
歌 の 変 容

物
象
叙
述
に
心
象
叙
述
が
加
わ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
序
歌
の
様
式
は
、
短

歌
謡
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
と
展
開
の
様
相
に
つ
い
て
は
ま

だ
十
分
に
究
明
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
そ
の
中
で
序
詞
様
式
の

成
立
を
神
謡
か
ら
の
展
開
と
し
て
捉
え
る
古
橋
信
孝
氏
の
見
解
は
示
唆
的
で
あ

（１）る。
古
橋
説
で
は
、
序
歌
の
物
象
部
は
も
と
も
と
神
謡
の
叙
事
の
断
片
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
神
謡
の
叙
事
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
心
象
部
に
表
出
さ
れ
る
個
別

的
な
思
い
が
普
遍
化
さ
れ
、
歌
と
し
て
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
た
上

で
、
所
謂
序
詞
の
成
立
は
神
謡
を
踏
ま
え
た
歌
が
様
式
化
さ
れ
、
直
接
神
謡
を

踏
ま
え
な
く
て
も
歌
と
し
て
成
り
立
つ
時
点
に
想
定
し
て
い
る
。

こ
の
神
謡
か
ら
の
展
開
を
想
定
す
る
時
、
記
紀
の
短
歌
謡
に
み
ら
れ
る
物
象

部
分
が
、
神
木
や
玉
垣
な
ど
聖
地
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
こ
に
提
示

さ
れ
た
景
物
も
神
話
的
観
念
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ど
、
神
話
的
、
集
団
的

（２）

表
象
の
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
具
体
的
な
神
謡
に

依
拠
し
た
も
の
を
取
り
込
め
る
と
い
う
始
源
性
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
は

序
詞
の
展
開
過
程
の
一
様
相
で
あ
り
、
こ
の
過
程
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
序
詞

と
し
て
多
様
な
物
象
が
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ｌ
特
集
・
後
期
万
葉

歌
の
変
容
ｌ
序
詞
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

一
、
序
詞
の
成
立
と
展
開

（３）

一
方
、
古
代
歌
謡
の
形
式
全
般
に
渉
っ
て
言
及
し
た
土
橋
寛
氏
は
、
序
詞
に

つ
い
て
も
触
れ
、
そ
の
始
源
は
「
発
想
形
式
」
に
あ
る
と
承
な
し
、
時
代
の
移

行
と
と
も
に
心
情
を
表
出
す
る
「
表
現
形
式
」
へ
と
展
開
し
た
と
想
定
し
て
い

る
。
こ
れ
は
歌
謡
の
形
式
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
の
帰
結
で
あ
る
だ
け
に
動

か
し
難
い
が
、
発
想
形
式
に
始
ま
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
言
い
及
ん
で
い

ない。こ
の
点
に
関
し
て
は
神
謡
か
ら
の
展
開
を
想
定
す
る
と
分
り
や
す
い
。
例
え

ば
神
謡
の
断
片
が
「
即
境
的
景
物
」
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
に
様
左
な
説
明

が
付
け
加
え
ら
れ
る
形
で
様
式
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
振
り
返
っ
て
承
る
と
、
序
詞
の
展
開
と
併
行
し
て
、
物

象
も
即
境
的
な
も
の
か
ら
嘱
目
的
な
も
の
へ
、
さ
ら
に
一
般
的
景
物
へ
と
漸
次

移
行
し
た
と
い
う
士
橋
説
が
改
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

前
期
万
葉
は
歌
謡
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
序
詞
が
和
歌
の
様
式
と
し
て
受
容

さ
れ
、
類
同
化
の
傾
向
と
と
も
に
個
別
化
の
傾
向
を
強
め
た
も
の
で
あ
る
。
万

葉
の
序
詞
に
物
象
部
を
共
有
し
て
心
象
部
を
異
に
す
る
も
の
、
逆
に
物
象
部
を

異
に
し
て
心
象
部
を
共
有
す
る
も
の
な
ど
、
多
種
多
様
な
表
現
形
態
が
承
ら
れ

る
の
も
、
序
詞
の
展
開
過
程
に
承
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
変
容
を
伴
い
な

が
ら
混
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

高
野
正
美
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二
、
類
歌
の
頻
出

序
詞
を
め
ぐ
っ
て
万
葉
の
前
期
と
後
期
の
様
相
に
決
定
的
な
違
い
が
承
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
「
発
想
形
式
」
「
表
現
形
式
」
を
含
め
て
多
種
多
様
な
表
現

が
混
在
す
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
、
前
期
万
葉
を
噴
矢
と
す
る
和
歌
が
後

期
万
葉
に
至
る
と
、
よ
り
広
い
層
に
波
及
し
、
多
く
の
詠
作
が
為
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
序
詞
の
様
相
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
点
は
以
下
の
具
体
例
を
通
し
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

序
詞
の
成
り
立
ち
が
神
謡
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
物
象
部
分
を

共
通
に
持
ち
、
以
下
に
状
況
に
即
し
た
個
別
の
心
象
部
分
が
加
わ
る
と
い
う
形

が
序
詞
の
本
来
的
な
形
で
あ
っ
た
と
措
定
で
き
る
。
万
葉
の
序
歌
に
序
詞
が
共

通
で
心
象
部
分
が
異
な
る
形
が
多
く
見
ら
れ
る
の
も
、
当
初
の
形
態
を
そ
の
ま

ま
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
ゑ
て
よ
い
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な

例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

Ａ

、

、

浅
茅
原
小
野
に
標
結
ふ
空
言
も
い
か
な
り
と
い
ひ
て
君
を
し
待
た
む

（巻十一・茜至）

、

、

浅
茅
原
小
野
に
標
結
ふ
空
言
も
逢
は
む
と
聞
こ
せ
恋
の
慰
に（巻十二・一言奎）

、

、

（
浅
茅
原
小
野
に
標
結
ふ
空
言
も
）
来
む
と
知
ら
せ
し
君
を
し
待
た
む

（巻十二・言奎或本歌）

、

、

浅
茅
原
刈
り
標
さ
し
て
空
言
も
寄
さ
え
し
君
が
言
を
し
待
た
む

（巻十一・毛臺）

Ａ
群
の
上
三
句
は
「
空
言
」
の
序
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
標
」
が
（４）

占
有
権
と
し
て
効
力
を
持
た
な
い
と
い
う
社
会
的
状
況
を
前
提
と
し
て
い
る
。

い
わ
ば
「
標
」
と
い
う
行
為
に
占
有
権
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
周
知
の
こ

と
と
し
て
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
序
歌
は
、
そ
の
社
会
に
周
知
の
言
語

外
の
事
柄
を
も
包
摂
し
た
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
神
謡
を
踏

ま
え
て
成
っ
た
発
生
期
の
序
歌
に
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
、
万
葉
歌
と
し
て
は

こ
の
類
は
相
対
的
に
少
な
く
、
言
語
表
現
そ
れ
自
体
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の

が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
次
の
Ｂ
群
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

Ｂ
湊
入
り
の
葦
別
小
舟
障
多
ゑ
わ
が
思
ふ
君
に
逢
は
い
頃
か
も（巻十一・宅窒）

湊
入
り
の
葦
別
小
舟
障
多
承
い
ま
来
む
わ
れ
を
よ
ど
む
と
思
ふ
な

（巻十二・一完夫）

湊
入
り
に
葦
別
小
舟
障
多
承
君
に
逢
は
ず
て
年
そ
経
に
け
る

（巻十二・弐夫或本歌）

こ
れ
ら
は
、
小
舟
で
あ
る
た
め
に
湊
に
入
る
の
に
葦
を
か
き
分
け
て
難
渋
す

る
、
と
い
う
水
辺
の
光
景
に
取
材
し
て
い
る
が
、
こ
の
景
は
そ
れ
自
体
で
「
障

多
承
」
を
比
職
し
、
言
語
表
現
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
景
以
外
の
も
の
を
必
要

と
し
な
い
。
こ
の
種
の
も
の
に
な
る
と
、
も
は
や
序
詞
を
等
し
く
す
る
必
然
性

は
な
く
な
り
、
状
況
に
応
じ
た
変
容
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

Ｃ

、

、

、

仙
海
の
底
奥
つ
白
波
立
田
山
何
時
か
越
え
な
む
妹
が
あ
た
り
見
む
（
巻
一
・
全
）

、

、

、

、

、

側
淵
詞
細
ｑ
淘
測
剃
口
削
澗
知
ら
ね
ど
も
妹
が
り
と
い
は
ぱ
七
日
越
え
来
む

（巻十一・孟臺）

１
１
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
、
、
、
、
、

側
奈
呉
の
海
の
沖
つ
白
波
し
く
し
く
に
思
ほ
え
む
か
も
立
ち
別
れ
な
ぱ

（巻十七・完全）

、

、

、

、

と

し

の

は

側
布
勢
の
海
の
沖
つ
白
波
あ
り
通
ひ
い
や
毎
年
に
見
つ
つ
偲
は
む
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（巻十七・一禿空）

Ｃ
群
の
序
は
川
を
除
け
ば
地
名
を
入
れ
替
え
た
だ
け
の
違
い
に
す
ぎ
な
い

が
、
裏
返
せ
ば
そ
れ
ほ
ど
に
一
般
性
を
帯
び
た
景
の
表
現
と
し
て
受
容
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

側
は
天
平
十
九
年
宅
珸
）
四
月
に
大
伴
家
持
が
正
税
使
と
し
て
京
に
出
立
す

る
時
、
秦
忌
寸
八
千
島
の
館
で
催
さ
れ
た
儀
別
の
宴
で
の
作
。
奈
呉
の
海
は
国

庁
に
近
接
し
た
海
で
あ
り
、
八
千
島
の
館
も
国
庁
に
隣
接
し
て
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
、
序
の
景
は
嘱
目
の
景
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
側
は
大
伴
家
持
の
「
布

勢
の
水
海
に
遊
覧
せ
る
賦
」
の
短
歌
で
、
こ
の
場
合
は
紛
れ
も
な
く
嘱
目
の
景

と
し
て
布
勢
の
海
が
詠
承
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
地
名
の
入
れ
替
え
は
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
く
変
え
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
種
の
も
の
の
殆
ど
は
嘱
目
の
景
と
承
ら
れ

る
。
こ
の
嘱
目
は
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
社
交
歌
と
し
て
の
挨
拶
と
し
て
様

式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宴
席
で
特
定
の
景
物
を
詠
む
の
に
等
し
い
。

こ
う
し
た
一
般
的
な
景
が
序
と
な
る
契
機
に
は
叙
景
へ
の
関
心
の
深
ま
り
が

想
定
さ
れ
る
。
神
謡
な
ど
に
依
拠
す
る
景
が
言
語
表
現
外
の
も
の
を
包
摂
し
、

神
話
的
観
念
を
表
象
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
万
葉
の
序
の
殆
ど

は
切
り
取
ら
れ
た
景
の
イ
メ
ー
ジ
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を

必
要
と
し
な
い
。
従
っ
て
、
景
の
切
り
取
り
方
は
状
況
に
合
せ
た
形
で
選
択
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
選
択
の
仕
方
が
時
代
の
叙
景
の
在
り
方
に
規
制
さ

れ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

い
た

風
を
疾
み
沖
つ
白
波
高
か
ら
し
海
人
の
釣
舟
浜
に
帰
り
ぬ
（
巻
三
・
三
ｇ

住
吉
の
沖
つ
白
波
風
吹
け
ば
来
寄
す
る
浜
を
見
れ
ば
清
し
も
（
巻
七
・
一
実
）

こ
れ
ら
は
蕊
旅
の
作
で
あ
り
、
旅
の
途
上
で
促
え
ら
れ
た
海
辺
の
景
で
あ
る

が
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
景
と
の
接
し
方
と
摸
を
一
に
し
て
、
先
述
の
序
の
景

㈲
佐
太
の
浦
に
寄
す
る
白
波
間
な
く
思
ふ
を
な
ど
か
妹
に
逢
ひ
難
き

（巻十二・三売）

伺
い
の
よ
う
な
海
辺
の
景
が
詠
歌
の
対
象
に
据
え
ら
れ
る
の
と
併
行
し
て
、

肋
の
よ
う
な
序
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
ゑ
て
よ
い
。
叙
景
へ
の
関
心
は

（５）

ほ
ぼ
奈
良
朝
初
期
を
境
に
高
ま
り
を
ゑ
て
い
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
こ
の
種

の
序
は
相
対
的
に
ゑ
て
後
期
万
葉
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

Ｃ
群
の
序
は
側
で
は
掛
詞
的
に
連
接
し
、
以
下
側
は
同
音
に
よ
り
、
側
仙
は

比
嶬
的
に
連
接
し
て
い
る
。
し
か
も
、
側
は
「
し
く
し
く
に
」
側
は
「
あ
り
通

ひ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
連
想
を
伴
っ
て
る
る
が
、
こ
の
よ
う
に
物
象
部
分
を

類
同
に
し
て
序
の
景
を
定
着
さ
せ
、
心
象
部
と
の
連
接
を
多
様
化
し
て
行
く
中

で
、
個
別
の
思
い
を
表
出
す
る
方
法
が
後
期
万
葉
に
は
頻
出
す
る
。
後
期
万
葉

歌
が
概
し
て
類
同
的
で
あ
る
一
因
は
こ
の
類
同
の
序
に
基
づ
い
た
心
情
の
表
出

に
あ
る
が
、
こ
の
事
象
と
併
行
し
て
、
連
接
語
を
共
通
に
し
て
序
詞
を
多
様
化

す
る
方
法
も
、
さ
ら
に
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

Ｄ

、

、

、

も
現
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
は
次
の
よ
う
な
場
合
も
同
様
に
想
定
で
き
る
。

例
住
吉
の
岸
に
家
も
が
沖
つ
辺
に
寄
す
る
白
波
見
つ
つ
し
の
は
む（巻七・一三ｅ

あ

を

し

あ

ゆ

㈹
英
遠
の
浦
に
寄
す
る
白
波
い
や
増
し
に
立
ち
重
き
寄
せ
来
東
風
を
い
た
象

か

も

（

巻

十

八

・

淫

窒

）

、

、

、

側
神
さ
ぶ
る
荒
津
の
崎
に
寄
す
る
波
間
な
く
や
妹
に
恋
ひ
渡
り
な
む

（巻十五・三実ｅ

仙
阿
倍
の
島
鵜
の
住
む
礒
に
寄
す
る
波、

間
な
く
こ
の
こ
ろ
大
和
し
思
ほ
ゆ

（巻三・臺診

、

、

- ３ -



特集・後期万葉

佃
恋
衣
着
奈
良
の
山
に
鳴
く
鳥
の
間
無
く
時
な
し
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

（巻十二・二灸）

Ｄ
群
は
あ
る
景
（
序
）
か
ら
の
連
想
と
し
て
「
間
な
く
」
が
喚
起
さ
れ
る
と

の
つ
と

い
う
歌
の
枠
組
承
に
則
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
側
ｌ
側
は
嘱
目
の
景
で
あ
り
、

側
も
同
様
に
想
定
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
海
辺
の
情
景
と
い
う
点
で
共
通
す
る

が
、
「
間
な
く
」
を
喚
起
さ
せ
る
景
は
「
寄
す
る
波
」
「
寄
る
貝
」
「
真
砂
子

地
」
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
同
様
に
側
⑥
と
い
側
も
嘱
目
の
景
に
基
づ
く
違
い
と

承
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
歌
の
枠
組
承
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況

に
応
じ
た
景
が
選
び
取
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
り
、
こ
の
枠
組
ゑ
さ
え
あ

れ
ば
状
況
に
即
応
し
た
変
容
は
た
や
す
い
。
類
同
の
歌
が
頻
出
す
る
の
も
、
即

興
性
を
要
求
さ
れ
た
当
時
の
歌
詠
の
在
り
方
に
よ
る
も
の
で
、
類
同
化
の
要
因

の
一
つ
は
こ
の
即
興
性
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

（６）

類
歌
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
高
木
市
之
助
の
提
唱
し
た
古
代
社
会
の
等
質
性

に
よ
る
と
の
考
え
が
支
配
的
で
あ
り
、
広
義
で
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
よ
り

、

、

、

積
極
的
に
は
即
興
性
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
即
興
歌
は
全
く
自
由

(4)
Ｉ

ｌ

間
波
立
て
ば
奈
呉
の
浦
廻
に
寄
る
貝
の
間
無
き
恋
に
そ
年
は
経
に
け
る

（巻十八・窒三）

(7) (5)側
堀
江
よ
り
水
脈
さ
か
の
ぼ
る
揖
の
音
の

衣
手
を
真
若
の
浦
の
真
砂
子
地

と
の
曇
り
雨
布
留
川
の
さ
ざ
れ
波

う
ち
渡
す
竹
田
の
原
に
鳴
く
鶴
の

み

を

、

、

、

間
な
く
時
無
し
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

（巻十二・三夫）

、

、

、

、

間
な
く
も
君
は
思
ほ
ゆ
る
か
も

（巻十二・三三）

、

、

、

間
無
く
時
な
し
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

（巻四・実ｅ

、

、 、

、

、

、

、

、

間
な
く
ぞ
奈
良
は
恋
し
か
り
け
る

（巻二十・囲杢）

に
あ
り
得
た
わ
け
で
は
な
く
、
即
興
的
に
対
応
す
る
に
は
む
し
ろ
一
定
の
枠
組

承
を
必
要
と
し
た
わ
け
で
、
そ
の
枠
組
承
が
即
興
の
表
現
を
可
能
に
し
た
と
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。

類
同
の
序
に
基
づ
く
心
情
の
表
出
が
頻
出
す
る
の
は
古
代
社
会
の
等
質
性
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
古
代
社
会
の
歌
の
あ
り
方
に
起
因
す
る
即
興
性
も
よ
り
大

き
な
要
因
で
あ
る
と
ぶ
て
よ
い
。
か
く
し
て
歌
い
継
が
れ
て
い
く
中
で
、
そ
の

枠
組
承
を
保
ち
な
が
ら
個
別
の
状
況
に
見
合
っ
た
表
出
も
可
能
に
な
る
。
そ
の

様
相
は
次
の
よ
う
な
例
に
端
的
に
ゑ
ら
れ
る
。
、

、

伊
勢
の
海
の
砿
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
波
恐
き
人
に
恋
ひ
渡
る
か
も（巻四・否ｅ

傍
線
部
の
序
は
「
地
名
十
場
所
十
寄
す
る
波
」
と
い
う
形
で
あ
り
、
Ｄ
側
に

等
し
く
、
Ｄ
側
も
近
似
し
て
い
る
。
同
様
の
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
も
あ

げ
ら
れ
よ
う
。

-

、

、

、

、

、

紀
の
海
の
名
高
の
浦
に
寄
す
る
波
音
高
き
か
も
逢
は
ぬ
子
ゆ
ゑ
に

（巻十一・毛言）

、

、

、

、

、

、

、

東
風
を
疾
み
奈
呉
の
浦
廻
に
寄
す
る
波
い
や
千
重
し
き
に
恋
ひ
渡
る
か
も

（巻十九・空三一）

、

、

、

、

、

菅
島
の
夏
身
の
浦
に
寄
す
る
波
間
も
置
き
て
わ
が
思
は
な
く
に

（巻十一・二毛）

，

、

、

、

大
和
路
の
島
の
浦
廻
に
寄
す
る
波
間
も
無
け
む
わ
が
恋
ひ
ま
く
は（巻四・奎一）

、

、

、

、

石
そ
そ
ぐ
崖
の
浦
廻
に
寄
す
る
波
辺
に
来
寄
ら
ぱ
か
言
の
繁
け
む

（巻七・三発）

ゑ
さ
ご
居
る
沖
つ
荒
磯
に
寄
す
る
波

、

、

、

、

、

、

行
方
も
知
ら
ず
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

（巻十一・毛一元）

- ４ -



歌 の 変 容

霞
降
り
遠
つ
大
浦
に
寄
す
る
波
よ
し
も
寄
す
と
も
僧
か
ら
な
く
に

（巻十一・二元）

こ
れ
ら
の
連
接
語
と
な
っ
て
い
る
傍
点
部
の
語
は
、
序
の
景
か
ら
の
連
想
とかしこ

し
て
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
「
寄
す
る
波
」
と
「
恐

き
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
あ
り
得
な
い
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が

「
伊
勢
の
海
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
表
現
自
体
か
ら
は
明
ら
か
に
な
ら
な

い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
「
神
風
の
伊
勢
の
国
は
常
世
の
波
の
寄
す
る

国
」
と
い
う
古
語
を
伴
っ
た
伊
勢
津
彦
の
伝
承
（
逸
文
『
伊
勢
国
風
土
記
』
）
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
恐
き
」
と
は
神
の
立
去
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
連
想
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
恐
き
人
」
と
は
「
神
さ
ぶ
」
と
の
謂
で
あ
る
。

た
ま
く
し
げ

、

、

、

、

、

を
と
め
等
が
珠
厘
な
る
玉
櫛
の
神
さ
び
け
む
も
妹
に
逢
は
ず
あ
れ
ば

（巻四・雪三）

、

、

、

神
さ
ぶ
と
否
と
に
は
あ
ら
れ
は
た
や
は
た
か
く
し
て
後
に
さ
ぶ
し
け
む
か

も

（

巻

四

・

美

二

）

な
ど
の
「
神
さ
ぶ
」
と
同
様
で
、
恋
な
ど
し
な
い
老
人
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で

「
恐
き
人
に
恋
ひ
渡
る
」
と
い
う
時
、
振
り
向
い
て
も
く
れ
な
い
相
手
に
対
す

る
痛
烈
な
椰
楡
と
な
る
。
類
同
的
で
あ
り
な
が
ら
神
話
を
踏
ま
え
た
卓
抜
な
序

と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
個
別
的
な
状
況
に
即
し
た
表
現
も
、
類
同
の
序
が
歌
い
継
が
れ

て
い
く
中
で
形
象
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
逆
で
は
あ
る
ま
い
。
次
の
場
合
も
同

様
に
措
定
で
き
る
。

、

、

、

大
の
浦
の
そ
の
長
浜
に
寄
す
る
波
寛
け
く
君
を
思
ふ
こ
の
頃
（
巻
八
・
天
宝
）

こ
の
歌
は
、
遠
江
守
桜
井
王
が
聖
武
天
皇
に
奉
っ
た
歌
「
九
月
の
そ
の
初
雁

の
使
に
も
思
ふ
心
は
聞
え
来
ぬ
か
も
」
（
巻
八
・
天
一
召
に
対
し
て
、
天
皇
が

こ

た

「
報
知
」
え
た
歌
で
あ
る
。
先
と
類
同
の
序
に
よ
り
な
が
ら
「
寛
け
く
」
と
展

、

、

開
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
連
接
が
他
に
見
ら
れ
な
い
の
も
、
両
者
の
個

有
の
関
係
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
海
辺
の
景
に
「
寛
け

く
」
と
続
け
る
発
想
は
、
田
口
益
人
の
駿
河
の
浄
見
崎
で
の
作
、

、

、

、

慮
原
の
清
見
の
崎
の
三
保
の
浦
の
寛
け
き
見
つ
つ
も
の
思
ひ
も
な
し

（巻三二一癸）

を
踏
ま
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
「
寛
け
く
君
を
思
ふ
」
と
は
、

桜
井
王
の
「
思
ふ
心
は
聞
え
来
ぬ
か
も
」
に
対
応
さ
せ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ

の
歌
に
は
特
に
「
大
の
浦
は
遠
江
国
の
海
浜
の
名
な
り
」
と
の
注
記
が
あ
り
、

遠
江
守
桜
井
王
へ
の
配
慮
か
ら
序
が
添
え
ら
れ
、
社
交
歌
に
ふ
さ
わ
し
く
仕
立

て
ら
れ
て
い
る
。
社
交
歌
は
相
手
の
意
に
か
な
う
表
現
が
求
め
ら
れ
る
た
め

に
、
相
手
の
表
現
に
依
拠
し
て
場
に
ふ
さ
わ
し
く
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
後

期
万
葉
に
類
歌
の
多
い
要
因
の
一
つ
に
社
交
歌
の
機
能
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（７）

と
こ
ろ
で
、
遊
行
女
婦
の
歌
が
社
交
歌
の
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
相
聞
歌
の
多
く
も
基
本
的
に
社
交
歌
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
ゑ
て
よ
い
。
お
び
た
だ
し
い
類
歌
が
若
干
の
相
違
を
伴
い
な
が
ら
見
ら
れ
る

の
も
、
社
交
歌
と
し
て
ゑ
た
時
、
明
確
な
相
貌
を
現
わ
し
て
く
る
。
例
え
ば
、

先
掲
の
類
歌
で
い
え
ば
、
「
ｌ
寄
す
る
波
」
の
連
接
語
に
「
間
な
し
」
が
多
く

見
受
け
ら
れ
る
の
は
瞼
的
関
係
が
一
般
的
で
分
り
や
す
い
こ
と
に
も
よ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
当
初
相
手
に
対
し
て
説
得
力
を
も
っ
た
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い

た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

だ
が
、
詩
の
こ
と
ば
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
日
常
的
に
多
用

れ
れ
る
と
新
鮮
味
を
失
う
と
と
も
に
、
説
得
力
を
も
持
た
な
く
な
る
。
そ
こ
で

「
ｌ
寄
す
る
波
」
に
対
し
て
「
音
な
し
」
と
か
「
い
や
千
重
し
き
に
」
等
々
、

そ
れ
に
代
る
新
た
な
表
現
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
こ
と

ば
の
機
能
と
し
て
、
詠
歌
と
い
う
行
為
は
た
え
ず
こ
と
ば
を
更
新
す
る
契
機
を

- ５ -



特集・後期万葉

後
期
万
葉
に
特
徴
的
な
類
同
性
は
こ
の
時
期
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、

前
期
万
葉
に
も
、
ま
た
後
期
万
葉
以
降
も
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
が
、
宮
廷
社
会
に

整
え
ら
れ
た
和
歌
が
官
人
た
ち
を
通
し
て
、
さ
ら
に
広
く
衆
庶
の
表
現
と
し
て

定
着
す
る
の
は
後
期
万
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
類
歌
の
量
的
拡
大
が
承
ら

れ
る
の
も
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
平
安
朝
初
期
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と

（８）

は
古
今
六
帖
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
序
詞
に
焦

点
を
す
え
て
そ
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ｅ
は
ら
ん
で
い
た
わ
け
で
、
そ
の
際
一
定
し
た
枠
組
象
が
強
固
に
持
続
す
る
の

は
、
即
興
性
を
そ
の
要
件
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

後
期
万
葉
を
特
徴
づ
け
る
類
歌
の
頻
出
は
広
義
に
は
古
代
社
会
の
等
質
性
の

、

、

、

問
題
と
も
い
え
る
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
社
交
歌
と
い
う
歌
の
機
能
に
由
来
す

、

、

、

る
も
の
で
、
そ
の
要
件
と
し
て
の
即
興
性
に
負
う
所
が
大
き
い
。

仙
巻
向
の
痛
足
の
川
ゆ
ゆ
く
水
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
ゑ
む

（万葉巻七・二ｇ）

⑤
八
釣
川
水
底
絶
へ
ず
行
く
水
の
続
ぎ
て
そ
恋
ふ
る
こ
の
年
頃
を

（同巻十二・天吉）

側
高
山
の
石
本
激
ち
行
く
水
の
音
に
は
立
て
じ
恋
ひ
て
死
ぬ
と
も

（同巻十一・毛穴）

側
巻
向
の
山
辺
と
ょ
ゑ
て
ゆ
く
水
の
水
沫
の
ご
と
し
世
の
人
わ
れ
は

（同巻七・三莞）

側
あ
し
ひ
き
の
山
下
響
承
ゆ
く
水
の
時
と
も
な
く
も
恋
ひ
渡
る
か
も

（同巻十一・毛呂）

三
、
歌
の
流
伝
と
変
容

つ

側
山
高
ふ
し
た
行
く
水
の
し
た
に
の
ゑ
流
れ
て
こ
ひ
む
こ
ひ
は
死
ぬ
と
も

（同巻十一・究巴

Ｅ
は
万
葉
集
、
Ｆ
は
古
今
六
帖
、
Ｇ
は
古
今
集
か
ら
抜
き
出
し
た
も
の
で
、

こ
れ
ら
は
類
歌
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
「
ｌ
行
く
水
の
．
…
：
」
と
い
う
序
歌

の
形
は
共
通
し
て
承
ら
れ
、
後
期
万
葉
歌
が
変
容
を
伴
い
な
が
ら
平
安
朝
に
及

ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
細
部
の
表
現
に
つ
い
て
承
る
と
Ｅ
Ｇ

の
序
の
景
が
川
の
流
れ
の
有
様
を
詠
む
点
で
類
似
し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｆ
側

川
吉
野
川
い
は
波
た
か
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し

（古今巻十一・珸一）

側
吉
野
川
岩
き
り
と
ほ
し
行
く
水
の
お
と
に
は
た
て
じ
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も

《同巻十一・勇二）

側
あ
し
ひ
き
の
山
下
水
の
こ
が
く
れ
て
た
ぎ
つ
心
を
せ
き
ぞ
か
ね
つ
る

（同巻十一・勇一）

側
玉
づ
さ
の
あ
る
か
な
き
か
に
ゆ
く
水
の
た
え
せ
ぬ
君
を
あ
ひ
ゑ
て
し
か
な

（
同
三
台
）

Ｇ 側
あ
す
か
が
は
お
と
き
こ
え
つ
つ
ゆ
く
水
の
や
む
と
き
も
な
く
お
も
ほ
ゆ
る

か
な

（同孟三）

側
大
ゐ
川
ゐ
せ
き
に
こ
え
て
行
く
水
の
た
え
ず
も
物
を
お
も
ふ
こ
ろ
か
な

（同宍三）

佃
き
く
の
花
し
づ
く
落
ち
そ
ひ
行
く
水
の
ふ
か
き
心
を
た
れ
か
し
る
ら
む

（六帖莞一一）

⑥
片
貝
の
川
の
瀬
清
く
行
く
水
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
あ
り
通
ひ
見
む

（
同
巻
十
七
・
・
弓
三
）

Ｆ

- ６ -



歌 の 変 容

は
菊
花
に
し
た
た
る
滴
、
Ｆ
側
は
川
の
流
れ
ら
し
い
が
水
個
れ
寸
前
の
様
子
を

詠
ん
だ
も
の
で
、
他
に
類
例
の
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
従
来
の
枠

組
承
を
越
え
た
景
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
Ｆ
側
側
は
「
ｌ
行
く
水
の
」
が

「
絶
ゆ
」
に
連
接
す
る
が
、
こ
の
形
式
の
万
葉
歌
は
Ｅ
仙
佃
の
よ
う
に
讃
歌
で

あ
る
の
に
対
し
、
古
今
六
帖
で
は
す
べ
て
恋
歌
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
そ
の
違

い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

一
方
、
古
今
集
（
Ｇ
）
に
は
殆
ど
変
化
が
承
ら
れ
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
序

詞
に
詠
ま
れ
て
い
る
地
名
は
序
詞
全
体
の
三
割
程
度
で
あ
り
、
序
詞
の
多
く
見

ら
れ
る
万
葉
の
巻
十
一
、
巻
十
二
で
は
序
詞
全
体
の
五
割
に
も
及
ぶ
こ
と
か
ら

ゑ
て
、
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
し
か
も
Ｇ
川
側
の
吉
野
は
歌
枕
化
し
た
地
名
で

あ
り
、
同
じ
地
名
で
も
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
違
い
が
承
ら
れ
る
。
ま
た
、
序
詞

に
地
名
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
Ｇ
側
側
の
よ
う
に
地
名
を
含
ま
な
い
序
が

多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
場
所
に
限
定
さ
れ
ず
に
一
般
化
さ
れ
、
よ

り
修
辞
的
機
能
を
強
め
て
い
る
。

こ
う
し
て
承
る
と
、
Ｅ
に
依
拠
し
て
詠
ま
れ
た
Ｆ
や
Ｇ
は
、
即
興
的
、
嘱
目

的
で
あ
る
Ｅ
の
要
素
を
後
退
さ
せ
、
修
辞
的
傾
向
を
強
め
て
い
る
点
で
明
ら
か

に
違
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
大
き
く

変容する。
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

Ｈ
吉
野
川
水
の
心
は
は
や
く
と
も
た
き
の
お
と
に
は
た
て
じ
と
ぞ
思
ふ

（古今巻十三・奎一）

こ
れ
は
Ｇ
側
側
と
の
直
接
的
な
関
係
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
に
類
す
る
歌

の
発
想
を
取
り
入
れ
て
形
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
滝
の
よ
う
に
激
し
い
流
れ

の
吉
野
川
の
景
と
、
そ
の
流
れ
に
暗
示
さ
れ
る
恋
心
の
激
し
さ
と
を
喰
的
に
結

び
つ
け
て
い
る
が
、
こ
の
景
と
情
と
を
隔
合
さ
せ
た
表
現
は
、
序
詞
に
よ
っ
て

培
わ
れ
た
景
を
拠
り
所
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

Ｋ
あ
づ
ま
ぢ
の
よ
そ
の
山
べ
に
や
く
し
ほ
の
お
も
ひ
は
る
け
き
わ
れ
や
な
に

な

る

（

忠

岑

集

突

）

Ｉ
側
は
野
明
天
皇
が
讃
岐
国
に
行
幸
し
た
折
に
、
軍
王
が
山
を
見
て
詠
ん
だ

長
歌
の
末
尾
で
あ
る
。
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

序
が
前
期
万
葉
以
来
歌
い
継
が
れ
、
後
期
万
葉
に
至
っ
て
側
ｌ
側
の
如
き
心
情

部
を
等
し
く
す
る
類
歌
を
派
生
さ
せ
て
い
る
。
側
は
遣
唐
使
の
一
行
が
「
筑
紫

い
た
み

の
館
に
至
り
て
遥
か
に
本
郷
を
望
ゑ
て
棲
槍
て
作
れ
る
歌
」
の
一
首
で
あ
り
、

側
と
同
様
に
旅
中
の
嘱
目
の
景
で
あ
る
。
側
の
成
立
事
情
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
も
と
も
と
嘱
目
の
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
が
、
歌
い
継
が
れ
て
い
る
内

に
修
辞
的
に
転
用
さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
側
は
越
中
守
大
伴
家
持
に
贈

っ
た
平
群
氏
女
郎
の
作
で
あ
り
、
修
辞
的
用
法
で
あ
る
こ
と
は
鰯
ら
か
で
あ

る。 Ｅ
か
ら
Ｆ
や
Ｇ
へ
、
さ
ら
に
Ｈ
へ
と
展
開
す
る
歌
の
変
容
の
様
相
は
、
次
の

よ
う
な
例
に
も
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

Ｉ側
須
磨
人
の
海
辺
常
去
ら
ず
焼
く
塩
の
辛
き
恋
を
も
吾
は
す
る
か
も

（同巻十七・一垂一三）

け
ぶ
り

側
志
賀
の
海
人
の
火
気
焼
き
立
て
て
焼
く
塩
の
辛
き
恋
を
も
わ
れ
は
す
る
か

も

（

同

巻

十

一

・

毛

四

一

）

仙
網
の
浦
の
海
処
女
ら
が
焼
く
塩
の
思
ひ
そ
焼
く
る
わ
が
下
ど
こ
ろ

。

（
万
葉
巻
一
・
壱

Ｊ
お
し
て
る
や
な
に
は
の
ゑ
つ
に
や
く
塩
の
か
ら
く
も
我
は
老
い
に
け
る
か

も

（

古

今

巻

十

七

・

発

巴

側
志
賀
の
海
人
の
一
日
も
お
ち
ず
焼
く
塩
の
辛
き
恋
を
も
吾
は
す
る
か
も

（同巻十五・美雪）
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こ
の
修
辞
的
用
法
の
流
布
に
よ
っ
て
変
容
が
加
速
さ
れ
た
こ
と
は
Ｊ
に
明
ら

か
で
あ
る
。
古
今
歌
Ｊ
に
は
「
又
は
、
大
伴
の
承
つ
の
は
ま
く
に
」
と
地
名
の

、

、

、

部
分
に
別
伝
が
あ
り
、
古
今
六
帖
で
は
「
な
に
は
の
ゑ
つ
」
が
「
な
に
は
の
う

、ら
」
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
若
干
の
異
伝
も
ふ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
大
き
な

変
容
は
万
葉
で
保
た
れ
て
い
た
恋
歌
の
枠
組
承
を
離
れ
て
嘆
老
歌
に
仕
立
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
海
人
の
塩
焼
き
の
景
に
引
き
寄
せ
て
「
辛

き
恋
」
を
詠
む
こ
と
が
流
布
す
る
中
か
ら
「
か
ら
く
も
老
い
る
」
と
発
想
を
展

開
さ
せ
、
一
方
Ｋ
で
は
塩
焼
き
の
景
と
物
思
い
と
の
結
び
つ
き
を
継
承
し
な
が

ら
、
そ
れ
を
山
辺
の
光
景
と
し
て
描
く
な
ど
、
変
容
の
幅
は
い
っ
そ
う
広
が
っ

て
い
る
。
Ｋ
は
「
あ
づ
ま
ぢ
」
と
「
は
る
げ
き
」
と
響
き
合
っ
て
の
変
容
か
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
景
自
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
よ
り
も
、
こ
と
ば
の

イ
メ
ー
ジ
が
優
先
し
、
序
詞
は
心
象
を
説
明
す
る
修
辞
と
し
て
機
能
し
て
い
る

こ
と
が
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

次
の
場
合
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
経
過
が
読
承
と
れ
る
。

ＬＭ
伊
勢
の
あ
ま
の
あ
さ
な
夕
な
に
か
づ
く
て
ふ
承
る
め
に
人
を
あ
く
よ
し
も

哉

（

古

今

巻

十

四

・

套

一

）

古
今
歌
Ｍ
は
万
葉
歌
Ｌ
側
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
鰻
の
貝
」
と

「
承
る
め
」
の
違
い
は
、
単
な
る
こ
と
ば
の
入
れ
替
え
で
は
な
い
。
鰻
玉
に
つ

い
く
り

い
て
は
「
淡
路
の
野
島
の
海
人
の
海
の
底
奥
つ
海
石
に
態
珠
さ
は

、

、

、

に
潜
き
出
」
（
万
葉
巻
六
・
菫
一
）
「
珠
洲
の
海
人
の
沖
つ
御
神
に
い
渡
り
て

佃
伊
勢
の
海
の
白
水
郎
の
島
津
が
鯨
玉
取
り
て
後
か
も
恋
の
繁
け
む

（万葉巻七・三三）

側
伊
勢
の
白
水
郎
の
朝
な
夕
な
に
潜
く
と
ふ
鰻
の
貝
の
片
思
に
し
て

（同巻十一・毛夫）

、

、

、

、

潜
き
採
る
と
い
ふ
鰻
珠
」
（
同
巻
十
八
・
空
三
）
と
、
海
人
が
潜
き
取
る
と
あ
る

、

、

、

他
、
「
紀
の
国
の
浜
に
寄
る
と
ふ
鯉
珠
拾
は
む
と
い
ひ
て
」
（
同
巻
十
三
・

一
三
Ｃ
と
、
浜
に
寄
る
も
の
と
も
思
わ
れ
て
い
た
。

、

一
方
、
「
ゑ
る
め
」
に
つ
い
て
は
、
「
敏
馬
の
浦
の
沖
辺
に
は
深
海
松
採

、

、

、

、

り
」
（
同
巻
六
・
盃
さ
、
「
伊
勢
の
海
の
朝
凪
に
来
依
る
深
海
松
」
（
同
巻
十
三
．

、

、

、

、

、

三
三
）
な
ど
、
採
る
、
来
依
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
み
る
め
」
を
「
潜
く
」

も
の
と
す
る
の
は
万
葉
歌
に
は
な
く
、
Ｌ
㈲
に
依
拠
し
て
の
変
容
で
あ
ろ
う
。

Ｍ
が
Ｌ
側
の
景
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
「
承
る
め
」
へ
と
続
け
て
い
る
の
は
、
こ

の
時
期
に
歌
語
と
し
て
多
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。、
、

、

お
ひ
く
れ
ば
な
げ
き
あ
か
し
の
は
ま
に
よ
る
み
る
め
す
く
な
く
な
り
い
く

ら

な

り

（

六

帖

五

Ｃ

、

、

、

よ
そ
な
り
し
思
ひ
吹
上
の
は
ま
に
ほ
す
承
る
め
は
か
な
き
物
に
ざ
り
け
る

（
同
弐
一
む

、

、

、

ち
か
け
れ
ど
あ
ふ
承
の
う
ゑ
ぞ
か
か
り
て
ふ
み
る
め
も
お
ひ
ぬ
中
や
な
に

な

る

（

同

一

奏

一

）

な
ど
、
「
承
る
め
」
は
掛
詞
と
し
て
多
用
さ
れ
た
歌
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
の

流
布
に
よ
っ
て
「
伊
勢
の
海
人
」
と
「
承
る
め
」
と
が
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
次

の
よ
う
な
歌
を
派
生
さ
せ
て
い
る
。

Ｎ

題

し

ら

ず

在

平

業

平

朝

臣

あ
そ
ぶ

。

０

．

、

、

、

、

伊
勢
の
海
に
遊
海
人
と
も
な
り
に
し
か
浪
か
き
わ
け
て
見
る
め
か
づ
か
む

（後撰集巻十三・免一）

返
し

伊
勢

、

、

、

０

。

◎

お
ぼ
ろ
げ
の
海
人
や
は
か
づ
く
伊
勢
の
海
の
浪
高
き
浦
に
生
ふ
る
見
る
め

は

（

同

全

二

）

海
人
が
「
承
る
め
」
を
潜
き
採
る
と
い
う
の
は
、
古
今
歌
Ｍ
（
古
今
六
帖
に
も

- ８ -



歌 の 変 容

採
録
）
に
承
ら
れ
る
も
の
で
、
他
に
類
例
を
承
な
い
。
か
り
に
類
例
が
あ
っ
た

に
せ
よ
、
Ｎ
の
「
伊
勢
の
海
人
」
「
象
る
め
」
「
か
づ
く
」
の
語
に
よ
る
職
の
形

象
は
、
古
今
歌
Ｍ
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
Ｌ
㈲
↓
Ｍ

↓
Ｎ
の
関
係
の
中
に
も
変
容
の
過
程
は
容
易
に
辿
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
変
容
が
特
殊
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
も
う
一
例
だ
け

あ
げ
て
お
き
た
い
。

０側
志
賀
の
白
水
郎
の
塩
焼
衣
の
稜
れ
ぬ
れ
ど
恋
と
ふ
も
の
は
忘
れ
か
れ
つ
も

（同巻十一・三三）

側
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
き
衣
の
馴
れ
な
ぱ
か
一
日
も
君
を
忘
れ
て
思
は
む

（同巻六・茜色

Ｉ

な

川
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
衣
の
藤
衣
間
遠
に
し
あ
れ
ば
い
ま
だ
着
な
れ
ず

（万葉巻三・空弓

側
大
君
の
塩
焼
く
海
人
の
藤
衣
な
れ
は
す
れ
ど
も
い
や
め
ず
ら
し
も

（同巻十二・一毫一）

Ｐ川
伊
勢
の
あ
ま
の
し
ほ
や
き
ご
ろ
も
を
さ
を
あ
ら
み
ま
ど
ほ
に
あ
れ
や
い
ま

だ

き

な

れ

ず

（

六

帖

壹

全

）

Ｑ
須
磨
の
あ
ま
の
し
ほ
や
き
衣
を
さ
を
あ
ら
ゑ
ま
ど
ほ
に
あ
れ
や
君
が
来
ま

さ

ぬ

（

古

今

巻

十

五

・

菫

Ｃ

Ｒ 側
い
せ
の
あ
ま
の
し
ほ
や
き
衣

側
い
せ
の
う
ゑ
の
し
ほ
や
く
あ
ま
の
ふ
ぢ
衣
な
る
と
は
承
れ
ど
あ
か
ぬ
君
か

な

（

同

臺

全

）

’れ

（

同

三

毛

）

な
れ
て
こ
そ
人
の
こ
ひ
し
き
こ
と
も
し
ら
る

川
な
れ
ゆ
け
ば
う
け
め
よ
る
よ
る
す
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
た
れ
ご
ろ
も
ま
ど
ほ

な

る

ら

ん

（

六

帖

三

六

Ｃ

側
な
れ
ぬ
れ
ぱ
う
き
め
か
れ
ば
や
す
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
や
く
こ
ろ
も
ま
ど
ほ

な

る

ら

ん

（

斎

宮

女

御

集

三

）

万
葉
歌
Ｏ
は
、
海
人
の
塩
焼
衣
や
藤
衣
か
ら
「
間
遠
」
「
な
る
」
に
転
換
す

る
も
の
で
、
古
今
六
帖
歌
Ｐ
、
古
今
歌
Ｑ
も
ほ
ぼ
こ
の
流
れ
を
踏
襲
し
て
い

る
。
具
体
的
に
は
Ｏ
側
は
地
名
を
入
れ
替
え
て
Ｐ
側
に
、
下
句
を
変
え
て
Ｑ
に

継
承
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
「
藤
衣
ｌ
間
遠
」
と
い
う
比
喰
的
な
結
び
つ
き
を

説
明
し
て
、
「
を
さ
を
あ
ら
ゑ
」
と
す
る
点
は
大
き
な
違
い
と
い
え
よ
う
。
序

と
つ
な
ぎ
の
語
に
説
明
を
入
れ
る
例
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ

し
き
み

奥
山
の
樒
が
花
の
名
の
ご
と
や
し
く
し
く
君
に
恋
ひ
わ
た
り
な
む

（万葉巻二十・豊美）

と
い
う
比
職
歌
に
近
い
。
Ｏ
側
側
を
踏
ま
え
て
成
っ
た
Ｐ
側
は
殆
ど
差
は
な

く
、
地
名
の
入
れ
替
え
に
す
ぎ
な
い
。
Ｏ
側
は
Ｐ
側
に
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｐ
側
は
「
お
な
じ
所
に
宮
つ
か
へ
し
侍
て
、
つ
ね
に
承
な
ら
し
け
る
女
に
つ
か

は
し
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
伴
い
、
下
句
を
「
な
る
と
は
す
れ
ど
あ
は
ぬ
君

（

皿

）

（

、

）

哉
」
と
、
若
干
変
容
し
た
も
の
が
躬
恒
集
に
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
歌
は
伊
勢
集

に
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
広
く
流
布
し
て
い
た
ら
た
い
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。

か
く
し
て
、
後
期
万
葉
に
広
く
流
布
し
た
序
詞
は
、
平
安
朝
に
ま
で
脈
々
と

伝
え
ら
れ
、
若
干
の
変
容
を
伴
っ
て
社
交
歌
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分

る
が
、
六
帖
歌
Ｐ
や
古
今
歌
Ｑ
が
広
く
受
容
さ
れ
る
に
至
っ
て
Ｒ
の
よ
う
な
新

た
な
表
現
を
派
生
し
て
い
る
。
Ｒ
側
に
は
「
上
よ
り
、
ま
ど
ほ
に
あ
れ
や
と
あ

る
御
返
に
」
と
の
詞
書
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
流
布
し
て
い
た
Ｒ
側
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
た
ら
し
い
・
詞
書
の
「
ま
ど
ほ
に
あ
れ
や
」
か
ら
類
推
し

て
、
贈
答
は
Ｑ
或
は
Ｐ
佃
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
万
葉
以
来
の
贈
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答
の
様
式
に
倣
っ
て
、
贈
歌
の
表
現
を
巧
永
に
組
永
入
れ
て
成
っ
た
の
が
Ｒ
側

の
答
歌
で
あ
る
。
万
葉
時
代
の
贈
答
歌
は
、

葉
根
穫
今
す
る
妹
を
夢
に
見
て
情
の
う
ち
に
恋
ひ
渡
る
か
も

（万葉巻四・吉吾

こ
こ
だ

葉
根
蔑
今
す
る
妹
は
無
か
り
し
を
い
づ
れ
の
妹
そ
幾
許
恋
ひ
た
る

（同巻四毛実）

の
よ
う
に
、
相
手
の
言
葉
尻
を
捉
え
て
や
り
返
す
と
い
う
の
が
基
本
で
、
こ
れ

は
歌
垣
の
様
式
に
淵
源
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
オ
ー
ム
返
し
点
な
や
り

と
り
を
そ
の
典
型
と
し
て
、
贈
歌
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
は
い
る
も
の
の
、
単
純

な
繰
返
し
を
避
け
る
方
向
に
展
開
し
て
い
る
。
Ｒ
側
は
こ
う
し
た
社
交
歌
と
し

て
の
男
女
の
贈
答
の
様
式
に
則
っ
て
、
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
工
夫
さ
れ
た
表
現

であろう。

鈴
木
日
出
男
氏
は
古
今
集
の
時
代
に
確
立
し
た
掛
詞
に
よ
る
表
現
、
そ
れ
は

物
象
と
心
象
と
が
相
互
に
主
張
し
合
っ
て
景
と
情
か
ら
成
る
二
重
の
文
脈
を
構

成
す
る
表
現
方
法
を
い
う
の
だ
が
、
こ
の
表
現
方
法
の
確
立
に
よ
っ
て
従
来
の

表
現
で
は
捉
え
き
れ
な
い
内
面
の
表
出
を
可
能
に
し
、
表
現
領
域
を
拡
大
し
た

と
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
新
た
な
表
現
領
域
の
構
築
を
物
象
↓
心
象
か

（皿）

ら
成
る
序
詞
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

Ｒ
側
も
こ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
に
沿
っ
て
形
象
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
序
詞
の

流
布
が
直
ち
に
掛
詞
的
表
現
に
飛
躍
し
た
の
で
は
な
く
、
贈
答
歌
の
様
式
を
踏

ま
え
、
状
況
に
応
じ
た
表
現
を
探
る
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

Ｒ
側
の
よ
う
に
当
初
序
詞
を
拠
り
所
と
し
て
形
象
さ
れ
、
習
熟
の
度
合
を
深
め

る
中
で
表
現
方
法
と
し
て
定
着
し
、
古
今
集
の
時
代
に
広
く
流
布
し
て
行
く
こ

とになる。

古
代
の
和
歌
を
特
徴
づ
け
る
類
歌
の
存
在
は
、
後
期
万
葉
に
顕
著
な
傾
向
で

あ
り
、
従
来
こ
の
類
歌
に
つ
い
て
は
古
代
社
会
の
等
質
性
に
起
因
す
る
と
の
見

方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
類
歌
現
象
の
説
明
と
し
て
否
定
し
え
な
い

が
、
序
詞
の
類
同
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
よ
り
積
極
的
に
は
、
古
代
の

歌
が
即
興
的
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
社
交
歌
の
性
格
を
備
え
て
い
る
と
い
う
、

歌
の
機
能
に
起
因
す
る
類
同
化
で
あ
る
。

即
興
性
を
要
求
さ
れ
る
社
交
歌
は
、
表
現
の
枠
組
承
に
依
存
す
る
こ
と
で
状

況
に
即
し
た
個
々
の
表
現
を
可
能
に
し
、
多
く
の
類
歌
を
な
し
た
と
い
え
よ

』ｈノＯ
一
方
、
そ
の
類
同
の
枠
組
象
の
中
で
表
現
が
多
様
化
し
て
い
く
の
は
、
一
つ

に
は
個
別
の
状
況
に
よ
る
違
い
で
あ
り
、
よ
り
積
極
的
に
は
表
現
の
固
着
に
よ

り
社
交
歌
の
機
能
が
低
下
す
る
た
め
に
、
そ
の
回
復
の
た
め
に
表
現
を
更
新
す

る
と
い
う
、
歌
の
機
能
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
類
歌
は
、
社
交

歌
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
類
同
化
の
方
向
を
辿
る
と
同
時
に
、
同
じ
理
由

で
変
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
要
素
を
併
せ
持
ち
、
一
定
の

枠
組
承
の
中
で
変
容
を
繰
返
し
な
が
ら
、
時
代
の
趣
向
に
沿
っ
て
移
行
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
動
態
的
な
後
期
万
葉
の
流
れ
の
中
に
古
今
六
帖
や
古
今

集
の
序
歌
は
位
置
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
古
今
集
の
序
で
「
あ
だ
な
る
う
た
」
と
し
て
「
い
ろ
ご
ゑ
の

い
へ
に
、
む
も
れ
ぎ
の
人
し
れ
ぬ
こ
と
と
な
り
て
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
衆
庶
の
間
に
社
交
歌
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
や
や
唐
突
だ
が
枕
草
子
の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
。

中
宮
定
子
が
女
房
た
ち
に
今
す
ぐ
思
い
浮
ぶ
古
歌
を
書
く
よ
う
に
と
命
じ
た

四
、
後
期
万
葉
の
行
方
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釣
な
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

時
、
清
少
納
言
は
藤
原
良
房
の
歌
の
一
部
を
書
き
変
え
て
見
せ
た
所
、
そ
の
気

転
を
ほ
め
ら
れ
た
と
い
う
記
事
に
続
い
て
、
中
宮
が
語
っ
た
こ
と
と
し
て
次
の

よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
円
融
院
の
時
代
に
草
子
に
歌
を
一
首

ず
つ
書
け
と
命
じ
ら
れ
た
折
、
殿
上
人
た
ち
の
当
惑
し
て
い
る
中
で
、
藤
原
道

隆は、潮
の
満
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ぱ
深
く
思
ふ
は
や
わ
が

と
い
う
歌
の
末
句
を
「
頼
む
は
や
わ
が
」
と
書
き
変
え
て
奉
り
、
ほ
め
ら
れ
た

という（清涼殿の丑寅の隅の）。

中
宮
が
女
房
た
ち
に
古
歌
を
書
く
よ
う
命
じ
た
の
は
、
兄
道
隆
の
エ
ピ
ソ
ー

ち
な

ド
に
因
ん
で
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
宮
廷
社
会
の
社
交
の
場
で
歌
が
相
互
の

交
流
に
機
能
し
て
い
る
さ
ま
が
如
実
に
語
ら
れ
て
い
る
。
道
隆
の
詠
ん
だ
古
歌

の
出
典
は
明
ら
か
で
な
く
、
当
時
広
く
流
布
し
て
い
た
古
歌
の
一
部
を
状
況
に

ふ
さ
わ
し
く
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
当
意
即
妙
を
称
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
宮
廷
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
広
く
社
交
歌
に
承
ら
れ
る
現
象
で
あ

ろう。「
ｌ
い
つ
も
の
浦
の
」
と
い
う
序
詞
も
、
こ
こ
で
は
修
辞
そ
の
も
の
で
あ

り
、
万
葉
歌
に
多
く
承
ら
れ
る
嘱
目
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
現
象
は
既
に

後
期
万
葉
の
時
代
に
も
現
わ
れ
て
い
る
が
、
社
交
歌
と
し
て
の
流
布
が
序
詞
の

修
辞
的
傾
向
を
促
進
さ
せ
、
平
安
朝
に
及
ん
で
い
る
と
ゑ
て
よ
く
、
古
今
六
帖

や
古
今
集
の
序
詞
は
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
道
隆
の
例
は
ご
く
単
純
な
変
容
で
あ
り
、
こ
の
種
の
も
の
が
繰

返
さ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
新
鮮
さ
の
度
合
は
薄
れ
て
し
ま
う
が
、
先
述
の
如
き
経

過
を
振
り
返
っ
て
ふ
る
と
、
こ
の
時
期
の
前
後
に
序
詞
を
基
盤
と
し
て
成
立
し

た
掛
詞
的
表
現
が
男
女
の
社
交
の
場
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
の
も
、
歌
の
必
然

こ
こ
で
、
改
め
て
後
期
万
葉
歌
が
大
き
な
流
れ
と
し
て
平
安
朝
初
期
に
及
ん

で
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
流
れ
を
受
け
て
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
が
確
め
ら
れ

る。
注
（
１
）
「
序
詞
の
成
立
」
『
古
代
和
歌
の
発
生
」
所
収
。

（
２
）
「
序
歌
の
景
ｌ
歌
謡
か
ら
和
歌
へ
ｌ
」
国
語
と
国
文
学
第
六
十
三
巻
第
十
一

号。
（
３
）
「
序
詞
の
概
念
と
そ
の
源
流
」
『
古
代
歌
謡
論
』
所
収
。

（
４
）
「
人
麿
と
阿
騎
野
」
犬
養
孝
編
『
万
葉
の
風
土
と
歌
人
』
所
収
。

（
５
）
「
作
者
未
詳
歌
の
成
立
」
『
万
葉
集
作
者
未
詳
歌
の
研
究
』
所
収
。

（
６
）
「
短
歌
の
古
代
性
」
『
古
文
芸
の
論
』
所
収
。

（
７
）
「
社
交
歌
と
し
て
の
恋
歌
」
注
（
５
）
と
同
著
に
所
収
。

（
８
）
「
万
葉
歌
の
流
伝
ｌ
万
葉
か
ら
古
今
へ
ｌ
」
注
（
５
）
と
同
著
に
所
収
。
「
末
期

万
葉
の
動
向
ｌ
古
今
的
表
現
の
基
層
ｌ
」
文
学
第
五
十
四
巻
第
二
号
。

（
９
）
そ
の
他
に
巻
二
・
九
二
、
巻
四
・
六
九
九
、
巻
十
一
・
二
三
二
、
二
四
三

○
、
二
七
○
八
、
巻
十
二
・
三
○
一
四
な
ど
。

（
、
）
「
躬
恒
集
Ⅱ
」
『
私
歌
集
大
成
Ｉ
』
所
収
。

（
、
）
「
伊
勢
Ⅱ
」
『
私
歌
集
大
成
Ｉ
』
所
収
。

（
狸
）
「
古
今
集
の
掛
詞
を
め
ぐ
っ
て
」
中
古
文
学
八
（
昭
妬
・
加
）
。
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