
内在する「唱和」の意味

一
、
「
こ
た
へ
う
た
」
に
つ
い
て

万
葉
集
に
は
、
贈
答
歌
、
問
答
歌
な
ど
と
い
う
二
首
以
上
の
歌
が
一
組
に
な

っ
て
存
在
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
先
行
す
る
歌
に
「
こ
た
へ
う
た
」
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
時
、
成
立
す
る
わ

け
で
、
「
こ
た
へ
う
た
」
の
方
に
贈
答
、
問
答
を
成
立
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
言

え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
こ
た
へ
う
た
」
の
あ
り
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
注

（１）

目
を
し
つ
づ
け
て
き
た
。

さ
て
、
万
葉
集
中
の
「
こ
た
へ
う
た
」
の
多
く
に
「
和
」
の
文
字
が
充
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
は
、
「
答
」
「
報
」
な
ど
の
文

字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
区
別
す
る
方
向
で
発
言
さ
れ
た

（２）

の
が
、
橋
本
四
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
特
に
「
報
」
と
「
和
」
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
、
「
報
」
は
対
等
の
立
場
で
ぶ
つ
か
り
合
う
も
の
、
「
和
」
は
従
の
立
場
で

添
い
合
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
伊
藤
博
氏
は
「
和
」
歌
に
先
行
す
る
歌
の
題
詞
に
「
贈
」

の
文
字
を
持
た
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
歌
に
宴
席
の
場
を
想

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
不
特
定
多
数
の
前
に
披
露
さ
れ
た
歌
に
「
和
す
る
」
と

（３）

い
う
場
が
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
「
こ
た
へ
う

ｌ
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内
在
す
る
「
唱
和
」
の
意
味

た
」
へ
の
考
察
は
、
後
期
に
承
ら
れ
る
「
後
人
追
和
」
の
問
題
と
重
な
り
合
っ

て
く
る
。
単
に
贈
答
云
々
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
歌
が
時
空
間
を
越
え
て
広
が

り
を
持
ち
、
成
長
し
て
ゆ
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
作
品
化
し
て
ゆ
く
問
題
に
ま

で
、
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
犬
飼
公
之
氏
が
「
こ
た
へ
う
た
」
に
つ
い
て
発
言
さ
れ
て
い

る
。
氏
は
「
和
」
は
「
報
」
や
「
答
」
な
ど
と
と
も
に
「
こ
た
へ
う
た
」
と
し

て
意
味
を
共
有
し
、
た
だ
そ
の
対
他
性
、
対
話
性
に
多
様
な
あ
り
方
を
も
っ
て

い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
和
」
歌
は
、
相
手
の
心
の
調
和
や
平
穏

を
作
り
だ
す
力
を
持
つ
「
あ
ま
な
う
た
」
「
な
ど
め
う
た
」
「
や
わ
し
う
た
」
で

あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
あ
り
方
は
、
広
く
う
た
全

（４）

般
に
広
げ
う
る
も
の
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
こ
た
へ
う
た
」
に
関
す
る
考
察
は
、
二
つ
の
方
向
性
を
持
つ
。

ひ
と
つ
は
、
用
字
を
重
視
し
て
「
こ
た
へ
う
た
」
の
意
味
を
区
別
す
る
方
向
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
「
こ
た
へ
う
た
」
ひ
い
て
は
、
「
う
た
」
自
身
の
意
味
に
、

言
い
替
え
れ
ば
、
先
行
の
歌
に
「
こ
た
ふ
」
と
い
う
行
為
に
、
あ
る
種
の
共
通

性
を
承
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
後
者
の
方
向
で
考
察
を
す
す

め
た
い
。
そ
れ
も
、
「
こ
た
へ
う
た
」
の
中
に
見
ら
れ
る
「
和
」
、
「
唱
和
」
の

要
素
を
重
視
し
た
い
。
こ
の
「
唱
和
」
と
い
う
要
素
は
、
伊
藤
博
氏
の
論
で
示

関
本
み
や
子

- ４ ７ -
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さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
先
行
の
歌
に
誰
か
に
向
け
た
と
い
う
方
向
性
が
な

く
と
も
、
つ
ま
り
、
題
詞
に
「
贈
」
の
文
字
な
ど
が
な
く
て
も
、
「
こ
た
へ
う

た
」
が
添
え
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
歌
の
あ
り
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
に

「
こ
た
へ
う
た
」
の
題
詞
な
ど
に
、
そ
れ
ら
し
き
記
述
や
体
裁
が
な
く
と
も
成

立
し
得
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
う
た
」
は
唱
和
す
る
こ
と
で
歌
い
継

が
れ
る
と
い
う
基
本
で
あ
る
。
こ
の
基
本
に
立
っ
て
、
以
下
歌
を
眺
め
て
ゆ
き

た
い
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
に
、
歌
に
お
け
る
「
唱
和
」
お
よ
び
「
こ
た
へ
う
た
」
の
問
題
を

何
度
か
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
考
察
し
た
結
論
の
ひ
と
つ
は
、

「
和
」
歌
と
題
詞
に
記
す
歌
の
中
に
先
行
の
歌
に
自
分
の
歌
を
添
え
る
こ
と

で
、
再
評
価
し
、
新
し
い
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
「
和
」
歌
を
添
え
る
こ
と
で
、
先
行
の
歌
を
完
結

さ
せ
る
歌
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
坂
上
郎
女
や
大
伴
家
持
の
「
和
」

歌
に
承
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
い
ま
一
つ
は
、
歌
を
内
部
で
完
結
さ
せ
る
た
め

に
、
し
ば
し
ば
「
和
」
の
文
字
を
介
入
さ
せ
ず
に
唱
和
の
要
素
を
呑
象
込
ん
で

い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
路
死
人
歌
な
ど
に
ゑ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
、
い
ま
一
歩
進
め
る
た
め
に
次
の
歌
々
を
取

り
上
げ
た
い
。
一
見
し
て
贈
答
や
追
和
の
形
を
題
詞
に
示
さ
な
い
ま
ま
唱
和
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
近
江
荒
都
に
関
し
て

過
近
江
荒
都
時
、
柿
本
朝
臣
人
麿
作
歌

玉
檸
畝
火
の
山
の
橿
原
の
日
知
の
御
代
ゆ
〔
或
云
、
宮
ゆ
〕

生
れ
ま
し
し
神
の
こ
と
ご
と
樛
の
木
の
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
天
の

二
、
明
示
さ
れ
な
い
「
和
」

右
の
歌
は
、
或
本
に
日
は
く
「
小
弁
が
作
な
り
」
と
い
へ
り
。
い
ま

だ
こ
の
小
弁
と
い
ふ
者
を
審
ら
か
に
せ
ず
。

（２）有馬の皇子に関して

下
知
ら
し
め
し
し
を
〔
或
云
、
め
し
け
る
〕
天
に
承
つ
大
和
を

置
き
て
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
を
越
え
〔
或
云
、
空
み
つ
大
和
を

置
き
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
を
越
え
て
〕
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め

せ
か
〔
或
云
、
お
も
ほ
し
け
め
か
〕
天
離
る
夷
に
は
あ
れ
ど
石
走

る
淡
海
の
国
の
楽
浪
の
大
津
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む

天
皇
の
神
の
尊
の
大
津
の
宮
は
此
処
と
聞
け
ど
も
大
殿
は
此

処
と
言
へ
ど
も
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る
霞
立
ち
春
日
の
霧
れ
る

〔
或
云
、
霞
立
ち
春
日
か
離
れ
る
夏
草
か
繁
く
な
り
ぬ
る
〕
も

も
し
き
の
大
宮
処
見
れ
ば
悲
し
も
〔
或
云
、
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
〕

反
歌

さ
さ
な
ゑ
の
志
賀
の
辛
崎
幸
く
あ
れ
ど
大
宮
人
の
船
待
ち
か
ね
つ

さ
さ
な
ゑ
の
志
賀
の
〔
一
云
、
比
良
の
〕
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま

た
も
逢
は
め
や
も
〔
一
云
、
逢
は
む
と
思
へ
や
〕
（
１
・
元
’
三
）

高
市
古
人
感
傷
近
江
菖
堵
作
歌
〔
或
書
云
、
高
市
連
黒
人
〕

古
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
さ
さ
な
み
の
故
ぎ
京
を
見
れ
ば
悲
し
き

さ
さ
な
ゑ
の
国
つ
御
神
の
心
さ
び
て
荒
れ
た
る
京
見
れ
ば
悲
し
も

（１．二一Ｊ菫弓

柿
本
朝
臣
人
麿
歌
一
首

淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し
の
に
古
思
ほ
ゆ
（
３
．
-
実
）

高
市
連
黒
人
近
江
菖
都
歌
一
首

如
是
ゆ
ゑ
に
見
じ
と
い
ふ
も
の
を
楽
浪
の
旧
き
都
を
見
せ
つ
つ
も
と
な

（句。●三一垂）
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有
間
皇
子
自
傷
結
松
校
歌
二
首

磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ぱ
ま
た
還
り
見
む

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

長
忌
寸
意
吉
麿
見
結
松
哀
咽
歌
二
首

磐
代
の
岸
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
帰
り
て
ま
た
見
け
む
か
も

磐
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松
情
も
解
け
ず
古
思
ほ
ゆ
未
詳

山
上
臣
憶
良
追
和
歌
一
首

天
翔
り
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
れ
松
は
知
る
ら
む

（ワ臼・一四一ＪＩ四三）

右
の
件
の
歌
ど
も
は
、
枢
を
挽
く
時
作
る
所
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

歌
の
意
を
准
擬
ふ
。
故
以
に
挽
歌
の
類
に
載
す
。

大
賢
元
年
辛
丑
、
幸
子
紀
伊
國
時
見
結
松
歌
一
首
〔
柿
本
朝
臣
人
麿
歌

集中出也〕

後
見
む
と
君
が
結
べ
る
磐
代
の
子
松
が
う
れ
を
ま
た
見
け
む
か
も（２．茜さ

幸
子
紀
伊
國
時
、
川
島
皇
子
御
作
歌
或
云
、
山
上
臣
憶
良
作

白
波
の
浜
松
が
枝
の
手
向
草
幾
代
ま
で
に
か
年
の
経
ぬ
ら
む
〔
一
云
、
年

は

経

に

け

む

〕

（

１

．

-

茜

）

日
本
紀
に
日
は
く
「
朱
烏
四
年
庚
寅
の
秋
九
月
、
天
皇
紀
伊
国
に
幸

す
」
と
い
へ
り
。

山
上
謡
一
首

白
波
の
浜
松
の
木
の
手
向
け
草
幾
代
ま
で
に
か
年
は
経
ぬ
ら
む
（
９
・
喜
美
）

右
一
首
は
、
或
は
日
は
く
「
川
島
皇
子
の
作
り
ま
せ
る
御
歌
な
り
」

といへり。

（
３
）
人
麻
呂
自
傷
歌
に
関
し
て

柿
本
朝
臣
人
麿
在
石
見
國
臨
死
時
、
自
傷
作
歌
一
首

鴨
山
の
岩
根
し
枕
け
る
わ
れ
を
か
も
知
ら
に
と
妹
が
待
ち
つ
つ
あ
る
ら
む

柿
本
朝
臣
人
麿
死
時
、
妻
依
羅
娘
子
作
謡
二
首

今
日
今
日
と
わ
が
待
つ
君
は
石
川
の
貝
に
口
云
、
谷
に
〕
交
り
て
あ
り

と
い
は
ず
や
も

直
の
逢
ひ
は
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ
つ
偲
は
む

丹
比
真
人
〔
名
關
〕
擬
柿
本
朝
臣
人
麿
之
意
報
歌
一
首

荒
波
に
寄
り
く
る
玉
を
枕
に
置
き
わ
れ
こ
こ
に
あ
り
と
誰
か
告
げ
な
む

或
本
歌
日

天
離
る
夷
の
荒
野
に
君
を
置
き
て
思
ひ
つ
つ
あ
れ
ば
生
け
る
と
も
な
し

（ワ臼●一三三Ｊ！一一七）

右
の
一
首
の
歌
は
作
者
い
ま
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
但
し
、
古
本
、
こ

の
歌
を
も
ち
て
こ
の
次
に
載
せ
た
り
。

（
４
）
姫
島
松
原
娘
子
に
関
し
て

和
銅
四
年
歳
次
辛
亥
、
河
邊
宮
人
姫
嶋
松
原
見
娘
子
屍
悲
嘆
作
歌
二
首

妹
が
名
は
千
代
に
流
れ
む
姫
島
の
子
松
が
末
に
蕊
む
す
ま
で
に

難
波
潟
潮
干
な
あ
り
そ
沈
承
に
し
妹
が
光
儀
を
見
ま
く
苦
し
も

（２．三六Ｉ元）

和
銅
四
年
辛
亥
、
河
邊
宮
人
見
姫
嶋
松
原
美
人
屍
、
哀
働
作
謁
四
首

風
早
の
美
保
の
浦
廻
の
白
つ
つ
じ
見
れ
ど
も
さ
ぶ
し
亡
き
人
思
へ
ぱ
〔
或

云
、
見
れ
ば
悲
し
も
無
き
人
思
ふ
に
〕

承
つ
ゑ
つ
し
久
米
の
若
子
が
い
触
れ
け
む
磯
の
草
根
の
枯
れ
ま
く
借
し
も

人
言
の
繁
き
こ
の
こ
ろ
玉
な
ら
ば
手
に
巻
き
持
ち
て
恋
ひ
ず
あ
ら
ま
し
を

妹
も
わ
れ
も
清
の
河
の
河
岸
の
妹
が
悔
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ（、。●空一一四Ｊ’三七）
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右
は
、
案
ふ
る
に
、
年
紀
と
所
処
、
ま
た
娘
子
の
屍
の
歌
を
作
れ
る

人
の
名
は
已
に
上
に
見
え
た
り
。
但
し
、
歌
の
辞
相
違
ひ
、
是
非
別

き
難
し
。
因
り
て
累
ね
て
こ
の
次
に
載
す
。

（
５
）
熊
凝
に
関
し
て

大
伴
君
熊
凝
謁
二
首
大
典
麻
田
陽
春
作

国
遠
き
道
の
長
手
を
お
ほ
ほ
し
く
今
日
や
過
ぎ
な
む
言
間
も
な
く

朝
霧
の
消
易
き
あ
が
身
他
国
に
過
ぎ
か
て
ぬ
か
も
親
の
目
を
欲
り

（５入会Ｉ全）

敬
和
為
熊
凝
述
其
志
謁
六
首
井
序
筑
前
國
守
山
上
憶
良

…
（
略
）
…
臨
終
ら
む
と
す
る
時
に
、
長
嘆
息
き
て
日
は
く
「
伝
へ
聞

く
．
：
（
略
）
・
・
・
今
日
長
に
別
れ
な
ぱ
、
い
づ
れ
の
世
に
か
製
ゆ
る
を
得

む
」
と
い
へ
り
。
乃
ち
歌
六
首
を
作
り
て
死
り
ぬ
。
其
の
歌
に
日
は
く

う
ち
日
さ
す
宮
へ
上
る
と
た
ら
ち
し
や
母
が
手
離
れ
常
知
ら
ぬ

国
の
奥
処
を
百
重
山
越
え
て
過
ぎ
行
き
何
時
し
か
も
京
師
を
見

む
と
思
ひ
つ
つ
語
ら
ひ
居
れ
ど
己
が
身
し
労
し
け
れ
ば
王
桙

の
道
の
隈
廻
に
草
手
折
り
柴
取
り
敷
き
て
床
じ
も
の
う
ち
臥

い
伏
し
て
思
ひ
つ
つ
嘆
き
伏
せ
ら
く
国
に
在
ら
ぱ
父
と
り
見
ま

し
家
に
在
ら
ぱ
母
と
り
見
ま
し
世
間
は
か
く
の
承
な
ら
し
犬

じ
も
の
道
に
臥
し
て
や
命
過
ぎ
な
む
〔
一
云
、
わ
が
世
過
ぎ
な
む
〕

た
ら
ち
し
の
母
が
目
見
ず
て
鯵
し
く
何
方
向
き
て
か
吾
が
別
る
ら
む

常
知
ら
ぬ
道
の
長
手
を
く
れ
く
れ
と
如
何
に
か
行
か
む
糧
は
無
し
に
〔
一

云
、
乾
飯
は
無
し
に
〕

家
に
在
り
て
母
が
と
り
見
ば
慰
む
る
心
は
あ
ら
ま
し
死
な
ば
死
．
い
と
も

〔
一
云
、
後
は
死
ぬ
と
も
〕

出
で
て
行
き
し
日
を
数
へ
つ
つ
今
日
今
日
と
吾
を
待
た
す
ら
む
父
母
ら
は

も
〔
一
云
、
母
が
悲
し
さ
〕

一
世
に
は
二
遍
見
え
ぬ
父
母
を
置
き
て
や
長
く
吾
が
別
れ
な
む
〔
一
云
、

あ
ひ
別
れ
な
む
〕
（
５
入
会
ｌ
聖
）

（
６
）
石
上
乙
麿
に
関
し
て

石
上
乙
麿
卿
配
土
左
國
之
詞
三
首
・

石
の
上
布
留
の
尊
は
た
弱
女
の
惑
に
依
り
て
馬
じ
も
の
縄
取

り
附
け
鹿
猪
じ
も
の
弓
矢
囲
ゑ
て
大
君
の
命
恐
承
天
離
る

夷
辺
に
退
る
古
衣
又
打
の
山
ゆ
還
り
来
ぬ
か
も

大
君
の
命
恐
象
さ
し
並
ぶ
国
に
出
で
ま
す
や
わ
が
背
の
君
を

懸
け
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
恐
し
住
吉
の
現
人
神
船
の
舳
に
領
き
給

ひ
着
き
給
は
む
島
の
崎
崎
寄
り
賜
は
む
磯
の
崎
崎
荒
き
波

風
に
遇
は
せ
ず
惹
無
く
病
あ
ら
せ
ず
急
け
く
還
し
賜
は
ね
本

の
国
辺
に
父
君
に
わ
れ
は
愛
子
ぞ
母
刀
自
に
わ
れ
は
愛
子
ぞ

参
上
る
八
十
氏
人
の
手
向
す
る
恐
の
坂
に
幣
奉
り
わ
れ
は
ぞ

追
る
遠
き
土
佐
道
を

反
歌
一
首

大
崎
の
神
の
小
浜
は
狭
け
ど
も
百
船
人
も
過
ぐ
と
い
は
な
く
に

（（。●一一一九ｉＩ一三）

（
７
）
雪
連
宅
満
に
関
し
て

到
壹
岐
嶋
、
雪
連
宅
滿
忽
遇
鬼
病
死
去
之
時
作
歌
一
首
〔
井
短
詞
〕

天
皇
の
遠
の
朝
廷
と
韓
国
に
渡
る
わ
が
背
は
家
人
の
斎
ひ
待

た
れ
か
正
身
か
も
過
し
け
む
秋
さ
ら
ば
帰
り
ま
さ
む
と
た
ら

ち
ね
の
母
に
申
し
て
時
も
過
ぎ
月
も
経
ぬ
れ
ば
今
日
か
来
む

明
日
か
も
来
む
と
家
人
は
待
ち
恋
ふ
ら
む
に
遠
の
国
い
ま
だ
も

着
か
ず
大
和
を
も
遠
く
離
り
て
岩
が
根
の
荒
き
島
根
に
宿
り

- ５ ０ -
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す
る
君

反
歌
二
首

岩
田
野
に
宿
り
す
る
君
家
人
の
い
づ
ら
と
わ
れ
を
間
は
ぱ
如
何
に
言
は
む

世
間
は
常
か
く
の
承
と
別
れ
ぬ
る
君
に
や
も
と
な
吾
が
恋
ひ
行
か
む

右
の
三
首
は
、
挽
歌
。
（
輻
・
昊
公
１
巻
）

天
地
と
共
に
も
が
も
と
思
ひ
つ
つ
あ
り
け
む
も
の
を
は
し
け
や

し
家
を
離
れ
て
波
の
上
ゆ
な
づ
さ
ひ
来
に
て
あ
ら
た
ま
の
月

日
も
来
経
ぬ
雁
が
ね
も
継
ぎ
て
来
鳴
け
ば
た
ら
ち
ね
の
母
も
妻

ら
も
朝
露
に
裳
の
裾
ひ
づ
ち
夕
霧
に
衣
手
濡
れ
て
幸
く
し
も

あ
る
ら
む
如
く
出
で
見
つ
つ
待
つ
ら
む
も
の
を
世
間
の
人
の
嘆

き
は
相
思
は
い
君
に
あ
れ
や
も
秋
萩
の
散
ら
へ
る
野
辺
の
初

尾
花
仮
臓
に
葺
き
て
雲
離
れ
遠
き
国
辺
の
露
霜
の
寒
き
山
辺

に
宿
り
せ
る
ら
む

反
歌
二
首

は
し
け
や
し
妻
も
子
ど
も
も
高
高
に
待
つ
ら
む
君
や
島
隠
れ
ぬ
る

黄
葉
の
散
り
な
む
山
に
宿
り
ぬ
る
君
を
待
つ
ら
む
人
し
悲
し
も

（妬・昊空Ｊ１彗一）

右
の
三
首
は
、
葛
井
連
子
老
の
作
れ
る
挽
歌

わ
た
つ
承
の
恐
き
路
を
安
け
く
も
な
く
悩
承
来
て
今
だ
に
も

喪
無
く
行
か
む
と
壱
岐
の
海
人
の
上
手
の
占
を
か
た
灼
き
て
行

か
む
と
す
る
に
夢
の
如
道
の
空
路
に
別
れ
す
る
君

反
歌
二
首

昔
よ
り
言
ひ
け
る
言
の
韓
国
の
辛
く
も
此
処
に
別
れ
す
る
か
も

新
羅
へ
か
家
に
か
帰
る
壱
岐
の
島
行
か
む
た
ど
き
も
思
ひ
か
れ
つ
も

（巧・三発牢ノー柔）

右
の
三
首
は
、
六
鯖
の
作
れ
る
挽
歌

こ
こ
に
七
組
の
歌
を
取
り
挙
げ
た
。
た
だ
し
、
冒
頭
の
近
江
荒
都
関
連
の
も

の
は
事
情
が
複
雑
で
あ
る
の
で
、
こ
の
項
の
末
で
述
べ
た
い
。
残
り
の
六
組
は

い
ず
れ
も
悲
劇
的
な
状
態
に
お
い
こ
ま
れ
た
人
物
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
死
を
迎
え
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
何

ら
か
の
伝
承
が
想
定
で
き
る
歌
灸
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
を
選
び

出
し
た
基
準
は
伝
承
性
に
よ
る
そ
れ
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
見
し

て
唱
和
を
示
す
体
裁
を
持
た
な
い
ま
ま
先
行
の
歌
に
唱
和
し
、
か
つ
そ
の
唱
和

の
内
容
に
本
人
と
そ
の
近
親
者
、
そ
し
て
、
第
三
者
の
影
が
承
え
る
歌
と
い
う

抽
出
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
唱
和
と
言
っ
て
も
単
に
歌
が
続
け
て
添
え
ら
れ

て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何
人
か
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定

で
き
る
歌
で
あ
る
。
か
つ
て
行
路
死
人
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
折
に
、
歌
の
中
に

本
人
と
近
親
者
の
関
係
、
そ
し
て
第
三
者
の
立
場
の
歌
が
内
在
す
る
こ
と
に
触

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
類
似
す
る
も
の
を
こ
こ
に
並
べ
て
ゑ

た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、
各
歌
に
沿
っ
て
ゑ
て
ゆ
く
。

（
２
）
は
有
間
皇
子
に
関
す
る
歌
。
始
め
に
本
人
の
歌
二
首
。
そ
し
て
、
そ

の
後
に
意
吉
麿
、
憶
良
、
そ
し
て
人
麿
歌
集
中
出
と
の
注
を
持
つ
歌
が
続
く
。

ま
た
、
巻
一
に
川
島
皇
子
の
結
び
松
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
、
そ
の
類
歌
が
巻
九

に
あ
る
。
こ
れ
ら
を
有
間
皇
子
の
結
び
松
に
関
す
る
一
連
の
歌
と
し
て
捉
え
た

い
。
「
追
和
」
の
語
句
を
持
つ
の
は
、
憶
良
の
一
首
の
承
で
あ
る
が
、
す
べ

て
、
結
び
松
の
歌
に
対
し
唱
和
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
す
べ
て
に
「
松
」

が
詠
承
こ
ま
れ
て
お
り
、
「
松
」
を
「
よ
す
が
」
と
す
る
共
通
の
伝
承
に
関
す

る
追
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
憶
良
歌
の
「
人
こ
そ
知
ら
れ
松
は
知

る
ら
む
」
と
い
う
表
現
は
移
ろ
い
ゆ
く
人
間
は
知
ら
な
く
と
も
、
永
遠
の
命
を

持
つ
松
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
四
三
番
歌
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と
一
四
六
番
歌
は
内
容
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
に
す
る
歌
で
あ
る
。
二
首
に
承
ら
れ

る
松
を
結
ん
だ
人
物
は
、
「
松
」
と
い
う
共
通
の
「
も
の
」
を
通
し
て
同
一
人

物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
「
松
」
を
「
よ
す
が
」
と
称

し
た
所
以
で
あ
る
。

同
様
に
一
四
四
番
の
意
吉
麿
歌
に
は
「
古
思
ほ
ゆ
」
と
あ
り
、
三
十
四
番
の

川
島
皇
子
の
歌
に
は
「
年
の
経
ぬ
ら
む
」
と
あ
る
。
過
去
を
起
点
と
し
て
今
を

意
識
し
、
再
び
過
去
を
追
想
す
る
語
句
で
あ
る
。
そ
の
思
い
を
引
き
出
す
目
前

の
「
も
の
」
は
「
松
」
で
あ
る
。
明
ら
か
に
共
通
の
現
場
性
を
持
つ
歌
で
あ

る
。
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
歌
八
首
は
、
本
人
の
歌
を
始
ま
り
と
し
て
、
種
々
の

追
和
が
継
ぎ
足
さ
れ
て
ゆ
く
形
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
注
目
し
た
い
の
が
、
本
人
の
歌
と
し
て
い
る
中
に
も
、
す
で
に
他
者

の
影
が
承
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
す
で
に
前
述
の
論
で
触
れ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
一
四
二
番
歌
は
、
本
人
の
歌
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ
第
三
者
が
結

び
松
を
通
過
す
る
際
に
飯
を
手
向
け
る
歌
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
題
詞
に
従
え

ば
、
本
人
の
歌
二
首
と
そ
の
他
の
唱
和
六
首
で
あ
り
、
歌
内
容
を
中
心
に
見
れ

ば
、
本
人
の
歌
一
首
と
唱
和
七
首
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
一
番
始
め
の

本
人
の
歌
も
、
有
間
皇
子
の
立
場
に
立
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ゑ
る
と
、

歌
が
唱
和
と
い
う
方
法
を
も
っ
て
、
立
場
を
変
え
つ
つ
、
広
が
り
を
も
っ
て
ゆ

く
段
階
を
想
定
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
は
人
麿
に
関
す
る
歌
。
こ
れ
は
、
本
人
の
歌
、
妻
の
歌
、
本
人
の
立

場
に
立
っ
た
第
三
者
の
歌
、
そ
し
て
或
本
に
載
せ
ら
れ
た
妻
の
立
場
に
立
っ
た

歌
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
題
詞
を
取
り
払
い
、
歌
内
容
か
ら
の
み
理
解

す
れ
ば
、
本
人
と
妻
の
承
の
や
り
取
り
と
な
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ

制て
い
る
よ
う
に
内
容
的
に
齪
齢
が
あ
り
、
本
当
の
当
時
者
同
士
の
や
り
取
り
と

は
、
考
え
難
い
。
た
だ
、
現
在
見
て
齪
嬬
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
唱
和
の
際
の

「
は
ぱ
」
で
あ
り
「
ず
れ
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

「
和
」
の
意
識
に
は
、
先
行
の
歌
に
新
し
い
解
釈
や
評
価
を
付
け
加
え
る
こ
と

で
、
先
行
の
歌
を
新
し
く
完
結
し
よ
う
と
す
る
唱
和
す
る
側
の
意
図
が
承
ら

れ
、
そ
れ
が
棚
協
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
題
詞
か
ら
も
知

れ
る
よ
う
に
第
三
者
が
、
当
事
者
の
立
場
で
こ
の
歌
に
参
加
し
、
し
か
も
そ
こ

に
「
は
ぱ
」
を
も
た
せ
る
唱
和
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
あ
ら
た
な
完
結
に
向
け

て
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
は
松
原
娘
子
に
関
す
る
歌
。
巻
を
違
え
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
二
組
の

歌
で
あ
る
。
作
者
も
作
歌
の
月
日
、
動
機
ま
で
も
が
同
じ
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
同
じ
歌
は
な
い
。
同
じ
題
材
に
唱
和
し
た
歌
で
あ
る
巻
二
の

歌
は
、
は
じ
め
に
「
妹
の
名
は
千
代
に
流
れ
む
」
と
し
て
、
そ
の
「
よ
す
が
」

と
な
る
の
が
「
姫
島
の
子
松
」
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ

こ
で
す
で
に
娘
子
は
伝
承
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
二
首
目
で
は
、

「
妹
が
光
儀
を
見
ま
く
苦
し
も
」
と
あ
た
か
も
娘
子
の
屍
が
目
前
に
あ
る
か
の

よ
う
に
詠
う
。
題
詞
に
も
「
屍
を
見
て
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
行
路
死
人

歌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
本
当
の
屍
を
前
に
詠
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
の
二
首
の
あ
り
方
は
、
万
葉
集
の
配
列
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、

そ
の
「
よ
す
が
」
と
な
る
場
を
紹
介
し
そ
の
現
場
に
立
っ
て
、
娘
子
の
姿
を
幻

視
す
る
形
を
と
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
を
ま
ず
詠
み
、
そ
こ
か
ら
過

去
へ
と
視
点
を
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
今
か
ら
過
去
へ
と
遡
る
形
は
、
巻
三
で
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い

る
。
は
じ
め
の
二
首
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
美
保
の
白
つ
つ
じ
」
と
「
磯
の
草
根
」

を
そ
の
「
よ
す
が
」
と
し
て
過
去
を
、
今
、
追
想
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
の
二
首
は
当
時
者
の
恋
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四
三
五
番
歌
の
「
久

米
の
若
子
」
に
関
連
し
て
生
じ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
美
人
の
死
に
は
、
そ
の
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恋
人
が
関
係
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
の
解
釈
が
こ
こ
に
入
り
込
ん
で
い
る
。
こ

こ
で
も
、
一
見
齪
鋸
に
見
え
る
部
分
に
唱
和
の
過
程
を
探
る
手
が
か
り
が
見
え

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
全
て
は
、
そ
の
立
場
に
立
っ
た
歌
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
５
）
は
熊
凝
に
関
す
る
歌
で
あ
る
。
始
め
に
本
人
の
立
場
に
立
っ
た
歌
が

あ
り
、
そ
れ
に
和
す
る
形
で
憶
良
の
歌
が
続
い
て
い
る
。
憶
良
の
序
に
は
臨
終

の
際
の
本
人
の
言
葉
の
創
作
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
歌
も
ま
た
本
人
の
立
場

に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
思
わ
ぬ
死
を
迎
え
た
本
人
が
、
そ
の
近
親
者
を
思
う

気
持
ち
が
語
ら
れ
て
い
る
。
題
詞
に
「
敬
和
」
と
あ
る
以
上
、
第
三
者
の
作
で

あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
人
の
立
場
に
立
っ
た
陽
春
の
歌
に
唱
和

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
ま
た
も
や
本
人
の
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
歌
内
容
か
ら
は
、
全
部
が
本
人
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
題
詞

な
ど
で
す
べ
て
第
三
者
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
形
に
も

「
和
」
の
本
質
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
犬
飼
氏
の
論
に
あ
っ
た
よ
う
に

「
あ
ま
な
う
た
」
と
し
て
の
本
質
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唱
和

は
、
場
面
に
よ
っ
て
自
ら
の
立
場
か
ら
も
、
ま
た
、
当
事
者
に
な
り
か
わ
っ
て

で
も
行
わ
れ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
今
か
ら
過
去
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、

後
者
の
場
合
は
当
時
に
自
ら
を
同
一
化
す
る
方
向
で
あ
る
。
今
と
当
時
は
、
唱

和
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
容
易
に
共
有
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
６
）
は
石
上
乙
麿
に
関
し
て
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
三
者
の
歌
、
妻

の
歌
、
本
人
の
歌
と
い
う
構
造
を
持
つ
。
（
２
）
や
（
３
）
で
見
た
、
本
人
の

歌
を
起
点
に
、
徐
々
に
遠
い
人
間
の
歌
が
唱
和
さ
れ
て
ゆ
く
構
造
の
逆
の
形
を

持
つ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
（
４
）
の
歌
の
あ
り
方
に
相
似
し
た
形
態
と
い
え

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
今
を
起
点
と
し
て
当
事
者
に
近
づ
い
て
ゆ
く
唱
和
の
あ
り

方
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
７
）
は
雪
連
の
死
に
ま
つ
わ
る
挽
歌
で
あ
る
。
題
詞
を
持
つ
の
は
三
六
八

八
’
九
○
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
三
六
九
一
’
九
三
と
三
六
九
四
’
九
六
も

と
も
に
左
注
に
挽
歌
と
い
う
記
述
を
持
ち
、
内
容
か
ら
も
一
連
の
も
の
と
承
る

こ
と
が
で
き
る
。
始
め
の
一
組
は
、
内
容
的
に
は
行
路
死
人
歌
と
同
様
の
内
容

を
持
ち
、
「
岩
が
根
の
荒
き
島
根
に
宿
り
す
る
君
」
と
死
人
を
発
見
し
た

口
吻
を
持
つ
。
そ
し
て
反
歌
で
は
「
家
人
の
い
づ
ら
と
わ
れ
を
間
は
ぱ
如
何
に

言
は
む
」
と
死
を
近
親
者
に
告
げ
る
立
場
に
自
分
が
あ
る
こ
と
を
詠
永
、
ま
た
、

九
○
で
は
、
自
分
が
死
者
に
取
り
残
さ
れ
、
そ
し
て
旅
を
続
け
る
こ
と
を
詠

む
。
こ
れ
は
、
同
じ
船
に
の
っ
て
い
た
人
の
立
場
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
次
の

左
注
に
葛
井
連
子
老
と
さ
れ
る
歌
で
は
、
長
歌
の
末
で
「
露
霜
の
寒
き
山
辺

に
宿
り
せ
る
ら
む
」
と
し
て
い
る
。
先
の
「
宿
り
す
る
君
」
に
対
し
、
死
者

と
距
離
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
六
鯖
の
歌
で
は
、
死

者
は
宿
る
存
在
で
な
く
、
す
で
に
魂
と
な
っ
て
新
羅
へ
行
く
か
、
家
に
返
る
の

か
と
い
う
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
組
は
、
死
者
発
見
の
行
路
死
人
歌
と

そ
れ
に
唱
和
す
る
歌
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
歌
内
容
は
、
徐

々
に
死
者
か
ら
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
題
詞
に
「
和
」
の
文
字
を
全
く

も
た
ず
と
も
、
唱
和
の
意
識
で
詰
永
重
ね
ら
れ
る
歌
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

最
後
に
（
１
）
の
歌
に
戻
り
た
い
。
今
ま
で
見
て
き
た
歌
は
、
そ
の
根
底
に

伝
承
性
を
据
え
る
こ
と
が
認
め
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
（
１
）
は
、

七
首
ま
と
め
て
一
連
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
唱
和
を
も
っ
て
広
が
る
歌
の
あ
り
方
を
も
と
に
、
こ
の
七
首
に
も
唱
和
に

よ
る
広
が
り
と
展
開
を
認
め
た
い
。
別
稿
で
、
二
九
’
三
一
番
歌
が
、
他
の
旧

（５）

都
歌
と
は
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
根
拠
は
、
「
荒
」
の

扱
い
と
「
い
に
し
へ
」
と
「
昔
」
の
認
識
の
相
違
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
麿

歌
は
、
集
中
唯
一
の
「
荒
都
歌
」
で
あ
り
、
同
じ
く
近
江
を
詠
ゑ
つ
つ
も
、
古
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人
歌
や
黒
人
歌
は
「
旧
都
歌
」
で
あ
る
。
同
じ
素
材
を
扱
っ
て
も
古
人
等
の
歌

が
「
旧
都
歌
」
と
な
る
の
は
、
人
麿
歌
に
追
和
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
、
別
稿
の
結
論
で
あ
っ
た
。
人
麿
歌
は
、
「
荒
都
」
を
発
見

し
、
認
識
し
た
「
荒
都
歌
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
詠
う
の

で
、
後
の
歌
は
「
旧
都
歌
」
で
有
り
得
た
。
つ
ま
り
、
古
人
等
の
歌
は
常
に
人

麿
の
「
荒
都
歌
」
を
含
承
込
ん
だ
上
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
こ
れ
ら
も
唱
和
の
歌
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
内
在
す
る
唱
和
の
本
質
を
各
歌
に
沿
っ
て
見
て
き
た
。
ま
ず
、

唱
和
の
形
と
し
て
認
識
で
き
る
の
は
、
本
人
、
近
親
者
、
そ
し
て
部
外
者
と
い

う
中
か
ら
外
へ
の
立
場
で
形
づ
く
ら
れ
て
ゆ
く
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
番

分
か
り
易
い
方
向
で
、
後
期
の
明
ら
か
に
中
国
詩
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
の
一
連
の
あ
り
方
に
も
通
じ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
蓬
客
と
娘
の
や
り
取
り
に
後
人
が
追
和
を
す
る
。
現
場
に
い
る
当
時
者
の

歌
に
、
そ
の
外
に
い
る
人
間
の
歌
が
唱
和
さ
れ
る
。
「
松
浦
河
に
遊
ぶ
」
に
な

る
と
、
そ
の
唱
和
に
「
追
和
」
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
、
明
確
な
作
品
化
の

意
識
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
本
来
の
唱
和
の
型
を
そ

の
ま
ま
反
映
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
形
を
持
つ
も
の
に
『
風

土
記
』
の
「
浦
喚
子
」
の
唱
和
が
あ
る
。
こ
れ
も
浦
喚
子
、
そ
の
相
手
で
あ
る

神
女
の
や
り
取
り
に
「
後
時
人
」
の
「
追
加
」
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
も
逸
文
で

あ
る
の
で
時
代
的
に
は
、
後
の
も
の
と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
内
か
ら

外
へ
の
歌
の
広
が
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
と
は
、
逆
に
、
姫
島
松
原
娘
子
や
石
上
乙
麿
関
連
の
歌
の
よ
う
に
、
は

じ
め
に
外
枠
の
紹
介
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
細
分
化
す
る
唱
和
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
も
始
め
か
ら
外
枠
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
む
し

ろ
、
唱
和
の
過
程
と
し
て
、
本
人
に
な
り
変
わ
る
歌
が
付
け
加
え
ら
れ
て
行
く

先
の
項
で
唱
和
の
過
程
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
巻
五
の
「
松
浦
佐
用
姫
」

一
連
の
歌
に
は
、
「
後
人
追
和
」
「
最
後
人
追
和
」
「
最
最
後
人
追
和
」
（
八
七

二
１
七
五
）
と
い
う
形
が
、
記
述
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ

の
歌
の
作
者
の
問
題
に
も
係
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ

た
用
例
の
い
く
つ
か
は
「
或
本
」
や
．
云
」
を
持
ち
、
作
者
の
異
同
が
示
さ

れ
て
い
る
。

（
１
）
の
近
江
荒
都
関
連
で
は
、
古
人
歌
が
或
書
で
は
黒
人
と
の
異
同
が
あ

る
。
ま
た
、
黒
人
歌
に
は
或
本
に
小
弁
と
の
異
同
が
あ
る
。
し
か
し
、
三
一
番

と
二
六
六
番
の
人
麿
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
玉
葉
集
』
『
続
後
拾
遺
集
』
に
人
麿

歌
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
作
者
異
同
と
、
年
月
を
経
た
歌
集

の
作
者
の
問
題
を
同
一
に
取
り
扱
う
の
は
、
は
な
は
だ
危
険
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
、
人
麿
歌
は
時
間
を
経
て
も
作
者
が
動
か
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
逆
に
そ
の
他
の
歌
は
、
集
中
で
さ
え
動
き
得
る
、
と
い
う
点
に
注
目
し
て

おきたい。
（
２
）
の
有
間
皇
子
関
連
で
は
、
三
十
四
番
の
川
島
皇
子
歌
が
山
上
臣
憶
良

と
い
う
異
同
を
持
ち
、
か
つ
、
逆
に
一
七
一
六
番
歌
で
は
、
同
じ
歌
が
山
上
作

と
さ
れ
、
左
注
に
川
島
皇
子
と
の
異
同
を
持
つ
。
こ
れ
を
単
純
に
代
作
と
し
て

解
釈
す
れ
ば
、
憶
良
は
、
追
和
で
は
、
自
ら
の
立
場
で
、
そ
し
て
紀
伊
国
行
幸

で
は
、
川
島
皇
子
の
立
場
で
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
方
で
こ
の
歌

も
の
と
の
理
解
が
で
き
る
。

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
唱
和
は
先
行
す
る
も
の
に
付
け
加
え
る
こ
と
で
、
新
し

い
展
開
を
付
加
し
、
新
た
な
解
釈
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、
存
在
す
る
よ
う
で

ある。

三
、
唱
和
と
作
者
異
同
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内在する「唱和」の意味

は
『
新
古
今
集
』
で
河
島
皇
子
の
作
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
四
四

番
の
意
吉
麿
歌
に
は
、
未
詳
の
注
が
あ
り
、
こ
れ
を
『
拾
遺
集
』
で
は
、
人
麿

歌
と
し
て
残
し
て
い
る
。
一
四
六
番
歌
は
、
題
詞
で
は
作
者
未
詳
と
し
つ
つ
、

そ
の
下
の
割
注
で
は
人
麿
歌
集
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を

『
玉
葉
集
』
で
は
人
麿
作
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
有
間
皇
子
作
と
す
る
歌
に
第

三
者
の
歌
と
想
定
さ
れ
る
も
の
が
混
入
し
て
い
た
り
、
作
者
が
い
く
つ
も
の
異

同
を
持
つ
の
を
見
る
と
き
、
す
で
に
こ
う
し
た
歌
で
は
作
者
は
題
詞
に
記
さ
れ

た
記
号
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）
の
人
麿
自
傷
歌
関
連
で
は
、
作
者
の
異
同
は
な
い
も
の
の
最
後
に
或

本
歌
を
持
つ
。
左
注
に
よ
れ
ば
「
古
本
」
に
次
に
載
せ
て
あ
っ
た
と
い
う
。
つ

ま
り
、
こ
の
一
連
の
歌
に
は
四
首
一
連
と
五
首
一
連
の
伝
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
人
麿
に
関
し
て
何
ら
か
の
伝
承
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
後

の
『
風
土
記
・
逸
文
』
に
そ
の
伝
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
予
想
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
自
傷
歌
の
承
は
、
『
拾
遺
集
』
に
人
丸
作
と
し
て
、
同
様
の
事
情
と
と
も

に
伝
え
残
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
の
松
原
娘
子
関
連
の
作
者
の
立
場
は
よ
り
、
興
味
深
い
。
先
に
も
触

れ
た
が
、
作
者
と
動
機
を
全
く
同
じ
に
し
て
、
異
な
る
二
群
の
歌
が
あ
る
。
こ

う
な
る
と
題
詞
に
作
者
と
し
て
記
さ
れ
、
動
機
ま
で
伝
え
ら
れ
る
河
辺
宮
人
さ

え
も
た
だ
の
記
号
、
形
骸
で
あ
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
（
５
）
は
す
で
に
題

詞
の
段
階
で
、
作
者
が
本
人
に
な
り
か
わ
る
仕
組
承
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
見

す
る
と
、
「
作
者
」
の
異
同
は
な
い
と
い
え
る
。
（
６
）
は
、
「
或
云
」
も
持

た
ず
、
作
者
に
関
す
る
記
述
は
皆
無
で
あ
る
。
動
機
が
題
詞
に
示
さ
れ
、
第
三

者
、
妻
、
本
人
の
形
を
持
つ
。
石
上
乙
麿
は
『
懐
風
藻
』
に
伝
を
持
つ
人
物
で

あ
る
。
彼
に
関
す
る
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
は
後
の
二
組
に
関
し
て
は
、
左
注
と
い
う
形
で
作
者
が
示
さ
れ
る
。

し
か
し
、
注
に
作
者
が
示
さ
れ
る
の
と
、
題
詞
に
そ
れ
が
示
さ
れ
る
の
で
は
、

当
然
事
情
は
異
な
っ
て
く
る
。
題
詞
の
み
に
従
え
ば
、
「
．
：
死
去
之
時
作
歌
一

首
」
と
動
機
の
象
を
記
し
た
歌
に
無
言
で
唱
和
し
た
歌
灸
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
三
組
の
歌
は
い
ず
れ
も
作
者
を
持
た
な
い
。
こ
う
し
た
あ
り
様
は
、
同
じ

く
「
…
時
作
歌
」
の
題
詞
を
も
つ
巻
一
の
二
十
三
番
歌
の
「
麻
續
王
流
於
伊
勢

國
伊
良
虞
嶋
之
時
、
人
、
哀
傷
作
歌
」
と
近
似
す
る
。
日
本
書
紀
に
お
け
る

「
時
人
」
の
存
在
と
も
呼
応
す
る
。
作
者
は
誰
で
も
い
い
。
そ
の
「
時
」
に
い

あ
わ
せ
た
人
の
歌
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
注
」
と
し
て
、
人
名
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
唱
和
の
過
程
を
視
野
に
入
れ
て
作
者
の
問
題
を
考
え
る
時
、
作
者

は
容
易
に
異
同
し
う
る
も
の
と
な
る
。
作
者
異
同
の
問
題
を
説
話
的
存
在
と
し

（６）

て
の
歌
人
に
求
め
た
論
が
、
三
浦
佑
之
氏
に
あ
る
。
そ
の
論
の
中
で
「
歌
は
基

本
的
に
う
た
い
継
が
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
う
た
わ
れ
る
度
毎
に
歌
い
手
Ⅱ
作
者

を
持
ち
、
そ
の
歌
の
由
来
を
も
つ
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
者

の
異
同
は
単
に
代
作
と
か
、
実
作
者
の
問
題
で
平
面
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で

は
な
く
、
伝
承
を
担
う
も
の
、
歌
に
加
担
す
る
者
と
し
て
の
多
数
の
存
在
を
考

慮
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
作
者
が
注
に
ふ
え
る
と
、
そ
こ
に
実

作
者
を
見
い
だ
す
方
向
で
は
、
本
当
の
異
同
の
意
味
は
見
え
て
こ
な
い
と
い
う

ことになる。

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
で
類
同
す
る
歌
を
前
者
は
当
時
者
の
歌
と
し
て
、

後
者
は
第
三
者
の
歌
と
し
て
持
つ
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
連
な
る
も
の
と
し
て
後
者
は
「
時
人
」
の
歌
を
持
つ
。
本
来
伝
承
の
中

で
、
当
時
者
の
歌
と
し
て
歌
が
残
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
そ
う
す
る
こ
と
で
歌
が
残
さ
れ
て
ゆ
く
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
歌
が
唱

和
さ
れ
、
う
た
い
継
が
れ
て
ゆ
く
と
き
そ
の
由
来
を
ど
う
膨
ら
ま
せ
て
ゆ
く
か
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で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
形
が
、
当
時
者
の
歌
に
付
け
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
第
三
者

の
歌
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
三
者
の
歌
が
付
け
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
時
点
で

も
、
三
浦
氏
の
説
の
よ
う
に
、
歌
わ
れ
る
度
に
歌
い
手
Ⅱ
作
者
を
持
つ
。
由
来

を
持
つ
。
そ
の
度
ご
と
の
加
担
者
の
名
は
、
実
在
の
有
無
に
係
わ
ら
ず
、
そ
の

度
ご
と
の
記
号
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
作
者
の
異
同
が
あ
る

度
に
そ
こ
に
実
作
者
の
影
を
見
い
だ
し
、
歌
の
実
体
を
平
面
的
に
探
ろ
う
と
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
認
め
て
き
た
実
作
者
な
る
も
の
こ

そ
、
詠
い
継
が
れ
る
時
に
ほ
の
見
え
た
加
担
者
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
点
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
作
品
に
「
筑
前
國
志
賀
白
水
郎
歌
十
首
」

（
妬
．
一
六
吉
Ｉ
麦
）
が
あ
る
。
こ
の
作
に
関
し
て
は
多
く
の
論
が
存
在
す
る
。
そ

の
場
合
の
論
点
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
こ
の
歌
が
「
白
水
郎
を
詠
ん
だ
歌
」
な

の
か
「
白
水
郎
が
詠
ん
だ
歌
」
な
の
か
「
白
水
郎
の
間
で
調
詠
さ
れ
た
歌
」
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
左
注
の
末
尾
の
部
分
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
因
り
て
妻
子
等
、
犢
の
慕
に
勝
へ
ず
、
こ
の
歌
を
裁
作
り
き
。
或
は

云
は
く
「
筑
前
国
守
山
上
憶
良
臣
、
妻
子
の
傷
を
悲
感
し
び
、
志
を
述
べ
て

こ
の
歌
を
作
れ
り
」
と
い
ふ
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
中
西
進
氏
は
、
歌
内
容
の
検
討
な
ど
を
通
し
て
、
す
で
に

存
在
し
た
白
水
郎
の
歌
に
憶
良
が
唱
和
し
、
そ
の
後
で
ま
た
、
白
水
郎
諦
詠
歌
（７）

だ
っ
た
も
の
が
加
わ
っ
た
も
の
と
し
て
十
首
の
成
り
立
ち
を
説
明
さ
れ
る
。
こ

う
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
歌
の
「
作
者
」
の
問
題
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。

憶
良
は
、
こ
の
歌
の
伝
調
に
加
担
し
た
一
人
と
し
て
、
注
に
名
を
残
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
中
西
氏
の
論
は
同
時
に
「
熊
凝
の
歌
」
の
一
云
の
問
題
に
も
触

れ
、
こ
れ
は
口
謂
歌
の
輪
唱
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

（
５
）
の
考
察
で
敢
え
て
追
求
し
な
か
っ
た
が
、
題
詞
に
「
作
者
」
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
山
上
臣
憶
良
の
名
も
こ
う
し
て
見
る
と
き
、
形
骸
化
し
た
記
号
で

し
か
無
く
な
っ
て
く
る
。
憶
良
の
名
も
、
歌
の
成
長
過
程
の
あ
る
時
点
の
記
号

で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

今
一
度
本
論
で
取
り
挙
げ
た
用
例
に
沿
っ
て
作
者
の
問
題
を
考
え
た
い
。
用

例
の
中
に
見
ら
れ
る
人
名
は
一
方
で
は
、
歌
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
と
作
者

と
し
て
二
分
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
、
し
ば
し
ば
こ
の
二
分
で
も
の
を
考
え
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
二
分
は
か
え
っ
て
混
乱
を
招
く
。
万
葉
集
で
は
、
こ
の
二

者
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
有
間
皇
子
の

歌
や
人
麿
自
傷
歌
は
、
死
を
目
前
に
し
た
本
人
が
自
分
自
身
を
主
題
に
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
主
題
と
作
者
は
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
る
に
、
生
身
の
本
人
が
詠
っ
た
と
は
、
今
日
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
真
の
作
者
捜
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
問
題
が
こ
じ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
別
の
二
分
を
し
て
承
る
。
一
つ
は
、
今
取
り
挙
げ
た
よ
う
な
主
題

に
も
作
者
に
も
成
り
得
る
、
し
か
し
、
恐
ら
く
は
他
に
「
作
者
」
を
も
つ
よ
う

な
人
物
。
こ
れ
を
仮
に
「
主
題
」
と
称
す
る
。
つ
ま
り
、
人
物
名
で
あ
り
つ
つ

も
、
そ
れ
は
、
人
を
表
す
の
で
な
く
、
主
題
を
示
す
記
号
な
の
で
あ
る
。
も
う

一
方
は
、
唱
和
の
歌
な
ど
に
見
ら
れ
る
人
物
名
。
こ
れ
を
加
担
者
と
こ
れ
ま
で

も
称
し
て
き
た
。
こ
れ
も
作
者
で
は
な
く
、
歌
の
成
長
の
あ
る
段
階
で
歌
に
加

担
し
た
、
一
つ
の
記
号
で
あ
る
。
右
間
皇
子
関
連
の
中
で
の
山
上
憶
良
と
川
島

皇
子
の
関
係
も
憶
良
の
代
作
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
両
者
と
も
に
こ
の

唱
和
に
加
担
し
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
熊
凝
の
歌
」
で
も
、

そ
の
主
題
に
陽
春
、
憶
良
と
も
に
加
担
し
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
ゑ
る
と
、
用
例
の
主
題
と
加
担
者
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

主

題

加

担

者

（
１
）
人
麿
古
人
・
黒
人
・
小
弁
な
ど
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（
２
）
有
間
皇
子
意
吉
麿
・
人
麿
・
川
島
皇
子
・
憶
良

など

（
３
）
人
麿
・
そ
の
妻
丹
比
真
人
・
他
未
詳

（
４
）
松
原
娘
子
・
久
米
若
子
宮
人
な
ど

（
５
）
熊
凝
陽
春
・
憶
良
な
ど

（
６
）
石
上
乙
麿
未
詳

（
７
）
雪
連
宅
麿
葛
井
連
子
老
・
六
鯖
・
他
未
詳

（
８
）
白
水
郎
憶
良
・
白
水
郎
集
団
な
ど

上
段
の
主
題
と
し
た
人
物
は
、
動
き
よ
う
が
な
い
。
人
麿
歌
が
時
代
を
経
て

も
、
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
下
段
の
加

担
者
の
部
分
は
、
そ
の
段
階
、
記
録
に
よ
っ
て
は
容
易
に
動
く
。
こ
れ
が
、
万

葉
集
中
の
「
人
名
」
の
意
味
と
構
造
な
の
で
あ
る
。

（
３
）
（
７
）
で
「
他
未
詳
」
と
し
た
の
は
、
作
者
未
詳
の
歌
を
持
つ
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
無
名
の
歌
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
か
ら
述
べ
て

い
る
主
題
と
加
担
者
の
問
題
に
大
き
な
関
係
が
あ
る
。
万
葉
集
の
一
部
に
は
、

主
題
を
重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
「
作
者
」
は
注
を
持
っ
て
記
す
と
い
う
例
が
多
く

あ
る
。
そ
の
中
で
も
次
の
よ
う
な
例
は
、
注
目
に
値
す
る
。

（
ａ
）
仙
柘
枝
歌
三
首
（
題
詞
）
（
３
．
-
茎
１
毛
）

右
一
首
、
或
云
吉
野
人
味
稲
与
柘
枝
仙
媛
歌
也
。
但
、
見
柘
枝
傳
、

無有此歌。（一一臺左注）

右
一
首
、
全
会
左
注
）

右
一
首
若
宮
年
魚
麿
作
。
合
否
左
注
）

（
ｂ
）
悲
傷
死
妻
作
歌
一
首
井
短
歌
（
題
詞
）
（
３
．
貝
一
Ｉ
全
）

右
三
首
、
七
月
廿
日
高
橋
朝
臣
作
謡
也
。
名
、
字
未
審
。
但
、
云

奉
膳
之
男
子
焉
。
（
左
注
）

（
ａ
）
の
例
は
、
今
回
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
唱
和
の
歌
と
見
る
こ
と
が
可

能
な
例
で
あ
る
。
初
め
に
無
名
の
歌
が
あ
り
、
そ
の
左
注
に
は
、
そ
の
動
機
に

関
す
る
事
情
が
「
或
云
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
続
く
歌
は
、
ま
た
無

名
で
、
左
注
も
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
三
首
目
に
な
っ
て
よ
う
や
く
年
魚
麿
の

名
を
承
る
。
（
ｂ
）
の
例
は
、
（
７
）
の
雪
連
に
関
す
る
挽
歌
と
同
じ
有
り
方

で
あ
る
。
（
７
）
に
は
、
た
ま
た
ま
人
名
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
（
ｂ
）

の
「
死
妻
」
同
様
、
主
題
で
し
か
な
い
。
も
と
も
と
、
あ
る
種
の
歌
に
関
し
て

は
、
主
題
こ
そ
が
大
事
で
、
そ
の
作
者
も
し
く
は
加
担
者
は
「
注
」
と
し
て
の

事
項
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
例
に
も
関
係
す
る
。

（
ｃ
）
鍔
旅
歌
一
首
井
短
歌
（
題
詞
）
（
３
．
-
兵
Ｉ
全
）

右
調
、
、
若
宮
年
魚
麿
諦
之
。
但
、
未
審
作
者
。

（
ｄ
）
悲
傷
死
妻
歌
一
首
井
短
歌
作
者
未
詳
（
題
詞
）
⑮
．
里
美
’
一
三

右
二
首
、
傳
請
遊
行
女
婦
蒲
生
是
也
。
（
左
注
）

こ
の
例
は
、
後
期
の
歌
群
に
多
く
見
ら
れ
る
誘
詠
の
記
述
を
左
注
に
持
つ
例
で

あ
る
。
古
歌
な
ど
を
伝
講
し
、
宴
席
な
ど
で
披
露
す
る
こ
と
が
、
知
ら
れ
る
。

（
ｃ
）
は
（
ａ
）
に
並
べ
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
片
方
で
、
年
魚
麿

は
作
者
で
あ
り
、
も
う
一
方
で
は
、
請
詠
す
る
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に

実
質
上
、
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
（
ａ
）
で
は
、
万
葉
集
に

残
る
か
ぎ
り
、
年
魚
麿
の
作
が
最
後
に
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
年
魚
麿
の
作

が
披
露
さ
れ
る
時
、
当
然
、
そ
の
前
の
無
名
の
二
首
も
披
露
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
。
（
ｃ
）
の
作
者
未
詳
の
歌
が
謂
詠
さ
れ
る
よ
う
に
。
ま
た
、
（
ｄ
）
も
（
ｂ
）

と
さ
し
た
る
差
異
が
見
い
だ
せ
な
い
。
（
ｂ
）
は
一
応
左
注
に
、
人
名
を
持
つ

も
の
の
明
確
さ
を
欠
く
。
こ
こ
で
の
人
名
は
個
体
と
し
て
か
な
り
あ
や
う
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
歌
を
取
り
巻
く
「
作
者
」
と
ふ
ら
れ
て
き
た
人
名
を
唱
和
と
い
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「
こ
た
ふ
」
こ
と
は
、
本
質
的
に
唱
和
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
歌
に

ま
と
わ
り
つ
く
人
名
と
か
ら
め
る
時
、
「
あ
る
個
体
」
対
多
数
の
関
係
が
見
え

て
く
る
。
し
か
も
そ
の
多
数
は
相
手
で
あ
る
「
あ
る
個
体
」
を
共
有
す
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は
そ
の
「
あ
る
個
体
」
さ
え
も
、
多
数
の
仕
業
に
よ
る
幻
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
今
回
取
り
上
げ
た
よ
う
な
歌
の
多
く
が
、
そ

の
歌
中
に
「
或
云
」
．
云
」
を
持
つ
意
味
も
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
多

数
の
加
担
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
調
詠
さ
れ
、
新
た
な
る
解
釈
と
し
て
の
唱
和

が
加
え
ら
れ
る
時
、
異
同
が
生
じ
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
人
麿
の
「
近
江
荒
都
歌
」
の
異
伝
を
も
例
外
と
し
な

い。 う
観
点
か
ら
見
直
す
時
、
実
に
あ
や
う
い
も
の
と
し
て
写
っ
て
く
る
。
重
要
な

人
名
と
は
、
そ
の
歌
為
の
主
題
と
な
り
得
る
も
の
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
人

名
は
、
歌
が
何
度
も
く
り
か
え
し
調
わ
れ
な
が
ら
、
唱
和
と
い
う
方
法
を
も
っ

て
ひ
ろ
が
り
を
持
っ
て
き
た
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
拙
稿
「
万
葉
後
期
贈
答
歌
の
様
相
Ｉ
対
応
を
支
え
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

『
文
学
・
語
学
九
四
』
Ｓ
訂
・
７
．
「
万
葉
後
期
贈
答
歌
の
様
相
ｌ
藤
原
麻
呂
・
坂

上
郎
女
贈
答
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
『
上
代
文
学
五
○
』
Ｓ
銘
・
４
．
「
わ
が
漕
ぎ

来
れ
ぱ
の
意
味
ｌ
行
路
死
人
歌
の
表
現
」
『
語
文
七
三
』
Ｈ
１
．
３

（
２
）
橋
本
四
郎
氏
「
常
間
歌
人
佐
伯
赤
麻
呂
」
『
境
田
教
授
喜
寿
記
念
論
文
集
・

上
代
の
文
学
と
言
語
』
所
収
Ｓ
“

（
３
）
伊
藤
博
氏
「
嘆
き
の
霧
ｌ
万
葉
贈
答
歌
の
一
様
相
」
『
万
葉
の
発
相
』
所
収

Ｓ銘
（
４
）
犬
飼
公
之
氏
「
万
葉
「
和
」
歌
覚
書
」
『
基
督
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報

一
五
』
Ｓ
鏥
・
５

（
５
）
拙
稿
「
近
江
荒
都
試
論
ｌ
旧
都
歌
以
前
の
荒
都
歌
ｌ
」
『
関
東
短
期
大
学
創

四
結

立
四
十
周
年
紀
要
（
三
五
集
）
』
Ｈ
２
・
哩

（
６
）
三
浦
佑
之
氏
「
中
大
兄
・
斉
明
・
額
田
王
ｌ
説
話
的
存
在
と
し
て
の
歌
人
た

ち
ｌ
」
『
万
葉
歌
人
論
』
所
収
Ｓ
配

（
７
）
中
西
進
氏
「
志
賀
白
水
郎
歌
」
『
万
葉
集
研
究
１
』
所
収
Ｓ
幻
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