
3７ 人麿短歌と古代伝説

人
麿
の
長
歌
が
種
々
の
先
行
文
芸
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
修
辞
・

題
材
等
に
つ
い
て
の
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
人

麿
の
短
歌
に
お
け
る
先
行
文
芸
の
影
響
及
び
摂
取
に
つ
い
て
は
ま
だ
多
く
の
問

題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
形
式
面
に
お
い
て
は
短
歌
が
、
長
歌
の
結
尾
の

繰
り
返
し
か
ら
生
じ
、
次
第
に
五
七
五
七
七
の
音
数
に
定
着
し
た
と
い
う
こ
と

が
い
わ
れ
て
い
る
。
人
麿
の
短
歌
も
形
式
面
に
お
い
て
は
こ
の
過
程
の
上
に
位

置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
の
面
Ⅱ
杼
情
の
質
に
お
い
て
は
か
な
り
複
雑
な

要
素
を
含
む
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
面
で
杼
情
詩
Ⅱ
短
歌
と
い
う
も
の
の
形
成
過

程
を
見
る
と
、
挽
歌
・
相
聞
歌
・
叙
景
歌
と
い
っ
た
系
列
を
認
め
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
し
て
人
麿
の
短
歌
の
中
か
ら
多
少
の
差
は
あ
れ
そ
の
全
て
の
痕
跡
を

摘
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
人
麿
短
歌
に
先
行
す
る
こ
れ
ら
の
系
列

の
歌
が
、
依
然
と
し
て
呪
術
・
儀
式
・
物
語
等
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

し
て
、
人
麿
の
短
歌
は
そ
う
し
た
制
約
か
ら
の
脱
出
を
意
図
し
、
自
由
を
獲
得

て
い
る
。
決
定
的
相
違
は
短
歌
の
独
立
性
に
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
反
歌
で
は

な
く
、
初
め
て
短
歌
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

短
歌
が
彼
以
後
ま
す
ま
す
興
隆
し
た
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
彼
が
達
成
し
た

人
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短
歌
世
界
が
な
ん
ら
か
の
意
味
で
文
学
史
を
左
右
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ

う
。
そ
の
功
績
は
前
述
の
歌
の
諸
系
列
か
ら
各
個
的
に
分
析
し
た
の
で
は
把
え

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
総
合
的
と
い
っ
た
よ
う
な
特
性
と
し
て
彼
の
短
歌

に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
総
合
性
の
一
面
に
韻
文
の

流
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
散
文
Ⅱ
古
代
伝
説
の
流
れ
が
当
然
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

自
己
の
感
情
表
白
と
そ
の
歌
い
易
さ
の
魅
力
故
に
短
歌
が
人
女
の
興
味
を
惹

き
、
次
第
に
長
歌
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
相
聞
歌
・
挽

歌
等
か
ら
直
接
に
感
情
表
白
を
学
ん
だ
結
果
だ
け
で
は
な
い
。
感
情
表
白
そ
れ

自
身
が
目
的
と
な
り
、
人
友
が
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

に
は
、
歌
謡
に
お
け
る
呪
術
か
ら
感
情
表
白
を
切
り
離
す
文
学
的
契
機
が
必
要

で
あ
る
。
記
紀
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
歌
謡
が
歌
語
り
の
中
に
散
り
ぱ
め
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
や
聴
衆
の
感
情
を
表
現
す
る
独
白
と
な
っ
て
初
め
て
感

情
表
白
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
は
相

手
の
返
事
や
現
実
の
効
果
を
期
待
し
な
い
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
感
情
表
白
を
目
的
と
し
た
短
歌
が
物
語
か
ら
独
立
し
て
く
る
と
、
歌
の
前
後

の
説
明
的
部
分
が
な
く
な
り
、
杼
情
の
類
型
化
と
主
観
性
が
強
ま
り
、
自
ら
別

の
制
約
を
内
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
物
語
か
ら
離
れ
る
こ
と
で

都

倉

義

孝



3８人麿短歌と古代伝説
失
っ
た
も
の
を
別
の
形
で
取
り
返
し
、
短
歌
そ
の
も
の
の
魅
力
を
増
そ
う
と
い

う
欲
求
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
が
物
語
的
連
作
歌
で
あ
る
。
人
麿
も
長
歌
と

反
歌
の
組
合
せ
や
短
歌
の
連
作
に
お
い
て
、
事
実
の
推
移
の
筋
で
は
な
く
、
感

情
の
推
移
や
杼
情
の
多
角
化
を
追
求
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
か
ら
離

れ
る
こ
と
で
失
っ
た
叙
事
的
構
成
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
云
い
か
え
れ

ば
そ
れ
は
、
叙
事
を
匂
わ
せ
る
こ
と
で
杼
情
の
質
を
深
め
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
単
に
歌
の
組
合
せ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
短
歌
一
首

の
内
で
も
試
み
ら
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
万
葉
に
見
ら
れ
る
後
人
追
和
の
歌
で
も
、
短
歌
と
物
語
と
の
交
渉
が
存

在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
彼
の
短
歌
に
も
伝
承
さ
れ
た
多
く
の
物
語

と
の
交
渉
が
認
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
人
麿
短
歌
は
露
骨
に
そ
れ
を
見
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
「
過
近
江
荒
都
時
」
の
短
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
事
件
（
こ
の
場
合
は
壬
申
の
乱
で
あ
る
が
、
彼
が
天
武
・
天
智
の
時
代
を

い
に
し
え

全
て
「
古
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
事
実
で
あ
る
よ
り
は
情
緒
に
彩

ら
れ
た
文
学
的
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
全
て
を
総
括
し
て

古
代
伝
説
と
称
し
た
。
）
を
懐
古
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
杼
情
を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
懐
古
と
い
う
方
法
で
物
語
に
纒
る
情
緒
を
全
て
自
己
の
杼

情
の
中
に
包
含
さ
せ
た
。
彼
は
物
語
世
界
を
ひ
と
つ
の
発
想
の
契
機
と
し
て
利

用
し
て
い
る
。
こ
の
懐
古
と
い
う
主
題
が
彼
の
短
歌
の
中
に
多
い
こ
と
か
ら

も
、
物
語
世
界
と
の
交
渉
の
占
め
る
割
合
の
大
き
さ
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
（
例

え
ば
、
豊
「
古
思
ひ
て
」
、
一
室
「
古
思
ほ
ゆ
」
、
三
四
「
神
代
し
思
ほ
ゆ
」
）

彼
が
先
行
す
る
諸
文
芸
を
傭
倣
・
総
合
す
る
に
便
利
な
宮
廷
詞
人
の
位
置
に

あ
っ
た
こ
と
、
彼
の
長
歌
に
旧
事
世
界
の
摂
取
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
天

武
・
持
統
朝
の
旧
事
編
纂
等
の
気
運
で
も
、
彼
が
古
代
伝
説
Ⅱ
旧
事
そ
の
他
を

熟
知
し
、
そ
れ
を
短
歌
の
領
分
に
も
利
用
し
た
こ
と
は
充
分
可
能
な
こ
と
で

あろう。
以
上
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
て
彼
の
短
歌
に
の
ぞ
む
と
、
古
代
伝
説
に
そ

の
発
想
を
媒
介
さ
れ
た
も
の
を
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
彼

は
古
代
伝
説
に
纒
る
情
緒
を
自
己
の
杼
情
の
中
へ
摂
取
転
生
し
て
い
る
の
で
あ

→（》◎

一一

こ
れ
ら
の
歌
は
表
面
に
は
物
語
の
面
影
を
と
ど
め
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で

は
、
物
語
を
背
後
に
連
想
さ
せ
た
り
、
物
語
へ
の
追
憶
を
発
想
の
契
機
と
し
た

り
し
て
、
物
語
の
情
緒
を
自
己
の
心
境
と
ひ
と
つ
に
化
合
さ
せ
、
杼
情
の
質
を

豊
富
で
多
面
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
歌
語
の
連
想
性
を
極
度
に
利
用

し
た
、
非
常
に
独
創
的
且
つ
高
度
な
技
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
証
す
る
に
は
単

に
例
歌
を
挙
げ
る
の
み
で
は
納
得
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
論
で
は
こ

の
中
の
数
首
を
え
ら
び
紙
数
の
計
す
範
囲
で
検
討
し
て
見
た
い
。

先
ず
こ
れ
ら
の
短
歌
は
題
材
に
よ
っ
て
、
伝
説
に
附
帯
し
た
歌
を
踏
ま
え
て

発
想
さ
れ
た
も
の
と
伝
説
そ
の
も
の
を
踏
ま
え
て
発
想
さ
れ
た
歌
と
に
分
け
る

こ
と
が
出
来
る
。
今
一
応
人
麿
歌
集
の
歌
を
除
く
と
前
者
と
し
て
は
巻
一
三
、

巻
三
三
一
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
後
者
と
し
て
は
巻
二
一
三
、
巻
三
一
言
、

一
薑
、
巻
三
一
言
、
一
三
一
、
巻
四
冤
七
、
冤
〈
、
巻
九
看
二
、
巻
十
五
三
三
を
考
え

る
こ
と
が
出
来
る
。
合
計
十
一
首
で
人
麿
短
歌
の
約
二
割
に
当
り
、
懐
古
を
主

題
と
し
た
も
の
を
合
せ
る
と
約
三
割
と
な
っ
て
、
彼
の
こ
の
面
で
の
意
欲
が
か

な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
人
麿
短
歌
を
更
に
詳
細
に
分

析
す
れ
ば
、
多
く
の
例
を
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
以
後
の

課題としたい。）

前
者
の
例
で
は
、
近
江
荒
都
の
歌
の
短
歌
歌
巻
二
一
が
天
智
大
箔
の
時
の
舎
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吉
年
の
歌
巻
三
量
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
雲
一
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
荒
都
の
歌
が
作
ら
れ
た
と
云
え
る
よ
う
な
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
既

に
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
麿
は
一
五
二
を
大
化
以
来

壬
申
の
乱
に
至
る
歴
史
物
語
に
ま
つ
わ
る
歌
の
ひ
と
つ
と
し
て
受
け
取
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
三
一
の
背
後
に
彼
は
天
智
朝
の
悲
運
を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
。

彼
は
こ
の
歌
の
挽
歌
と
し
て
の
情
と
そ
の
背
後
に
匂
う
物
語
の
悲
哀
を
全
て
包

み
込
み
、
喜
一
の
「
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
」
の
推
量
を
「
待
ち
か
れ
つ
」
と
断
定

し
、
懐
旧
の
情
と
絶
望
的
悲
哀
を
強
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
本
歌
取
的
技
法
は

何
も
人
麿
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
巻
一
三
と
巻
三
一
蚕
の
関

係
に
も
見
ら
れ
る
が
、
人
麿
の
そ
れ
は
単
な
る
語
句
や
修
辞
法
の
類
似
を
こ
え

たものである。一一一

巻
三
一
三
一
「
荒
桾
の
藤
江
の
浦
に
鱸
釣
る
泉
郎
と
か
見
ら
む
旅
行
く
わ
れ
を
」

に
お
い
て
、
人
麿
が
「
あ
ま
」
を
卑
し
い
も
の
と
見
下
し
、
海
人
に
自
分
が
見

間
違
え
ら
れ
る
の
は
恥
だ
と
し
て
官
人
の
自
尊
心
を
披
瀝
し
た
も
の
だ
と
い
う

評
が
従
来
与
え
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
海
人
を
下
賎
な
者
と
見
下
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
ま
た
歌
を
詠
ん
だ
の
は
「
わ
れ
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
負
心
が
強
け

れ
ば
そ
の
自
分
を
わ
ざ
わ
ざ
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
も
の
に
擬
す
る
必
要
は
な

い
。
他
人
の
見
立
て
を
仮
定
ま
で
し
て
自
尊
心
を
披
瀝
す
る
な
ど
と
い
う
の
は

あ
ま
り
散
文
的
に
過
ぎ
よ
う
。
類
歌
巻
七
二
全
、
三
急
に
は
表
面
は
勝
景
を
賞

で
る
風
流
心
の
強
調
で
あ
る
が
、
裏
面
に
は
確
か
に
海
人
と
見
ら
れ
る
の
を
残

念
に
思
っ
た
り
、
そ
う
し
た
見
立
て
を
解
せ
な
い
も
の
と
す
る
心
情
が
あ
る
。

海
人
は
風
雅
を
引
き
立
て
る
為
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
三
に
は
海

人
に
対
置
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
自
尊
心
の
披
瀝
と
見
る
の
は
、
唯
「
あ
ま
と

か
み
ら
む
」
と
い
う
句
が
同
じ
こ
と
に
よ
る
評
者
達
の
妄
想
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
歌
は
海
人
を
卑
し
め
た
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
海
人
に
よ
り
「
旅
行
く
わ

れ
」
の
悲
し
み
や
憂
い
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

海
人
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
貴
種
流
離
の
物
語
と
い
く
つ

か
の
共
通
点
が
あ
る
。
第
一
に
記
紀
の
諺
に
「
海
人
や
、
己
が
物
に
因
り
て
泣

く
。
」
「
海
人
な
れ
や
、
己
が
物
か
ら
泣
く
。
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
諺
は

本
来
自
分
の
持
ち
物
が
苦
労
の
種
と
な
っ
て
泣
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
警
句
・
諺
の
類
は
本
来
の
説
話
か
ら
離
れ
て
流
用
出
来
る
。
「
己
が
物
か

ら
泣
く
。
」
は
自
分
が
や
っ
た
事
が
原
因
で
悲
し
い
境
遇
に
落
ち
て
し
ま
う
の

意
に
も
な
り
得
る
。
こ
の
点
自
分
が
犯
し
た
罪
故
に
流
浪
す
る
多
く
の
貴
種
流

離
の
主
人
公
に
も
適
合
す
る
。
第
二
に
允
恭
紀
の
「
海
人
男
狭
磯
」
の
物
語
や

巻
十
六
「
志
賀
の
白
水
郎
の
歌
」
に
う
か
が
え
る
哀
れ
を
誘
う
悲
し
い
話
が
あ

る
。
更
に
履
中
紀
の
「
野
島
海
人
浜
子
」
の
話
な
ど
も
あ
り
、
海
人
に
ま
つ
わ

る
話
は
海
幸
彦
の
服
従
以
来
何
か
悲
し
い
結
末
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
追
放
に
類
し
た
哀
れ
な
末
路
は
流
離
の
貴
人
に
照
応
す
る
。
第
三
は

巻
五
全
三
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
海
人
の
中
に
貴
人
が
身
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る

と
い
う
想
定
が
あ
っ
た
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
海
人
の
物
語
と
貴
種
流
離
諏
の

類
想
の
上
に
、
両
者
が
結
び
つ
い
て
生
じ
た
歌
が
巻
一
三
「
打
ち
麻
を
麻
続
王

海
人
な
れ
や
伊
良
虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
ま
す
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
麻
続
王
の
歌

語
り
の
断
片
で
あ
る
と
折
口
氏
を
初
め
多
く
の
人
に
よ
っ
て
云
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
時
人
歌
」
（
第
三
者
的
発
想
の
歌
）
の
詞
書
を
持
つ
こ
と
、
不
特
定
な

個
人
と
唱
和
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
首
肯
さ
れ
る
。
三
の
歌
は
罪
を
犯
し
て

流
浪
す
る
貴
人
と
悲
し
い
哀
れ
な
境
涯
に
身
を
置
く
海
人
の
物
語
と
の
類
想
か

ら
「
海
人
な
れ
や
」
と
麻
続
王
を
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
人
麿
に
先
行
す
る
海

人
と
い
う
言
葉
に
は
単
に
賤
業
の
海
人
だ
け
で
は
な
く
、
流
浪
す
る
貴
人
の
面
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四

伝
説
そ
の
も
の
を
踏
ま
え
て
発
想
さ
れ
た
人
麿
短
歌
と
し
て
は
、
巻
三
一
三

「
稲
日
野
も
行
き
過
ぎ
か
て
に
思
へ
れ
ば
心
恋
し
き
可
古
の
島
見
ゆ
一
に
云
ふ

湖
見
ゆ
」
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
播
磨
国
風
土
記
に
見
え
る
隠
妻
伝
説
を

踏
ま
え
て
い
る
。
三
山
歌
の
例
も
あ
り
、
こ
の
地
方
の
伝
説
が
万
葉
歌
人
の
記

憶
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
隠
妻
伝
説
も
一
篇
の
愛
情
物
語
と
し
て

宮
廷
人
士
の
文
学
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
一
に
イ
ナ
ミ
ノ
の
用
例
が
全
て

い
と
し
い
女
性
へ
の
思
慕
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
・
第
二
に
巻
十
五
臺
突
の

遣
新
羅
使
の
歌
が
こ
の
伝
説
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
理

由
と
し
て
は
「
形
見
に
見
む
」
の
用
例
が
必
ず
「
吾
妹
子
」
と
直
接
の
関
係
に

あ
っ
た
場
所
・
物
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
印
南
都
麻
」
と
直
接
の
関
係
に

あ
っ
た
「
吾
妹
子
」
は
こ
の
伝
説
の
主
人
公
印
南
別
嬢
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い

影
が
重
層
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
麿
の
「
泉
郎
と
か
見
ら
む
」
は
三
の
「
海
人
な
れ
や
」
を
直
接
に
受
け
て

い
る
。
主
人
公
を
局
外
の
第
三
者
が
海
人
に
見
立
て
な
ぞ
ら
え
る
仕
方
は
歌
語

り
、
つ
ま
り
虚
構
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
人
に
よ
っ
て
海
人
に
見
立

て
ら
れ
た
主
人
公
の
位
置
に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
て
見
る
、
即
ち
客
観
化
さ
れ
た

も
の
を
主
体
性
に
す
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
歌
は
成
立
し
て
い
る
。
自

己
の
旅
愁
に
流
浪
の
貴
人
の
悲
し
み
を
重
ね
合
せ
、
甘
美
な
情
緒
を
味
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
人
麿
は
官
命
に
よ
っ
て
旅
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
政
治

的
配
流
の
運
命
の
悲
哀
を
回
想
し
て
見
た
の
で
あ
る
。
文
学
的
享
楽
と
は
そ
う

し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
三
に
お
い
て
、
人
麿
は
物
語
世
界
の
情
趣
を

主
情
世
界
の
も
の
に
消
化
し
て
い
る
。
こ
の
他
巻
三
三
余
も
巻
二
一
吾
一
と
の
関
連

に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
と
、
伝
説
の
主
人
公
を
吾
妹
子
と
呼
ぶ
例
が
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
と
遣
新
羅
使
の
歌
に
人
麿
の
覇
旅
歌
の
く
ず
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
逆

推
し
て
、
一
三
に
も
こ
の
伝
説
が
踏
ま
え
ら
れ
、
「
稲
日
野
」
に
は
家
郷
に
残

し
た
妻
へ
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
以
後
の
イ
ナ
ミ
ノ

の
愛
好
が
う
な
が
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
稲
日
野
も
行
き
過
ぎ
か
て
に
思
へ
れ
ば
」
と
い
う

の
は
従
来
の
解
の
よ
う
に
勝
景
へ
の
執
着
と
か
舟
行
の
困
難
等
で
は
な
く
、
隠

妻
伝
説
へ
の
回
想
と
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
家
郷
の
妻
へ
の
思
い
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
。
勝
景
を
賞
で
る
歌
は
、
そ
の
地
に
離
宮
が
あ
り
数
多
く
の
行
幸
が

あ
っ
た
よ
う
な
場
所
で
あ
る
と
か
、
景
勝
地
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
場
所
以
外
、
簡
単
で
は
あ
る
が
そ
の
勝
景
た
る
所
以
を
説
明
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
三
一
は
イ
ナ
ミ
ノ
を
詠
ん
だ
最
初
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら

猶
こ
う
し
た
説
明
を
省
い
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ナ
ミ
ノ
に
勝
景
以
外
の
文
学
的

関
心
を
惹
く
由
来
が
あ
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
神
亀
三
年
九
月
の
聖
武
帝
の
イ
ナ

ミ
ノ
行
幸
を
う
な
が
し
た
も
の
も
人
麿
の
歌
そ
の
他
に
よ
る
文
学
的
感
興
で
あ

っ
た
ろ
う
。
次
い
で
集
中
の
「
．
：
：
・
か
て
に
」
即
ち
可
能
の
動
詞
プ
ラ
ス
打
消

の
助
動
詞
の
用
例
を
み
る
と
、
こ
れ
に
は
二
種
類
の
使
い
分
け
が
あ
る
。
第
一

は
自
然
条
件
等
の
他
発
的
原
因
に
よ
っ
て
或
る
行
為
が
不
可
能
な
場
合
で
、
こ

れ
は
例
外
な
く
そ
の
原
因
を
明
瞭
に
呈
示
し
て
い
る
。
説
明
を
省
略
す
る
と
聴

者
に
理
解
出
来
な
く
な
る
故
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
か
ら
一
三
の
「
か
て
に
」

は
野
の
広
さ
故
に
舟
足
の
遅
女
と
し
て
進
ま
ぬ
様
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と

断
言
で
き
る
。
第
二
は
人
事
に
関
連
し
た
感
情
が
原
因
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
時
は
そ
の
原
因
を
省
略
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
歌
の
享
受
の
場
を
形
成

し
て
い
る
階
層
に
共
通
の
人
事
に
か
ら
ん
だ
感
情
が
歌
の
背
後
に
明
瞭
に
認
め

得
る
故
に
省
略
し
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
薑
に
は
人
事
に
関
し
た
感
情
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が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
イ
ナ
ミ
ノ
の
隠
妻
伝
説
に

よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
家
郷
の
妻
へ
の
思
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
と
か
く
難

解
と
さ
れ
た
「
心
恋
し
き
可
古
の
島
」
も
無
理
な
く
解
さ
れ
よ
う
．
云
」
に

「
湖
」
と
あ
る
が
、
人
麿
が
第
一
と
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
「
島
」
で
あ
る
。

「
心
恋
し
き
島
」
と
い
わ
れ
る
程
の
島
は
隠
妻
伝
説
に
い
う
「
南
附
都
麻
嶋
」

よ
り
他
に
は
な
い
。
契
沖
が
「
稲
日
野
も
」
の
「
も
」
は
「
可
古
の
島
」
と
併

置
す
る
た
め
だ
と
い
っ
た
の
は
正
し
い
。
で
は
人
麿
は
何
故
に
そ
の
島
を
「
南

珊
都
麻
」
と
せ
ず
、
「
可
古
の
島
」
と
詠
ん
だ
の
か
。
そ
の
原
因
は
第
一
に
、

伝
説
の
回
想
と
そ
れ
に
喚
起
さ
れ
た
妻
へ
の
思
い
が
す
で
に
こ
め
ら
れ
て
い
る

の
で
今
更
「
つ
ま
」
を
詠
み
込
む
必
要
が
な
い
。
第
二
に
「
イ
ナ
ミ
」
が
繰
り

イ
ナ

返
さ
れ
く
ど
く
な
る
。
こ
れ
は
「
否
み
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
第
三
に
「
心
恋
し
き
」
の
Ｋ
音
．
Ｏ
音
に
「
可
古
」
の
調
子
が
合
う
こ
と

で
あ
る
。
更
に
「
可
古
」
そ
の
も
の
に
も
「
心
恋
し
き
」
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容

が
あ
る
。
久
老
が
「
可
古
」
は
「
吾
児
」
の
誤
り
と
し
た
の
も
「
心
恋
し
ぎ
」

を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
「
古
」
は
児
や
恋
し
い
女
を

。

◎

意
味
す
る
「
子
」
に
通
ず
る
。
す
る
と
「
可
古
」
は
「
彼
の
子
」
つ
ま
り
「
恋

し
い
あ
の
子
」
の
意
が
ふ
せ
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
隠
妻
伝
説
の
連
想
か
ら
推

し
て
い
と
し
い
女
性
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
の
構
造
は
隠
妻
伝
説
の
回
想
が
中
心
と
な
っ
て
緊
密
に
作
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
稲
日
野
に
隠
妻
伝
説
を
回
想
し
、
そ
の
回
想
と
作
者
の
旅
愁
が
化

合
し
て
家
郷
の
妻
へ
の
思
い
を
喚
起
す
る
。
そ
の
思
い
の
執
着
故
に
行
き
過
ぎ

が
た
い
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
心
恋
し
」
と
い
う
句
を
引
き
出

◎

◎

し
、
「
心
恋
し
」
が
「
彼
の
子
」
と
い
う
言
葉
を
触
発
さ
せ
る
。
そ
れ
は
同
時

に
伝
説
の
主
人
公
そ
の
も
の
と
も
云
え
る
「
可
古
の
島
」
に
一
致
し
、
そ
の
島

の
出
現
は
初
句
の
物
語
の
回
想
に
も
呼
応
し
て
く
る
と
い
う
連
想
作
用
で
結
び

一

五

伝
説
の
摂
取
転
生
の
例
と
し
て
、
他
に
巻
二
一
三
と
巻
三
二
西
を
と
り
あ
げ

て
見
る
。
一
三
は
高
市
皇
子
の
挽
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
突
沢
の
神
社
」
が

詠
ま
れ
た
の
は
、
泣
沢
女
神
は
伊
邪
那
伎
が
伊
邪
那
美
の
死
を
悲
し
む
の
あ
ま

り
流
し
た
涙
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
承
故
で
あ
ろ
う
。
そ
の
悲
歎
の
強
さ
が

皇
子
の
死
へ
の
歎
き
の
強
さ
に
重
層
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
言
は
世
の
無
常

・
栄
枯
盛
衰
を
歎
じ
た
歌
で
あ
る
。
詞
書
に
「
従
近
江
国
上
来
時
」
と
あ
る
の

は
、
巻
一
の
近
江
荒
都
の
歌
を
詠
ん
だ
帰
路
に
当
る
か
は
確
実
で
は
な
い
が
、

少
く
と
も
類
似
の
内
容
を
こ
の
歌
が
持
つ
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
詞
書

は
か
の
荒
都
の
歌
の
杼
情
に
通
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
の
で
も
あ
ろ

う
。
ま
た
宇
治
と
い
う
地
名
は
な
ん
の
必
然
性
も
な
し
に
選
ば
れ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
。
「
近
江
」
が
旧
都
で
あ
り
、
壬
申
の
乱
の
物
語
を
回
想
せ
し
め
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
宇
治
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
に
違
い
な
い
。
巻
九
看
窒

の
詞
書
に
「
宇
治
若
郎
子
宮
所
謡
」
と
あ
る
。
歌
中
の
「
古
人
」
が
誰
を
指
す

か
は
異
説
も
あ
る
が
、
宇
治
若
郎
子
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
詞
書
に
宇

治
の
旧
都
と
云
わ
ず
「
若
郎
子
」
と
し
て
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
挽
歌
の
冒
頭

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
毛
窒
に
よ
っ
て
も

二
盃
の
「
宇
治
」
に
は
、
記
紀
に
見
ら
れ
る
宇
治
の
若
郎
子
に
ま
つ
わ
る
物
語

そ
の
他
大
山
守
、
忍
熊
王
の
乱
等
が
回
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
の

合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
三
一
は
伝
説
へ
の
追
憶
を
契
機
と
し
て
発
想
さ
れ
、

そ
の
情
趣
を
自
己
の
内
心
に
化
合
さ
せ
、
家
郷
の
妻
へ
の
思
い
と
い
う
平
凡
な

題
材
を
彩
り
、
味
わ
い
深
い
豊
か
な
ま
た
目
新
し
い
も
の
に
仕
上
げ
て
い
る
。

（
以
上
一
三
、
一
三
に
関
す
る
細
論
は
国
文
学
研
究
三
十
一
号
拙
稿
「
古
代
杼
情

詩
形
成
の
一
過
程
」
同
三
十
二
号
拙
稿
「
人
麿
短
歌
の
一
発
想
」
参
照
）
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宮
所
の
荒
廃
が
あ
た
か
も
近
江
の
宮
の
荒
廃
を
見
た
時
に
似
た
感
懐
を
人
麿
に

抱
か
せ
た
の
で
あ
る
。
若
い
太
子
の
記
憶
さ
れ
る
べ
き
生
涯
と
そ
の
荒
れ
た
宮

吐
が
「
行
く
方
知
ら
ず
も
」
の
感
懐
を
導
き
出
し
、
そ
れ
は
同
時
に
作
者
自
身

の
思
い
（
例
え
ば
「
水
泡
の
ご
と
し
世
の
人
吾
等
」
は
の
よ
う
な
）
へ
と
重
層

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ひ
と
つ
の
言
葉
の
背
後
の
物
語
的
情
緒
が
一
首
の
主

題
を
強
く
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
人
追
和
と
い
う
形
式
が
物
語
中
の
人
物
の
心
や
情
景
を
詠
ん
で
あ
く
ま
で

も
「
物
語
に
つ
く
（
物
語
を
拡
げ
る
）
」
の
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
人
麿
独
自
の

手
法
は
「
物
語
に
つ
く
」
Ⅱ
「
物
語
の
方
へ
」
で
は
な
く
、
物
語
を
「
杼
情
詩

の
方
へ
」
引
き
取
っ
た
と
言
え
よ
う
。
人
麿
の
こ
の
独
創
は
、
場
の
共
感
を
求

め
る
た
め
共
通
知
識
の
対
象
で
あ
る
具
体
物
を
踏
え
て
発
想
す
る
と
い
う
伝
統

的
手
法
に
よ
っ
た
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
具
体
物
が

同
時
代
人
の
共
有
す
る
全
て
の
芸
術
的
想
像
世
界
を
包
含
す
る
大
き
な
母
胎
に

迄
成
長
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
具
体
物
は
単
に
ひ
と
つ
の
言
葉
を
引
き

出
す
為
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
一
首
全
体
の
情
緒
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て

有
機
的
に
使
用
さ
れ
て
く
る
。
（
こ
の
点
彼
の
長
歌
に
お
い
て
は
不
充
分
と
云

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
）
云
い
か
え
れ
ば
歌
語
の
映
像
的
情
緒
的
喚
起
力
が
飛
躍

的
に
強
ま
り
、
作
品
全
体
の
効
果
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
語
の
多
角
的

使
用
は
そ
の
儘
詩
的
映
像
の
豊
富
化
で
あ
る
。
人
麿
の
二
五
二
と
二
五
三
に
お

け
る
海
人
と
イ
ナ
ミ
ノ
の
使
い
方
が
多
く
の
人
友
の
興
味
を
促
え
、
そ
の
連
想

作
用
を
応
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
人
麿
が
短
歌
に
お
い
て
達
成
し

た
も
の
の
大
き
さ
が
思
わ
れ
る
。
人
麿
は
、
自
己
表
白
の
魅
力
故
に
興
隆
し
つ

つ
あ
っ
た
古
代
杼
情
詩
を
完
成
し
、
そ
の
領
域
を
拡
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

一ハ

反
面
で
は
古
代
前
期
の
物
語
と
長
歌
の
衰
退
を
促
し
た
ひ
と
つ
の
力
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
麿
の
こ
う
し
た
新
し
い
歌
の
生
ま
れ
た
背
後
に
天
武
・

持
統
・
文
武
朝
に
見
ら
れ
る
文
運
興
隆
・
中
国
文
学
の
渡
来
に
よ
る
刺
激
・
宮

廷
人
士
の
文
学
、
知
識
、
嗜
好
の
増
大
が
大
き
な
力
と
し
て
作
用
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
以
上
簡
略
に
過
ぎ
た
が
、
人
麿
短
歌
に
お
け
る
古
代
伝
説
の
摂
取
と

い
う
手
法
と
、
そ
れ
が
果
し
た
役
割
と
い
っ
た
こ
と
を
中
心
に
私
自
身
の
ひ
と

つ
の
課
題
と
し
て
考
え
て
見
た
。


