

や
、
﹁
土
俗
﹂
の
﹁
久
尒
比
止
﹂
と
い
っ
た
訓
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

︵
18
︶
廣
岡
義
隆
﹁
山
川
隔
る
恋
︱
中
臣
宅
守
と
狭
野
弟
上
娘
子
︱
﹂
︵
森
淳
司
氏
・

林
田
正
男
氏
編
﹃
万
葉
集
相
聞
の
世
界

恋
ひ
て
死
ぬ
と
も
﹄
雄
山
閣
、
一
九
九
七

年
八
月
︶
。
こ
の
歌
群
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
廣
岡
義
隆
﹁
中
臣
宅
守

茅
上
娘
子
贈
答
歌
﹂
︵
森
淳
司
氏
編
﹃
万
葉
集
研
究
入
門
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
雄
山
閣
、

一
九
八
八
年
二
月
︶
が
あ
り
、
そ
の
時
点
で
の
先
行
研
究
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

︵
19
︶
廣
岡
義
隆
﹁
防
人
と
そ
の
家
族
﹂
︵
注
１
に
同
じ
︶
。

︵
20
︶
直
会
︵
な
ほ
ら
ひ
︶
は
神
祭
り
か
ら
平
常
の
生
活
に
復
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け

る
神
事
と
し
て
の
要
素
が
あ
り
︵
倉
林
正
次
氏
﹃
饗
宴
の
研
究
﹄
文
学
編
五
五
三
頁

︿
桜
楓
社
、
一
九
六
九
年
一
月
﹀
、
儀
礼
編
一
三
三
頁
に
も
言
及
が
あ
る
︶
、
宴
そ
の

も
の
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
、
﹁
直
会
か
ら
宴
へ
と
展

開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
し
た
。
現
実
に
は
直
会
と
宴
と
は
不
可
分
の
も
の

と
し
て
あ
っ
た
と
考
察
で
き
る
。

︵
21
︶
古
典
索
引
刊
行
会
編
﹃
萬
葉
集
電
子
総
索
引
﹄
︵
注
７
に
同
じ
︶
。

︵
22
︶
上
西
繁
氏
﹁
万
葉
集
東
歌
の
類
歌
を
め
ぐ
つ
て
﹂
︵
注
６
に
同
じ
︶
。

付
記

当
稿
は
二
〇
一
五
年
一
月
一
一
日
に
開
催
さ
れ
た
美
夫
君
志
会
一
月
研
究
発

表
会
に
お
い
て
、
﹁
対
馬
の
嶺
は
下
雲
有
ら
な
ふ
︱
防
人
に
お
け
る
宴
席
詠
寸

考
︱
﹂
と
題
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
浦
誠
士
、
影
山
尚
之
、
鈴
木
喬
、

廣
川
晶
輝
の
各
氏
か
ら
有
益
な
教
示
を
頂
戴
し
、
可
能
な
か
ぎ
り
生
か
さ
せ
て
戴

い
た
。
こ
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

［
ひ
ろ
お
か

よ
し
た
か

本
学
元
教
員
］

一
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
十
六
号
・
二
〇
一
五
年
六
月


