
消える風景

一
、
旅
愁

黒
人
の
歌
に
は
旅
愁
と
い
う
言
葉
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
注
釈
書
の
多
く
は
こ
の
評
言
を
黒
人
評
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
て
い

る
。
黒
人
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
何
処
に
か
舟
泊
て
す
ら
む
」
の
歌
に
つ

い
て
、
斎
藤
茂
吉
は
「
旅
愁
と
い
う
よ
り
も
、
舟
に
対
す
る
同
情
、
舟
人
に
対
（１）

す
る
同
情
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
作
歌
動
機
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
い
る
が
、
黒

人
歌
の
特
色
が
旅
愁
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
言
い
方
で
あ
る
。
黒
人
評
に

旅
愁
の
語
を
用
い
た
最
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

万
葉
集
に
お
い
て
は
、
旅
愁
の
用
語
例
は
池
主
か
ら
家
持
に
当
て
た
書
簡
に

見
え
る
一
例
だ
け
で
あ
る
。
池
主
は
家
持
か
ら
の
書
簡
と
「
針
袋
」
を
詠
ん
だ

歌
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
尋
ぎ
て
針
袋
の
詠
を
語
す
る
に
、
詞
の
泉

酌
め
ど
も
幅
き
ず
、
膝
を
抱
き
て
独
り
笑
ひ
、
能
く
旅
の
愁
を
燭
く
」
（
空
三

’
一
三
に
添
え
た
書
簡
）
と
記
す
。
池
主
の
「
旅
愁
」
は
、
池
主
自
身
の
「
部
下
の

加
賀
の
郡
の
境
に
到
来
る
。
面
蔭
に
射
水
の
郷
を
見
、
恋
緒
深
見
の
村
に
結
ぼ

ほ
る
。
身
は
胡
馬
に
異
な
れ
ど
も
、
心
は
北
風
に
悲
し
ぶ
。
月
に
乗
じ
て
俳
個

れ
ど
も
、
か
つ
て
為
す
と
こ
ろ
為
し
。
」
と
い
う
言
葉
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
・
都

を
遠
く
は
な
れ
た
異
郷
で
の
孤
独
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
旅
愁
に
近
い
も

消える風景Ｉ表現構造から見た黒人歌
のに「旅情」（昊交の題詞）、「旅心」（一美一の題詞）がある。いずれも遣

新
羅
使
の
一
行
の
掲
旅
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
の
題
詞
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

池
主
の
例
と
と
も
に
そ
れ
ら
は
、
家
郷
を
し
の
ぶ
思
い
に
裏
付
け
ら
れ
た
愁
い

な
り
悲
し
ゑ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
富
士
谷
御
杖
が
、
黒
人
の
「
何
処
に

か
舟
泊
て
す
ら
む
」
の
歌
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
わ
が
故
郷
の
い
た
く
恋
し
く
堪

が
た
け
れ
ば
、
わ
が
郷
里
を
直
に
詠
ま
ほ
し
け
れ
ど
従
駕
の
は
壁
か
り
に
、
か

の
船
中
の
郷
里
を
お
も
ひ
や
り
た
る
に
な
し
た
る
詞
づ
く
り
な
る
事
、
あ
き
ら

か
也
」
（
万
葉
集
燈
）
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
「
従
駕
の
は
壁
か
り
に
」
云
灸
は

と
も
か
く
、
一
応
は
妥
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
茂
吉
の
「
舟
に
対
す
る
同
情
、

舟
人
に
対
す
る
同
情
」
と
い
う
言
い
方
も
御
杖
に
近
い
。
黒
人
歌
の
根
底
に
郷

愁
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
此
は
お
も
し
ろ
き

小
舟
の
島
か
げ
な
ど
へ
傍
折
れ
て
見
え
ず
な
り
し
を
惜
め
る
也
」
（
万
葉
集
檜
嬬

壬
と
な
る
と
単
に
旅
愁
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
く
な
る
。
黒
人

が
「
棚
無
し
小
舟
」
を
歌
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
お
も
し
ろ
き
小
舟
」
だ
っ
た

こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
こ
の
檜
嬬
手
の
視
点
は
当
時
と
し
て
は
斬
新
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
旅
愁
を
喚
起
す
る
も
の
は
、
「
旅
心
」
（
一
美
一
の
題
詞
）
に
お

け
る
「
海
浪
」
の
よ
う
な
、
厳
し
く
寂
し
い
風
景
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
上
の

「
旅
情
」
の
例
に
お
い
て
、
「
旅
情
」
を
喚
起
し
た
も
の
は
何
よ
り
も
月
の
美

菊
池
威
雄
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消える風景

し
さ
で
あ
っ
た
。
題
詞
は
「
時
に
夜
月
の
光
、
皎
々
と
し
て
流
照
す
。
た
ち
ま

ち
こ
の
華
に
対
し
、
旅
情
棲
喧
す
」
と
記
す
。
叙
景
歌
の
多
く
が
濁
旅
に
お
い

て
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
の
美
に
感
応
す
る
心
が
郷
愁
と
結
び
つ
く
か
ら

で
あ
る
。
黒
人
歌
の
特
質
が
旅
愁
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
旅
愁
の
内
質
を
解
く
手

掛
か
り
は
自
然
の
美
に
感
応
す
る
心
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
問
題
を
含
め
て
、
黒
人
の
和
歌
の
特
質
を
そ
の
表
現
構
造
と
の
関

連
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二
、
対
偶
構
造
の
作
家

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
黒
人
の
歌
に
は
第
二
句
で
切
れ
る
か
休
止

す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
い
わ
ゆ
る
二
句
切
れ
の
歌
が
黒
人
歌
の
特
色
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
左
に
全
黒
人
歌
を
あ
げ
、
表
現
構
造
上
の
こ
の
特

質
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
本
』

高市古人、近江の旧堵を感傷みて作る歌趣窪錨碓辱嘩くい高

○
１
古
の
人
に
あ
る
わ
れ
や
さ
さ
な
み
の
故
き
京
を
見
れ
ば
悲
し
き
（
１
．
二
）

２
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（１４●三三）

○
３
何
処
に
か
舟
泊
て
す
ら
む
安
礼
の
崎
漕
ぎ
廻
承
行
き
し
棚
無
し
小
舟（１Ｌ●三八）

右
一
首
、
高
市
連
黒
人

太
上
天
皇
、
吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
、
高
市
連
黒
人
の
作
る
歌

４
大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
子
鳥
象
の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る（勺上●七一）

高
市
連
黒
人
の
鍔
旅
の
歌
八
首

を
用
い
た
。

高
市
連
黒
人
の
歌
二
首

○
週
吾
妹
子
に
猪
名
野
は
見
せ
つ
名
次
山
角
の
松
原
い
つ
か
示
さ
む
（
３
．
-
麦
）

○
Ｍ
い
ざ
児
ど
も
大
和
へ
早
く
白
菅
の
真
野
の
榛
原
手
折
り
て
行
か
む（３．一六ｅ

高
市
連
黒
人
の
歌
一
首

妬
住
吉
の
得
名
津
に
立
ち
て
見
渡
せ
ば
武
庫
の
泊
に
出
づ
る
船
人
（
３
．
-
臺
）

高
市
連
黒
人
の
近
江
の
旧
き
都
の
歌
一
首

○
胡
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

（３・一言吾

右
の
歌
は
、
或
る
本
に
曰
く
、
少
弁
が
作
そ
と
い
へ
り
。
い
ま
だ
こ
の
少

弁
と
い
ふ
者
を
審
ら
か
に
せ
ず
。

○
５
旅
に
し
て
物
恋
し
き
に
山
下
の
赤
の
そ
ほ
船
沖
へ
漕
ぐ
見
ゆ
（
３
・
一
三
）

○
６
桜
田
へ
鶴
鳴
き
渡
る
年
魚
市
潮
干
に
け
ら
し
鶴
鳴
き
渡
る
（
３
．
三
）

○
７
四
極
山
う
ち
越
え
見
れ
ば
笠
縫
の
島
漕
ぎ
か
く
る
棚
無
し
小
舟
（
３
．
三
）

○
８
磯
の
崎
漕
ぎ
廻
み
行
け
ば
近
江
の
海
八
十
の
湊
に
鶴
多
に
鳴
く
（
３
．
三
一
）

９
わ
が
船
は
比
良
の
湊
に
漕
ぎ
泊
て
む
沖
へ
な
離
り
さ
夜
更
け
に
け
り

（３．一壱巴

○
ｍ
何
処
に
か
わ
れ
は
宿
ら
む
高
島
の
勝
野
の
原
に
こ
の
日
暮
れ
な
ば（３．一石二

○
、
妹
も
わ
れ
も
一
つ
な
れ
か
も
三
河
な
る
二
見
の
道
ゆ
別
れ
か
ね
つ
る

（３．一壱杏

一
本
に
云
ふ
、
三
河
の
二
見
の
道
ゆ
別
れ
な
ば
わ
が
背
も
わ
れ
も
独
り

か
も
行
か
む

○
皿
と
く
来
て
も
見
て
ま
し
も
の
を
山
城
の
高
の
槻
群
散
り
に
け
る
か
も

（〔。●二七七）

- ８ ２ -



消える風景

高
市
の
歌
一
首

○
Ⅳ
率
ひ
て
漕
ぎ
行
く
船
は
高
島
の
阿
渡
の
水
門
に
泊
て
に
け
む
か
も（９．三六）

高
市
連
黒
人
の
歌
一
首
年
月
審
ら
か
な
ら
ず

肥
婦
負
の
野
の
薄
押
し
廉
く
降
る
雪
に
屋
戸
借
る
今
日
し
悲
し
く
思
ほ
ゆ

（Ⅳ。四三む

一八首（通説に従って、題詞に古人とする歌三二・三三、および高市の歌

と
す
る
二
八
二
を
含
め
る
。
そ
の
理
由
は
後
述
）
中
、
実
に
○
印
を
付
し
た
一
三
首

ま
で
が
い
わ
ゆ
る
二
句
切
れ
で
あ
る
。
こ
の
形
は
一
首
の
表
現
構
造
か
ら
承
れ

ば
対
偶
構
造
で
あ
る
。
古
代
和
歌
が
基
本
的
に
は
対
偶
構
造
と
連
接
構
造
に
二

分
さ
れ
、
前
者
が
片
歌
二
首
の
掛
け
合
い
、
そ
れ
か
ら
転
じ
た
旋
頭
歌
の
流
れ
（２）

を
汲
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
３

歌
を
例
に
と
れ
ば
、
対
偶
構
造
と
は
次
の
よ
う
な
構
造
と
特
色
を
持
つ
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
は
、

何
処
に
か
舟
泊
て
す
ら
む
棚
無
し
小
舟

安
礼
の
崎
漕
ぎ
廻
み
行
き
し
棚
無
し
小
舟

と
い
う
、
互
い
に
対
偶
関
係
に
あ
る
二
つ
の
文
脈
（
つ
ま
り
片
歌
二
首
の
旋
頭
歌

形
式
）
が
、
五
句
一
文
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
謡
い
物
の
特
質
を
色
濃

く
止
め
て
い
る
構
造
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
連
接
構
造
と
は
、
例
え
ば

４歌の場合、

大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
子
烏

呼
子
鳥
象
の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る

と
い
う
二
つ
の
文
脈
が
、
「
呼
子
鳥
」
の
部
分
で
連
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
後

句
が
前
句
の
末
尾
の
「
呼
子
烏
」
を
潜
在
的
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ

の
文
に
統
合
さ
れ
る
。

古
代
和
歌
を
二
分
す
る
二
つ
の
構
造
は
、
恐
ら
く
発
生
を
異
に
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
首
の
表
現
内
容
や
持
ち
味
・
調
べ
な
ど
を

決
定
づ
け
て
い
る
。
黒
人
に
対
偶
構
造
の
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
、
黒
人

の
特
色
と
し
て
ま
ず
注
意
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
黒
人
歌
と
同

じ
掲
旅
歌
（
従
駕
の
歌
を
ふ
く
め
て
）
に
限
定
し
て
、
黒
人
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人

麻
呂
、
意
吉
麿
、
そ
し
て
黒
人
と
同
じ
く
叙
景
歌
に
優
れ
た
赤
人
と
比
較
す
る

（３）

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

対
偶
構
造
歌
連
接
構
造
歌
計
対
偶
構
造
歌
の
割
合

人

麻

呂

７

３

０

二
三
・
三
％

２

３

意

吉

麿

３

３

６

五

○

・

○

％

赤

人

昭

明

肥

四

三

・

八

％

黒

人

咽

５

肥

七

二

・

二

％

右
の
統
計
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
黒
人
が
徹
底
し
た
対
偶
構
造
の
歌
人
で
あ

り
、
連
接
構
造
歌
の
歌
人
で
あ
る
人
麻
呂
と
対
立
し
て
い
る
こ
と
、
意
吉
麿

（
鰐
旅
歌
が
少
な
い
た
め
統
計
の
信
頼
性
は
低
い
が
）
と
赤
人
が
そ
の
中
間
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

黒
人
の
こ
の
表
現
構
造
上
の
著
し
い
偏
り
は
、
恐
ら
く
黒
人
歌
の
も
う
一
つ

の
特
質
と
関
わ
り
、
黒
人
文
学
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
う

一
つ
の
特
質
と
は
、
こ
れ
も
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
地
名
の
問
題
で
あ
る
。
犬

養
孝
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
黒
人
歌
一
八
首
中
地
名
は
二
十
九
、
そ
し
て
そ
の

う
ち
十
一
が
第
三
句
に
詠
承
込
ま
れ
て
い
る
。
万
葉
の
短
歌
に
お
い
て
は
地
名

は
第
一
句
に
最
も
多
く
詠
承
こ
ま
れ
、
第
二
句
以
下
順
次
少
な
く
な
っ
て
い
く

の
が
一
般
で
あ
る
が
、
黒
人
の
場
合
は
、
第
一
句
に
六
、
第
二
句
に
四
、
第
三

句
に
十
一
、
第
四
句
に
八
、
そ
し
て
第
五
句
は
○
で
あ
る
。
氏
は
、
こ
う
し
た

一
首
の
構
成
の
中
で
の
黒
人
歌
特
有
の
地
名
の
偏
り
と
、
二
句
切
れ
の
声
調
と
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か
つ
て
黒
人
歌
を
解
く
鍵
が
地
名
に
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
叙
景
歌
の
成
立

（５）

を
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
古
代
和
歌
に
お
け
る
地
名
の
意
義
に
つ
い
て
の

認
識
は
基
本
的
に
は
現
在
も
修
正
の
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
人
間
と
自

然
と
の
接
点
は
自
然
に
付
与
さ
れ
た
地
名
で
あ
り
、
そ
の
地
名
は
畏
怖
す
べ
き

自
然
ｌ
そ
の
精
霊
的
な
も
の
の
象
徴
に
外
な
ら
ず
、
人
間
は
そ
れ
を
通
し
て
自

然
を
把
握
す
る
。
古
代
文
学
の
基
本
形
式
は
一
個
の
地
名
に
至
る
葛
藤
の
過
程

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
模
索
（
連
想
）
ｌ
↓
固
有
名

詞
と
い
う
基
本
形
式
が
地
名
起
源
説
話
の
み
な
ら
ず
、
古
代
歌
謡
の
発
想
の
一

つ
の
類
型
を
も
な
し
て
お
り
、
そ
の
類
型
の
中
で
自
然
描
写
が
培
わ
れ
て
い
っ

た
。
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゑ
た
の
で
あ
る
が
、
地
名
を
詠
み
こ
む
こ
と

自
体
が
地
名
ｌ
そ
れ
が
象
徴
す
る
地
霊
へ
の
賛
美
と
な
り
、
ま
た
地
霊
に
対
す

る
招
魂
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
見
歌
に
地
名
を
列
挙
す
る
型
と
地
名

を
賛
美
す
る
型
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
、
地
霊
の
名

ほ

を
次
之
に
呼
び
上
げ
祭
祀
の
庭
に
招
く
呪
法
を
、
後
者
は
地
霊
の
秀
を
賦
活
す

る
呪
法
を
始
原
と
す
る
歌
で
あ
っ
た
と
思
う
。
呼
び
か
け
ら
れ
た
地
霊
は
「
於

ほ

た
」
と
応
じ
て
祭
り
に
参
上
し
、
称
え
ら
れ
て
そ
の
秀
を
発
動
す
る
。
国
の
支

配
者
と
地
霊
と
の
か
か
る
関
係
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
見
歌
は
成
立
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
潟
旅
に
お
い
て
も
地
名
の
始
原
性
は
な
お
保
た
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
黒
人
歌
を
国
見
歌
か
ら
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
つ
つ
、
黒
人
を
国

の
対
応
が
、
二
句
ま
で
に
主
観
や
行
動
が
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
第
三
句
の
地
名

に
定
着
す
る
と
い
う
黒
人
特
有
の
表
現
構
造
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

（４）
い
る
。
こ
の
指
摘
は
黒
人
の
和
歌
の
杼
情
性
を
解
く
も
っ
と
も
重
要
な
視
点
で

あ
る
と
思
う
。

三
、
黒
人
歌
に
お
け
る
地
名
の
働
き

（６）

つ
神
志
向
の
歌
人
と
し
て
位
置
づ
け
た
森
朝
男
氏
の
論
が
あ
る
。

確
か
に
黒
人
の
地
名
は
自
然
の
中
に
分
け
入
る
孤
独
な
魂
の
拠
り
所
と
し
て

歌
わ
れ
て
い
る
。
地
名
は
地
霊
１
国
つ
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
国
見
歌
と
黒

人
歌
と
の
決
定
的
な
違
い
は
前
者
が
山
や
島
と
い
っ
た
不
動
の
自
然
を
歌
う
の

に
対
し
、
浮
動
し
て
や
ま
ぬ
舟
や
烏
と
い
う
点
景
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
端
的
に
い
え
ば
国
見
歌
の
形
式
を
発
展
さ
せ
て
魂
の
坊
樫
を
歌
っ
た
の
が

黒
人
の
歌
で
あ
っ
た
。

地
名
に
地
霊
の
象
徴
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
濁
旅
で
歌

わ
れ
る
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
旅
は
自
己
の
共
同
体
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。
故

郷
の
都
を
旅
立
つ
に
当
た
っ
て
相
手
の
魂
を
互
い
に
下
紐
に
結
び
止
め
て
妻
と

別
れ
る
様
は
よ
く
歌
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
旅
人
は
自
己
の
霊
魂
の
半
ば
を

故
郷
に
と
ど
め
半
ば
を
異
国
の
神
に
委
ね
る
。
旅
先
の
神
に
幣
を
奉
り
神
を
称

え
る
の
は
他
郷
の
神
に
身
を
委
ね
て
、
旅
の
安
全
を
保
証
し
て
も
ら
う
こ
と
で

あ
る
。
謁
旅
歌
が
家
郷
の
妻
を
し
の
ぶ
歌
と
叙
景
歌
の
二
つ
の
類
型
を
持
つ
の

は
、
家
郷
に
と
ど
め
た
魂
に
対
す
る
魂
乞
い
と
、
他
郷
に
漂
う
魂
の
鎮
魂
を
背

景
に
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
犬
養
孝
氏
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
黒
人
歌

に
お
け
る
心
情
と
地
名
と
の
関
係
を
主
観
の
定
着
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
潟

旅
歌
と
い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
黒
人
歌
に
お
け
る
地
名
の
働
き
は
心
情
に
確

か
な
実
在
性
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
地
霊
と
感
応
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
黒
人
の
魂
が
鎮
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
情
と

地
名
と
の
関
わ
り
は
、
地
名
起
源
説
話
に
お
け
る
説
話
の
部
分
と
地
名
と
の
関

係
に
対
応
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
つ
ま
り
説
話
は
地
名
の
神
聖
を
保
証
し
、
地

名
は
説
話
に
実
在
性
を
付
与
す
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
温
存
し
て
い
る
の
が

場
旅
の
歌
な
の
で
あ
る
。

燭
旅
歌
に
お
け
る
地
名
の
意
義
の
、
こ
う
し
た
一
般
論
が
黒
人
歌
に
も
た
ら
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消える風景

し
た
特
質
は
、
対
偶
構
造
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
例
え
ば

五
八
歌
は
上
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

Ａ
何
処
に
か
舟
泊
て
す
ら
む
棚
無
し
小
舟

Ｂ
安
礼
の
崎
漕
ぎ
廻
永
行
き
し
棚
無
し
小
舟

と
い
う
対
偶
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
が
主
題
で
作
者
の
心
情
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。
Ｂ
は
作
者
の
心
情
の
焦
点
で
あ
る
景
物
ｌ
棚
無
し
小
舟
に
実
在
性
を
与

え
て
い
る
。
小
舟
に
確
か
な
存
在
感
を
付
与
し
て
い
る
の
が
第
三
句
の
安
礼
の

崎
と
い
う
地
名
に
外
な
ら
な
い
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
対
偶
構
造
は
、
そ
の

祖
源
た
る
問
答
形
式
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
短
歌
に
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。
端
的

に
い
え
ば
、
Ａ
の
主
題
に
対
す
る
Ｂ
の
謎
解
き
と
い
う
対
応
、
掛
け
合
い
の
呼

吸
を
本
性
と
す
る
形
式
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
答
性
を
含
ん
で
統
一
さ
れ
た

形
式
が
対
偶
構
造
の
歌
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
偶
構
造
に
お
い
て
は
、
第
三

句
の
役
割
が
一
首
の
眼
目
と
な
る
場
合
が
多
い
。
人
麻
呂
歌
集
の
対
偶
構
造
の

寄
物
陳
思
歌
の
多
く
は
第
三
句
に
「
物
」
を
詠
承
込
ん
で
い
る
が
、
寄
物
陳
思

歌
の
命
は
「
物
」
に
外
な
ら
ず
、
さ
れ
ば
こ
そ
「
物
」
は
第
三
句
の
位
置
に
置

（７）

か
れ
る
の
で
あ
る
。
黒
人
歌
の
第
三
句
の
地
名
は
、
寄
物
陳
思
歌
に
お
け
る

「
物
」
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
偶
構
造
の
「
謎
解
き
」
の
作
用
は
当
然
第
三
・
四
句
が
受
け
持
つ
こ
と
に

な
る
が
、
第
三
句
に
地
名
を
置
く
こ
と
は
、
「
謎
解
き
」
の
部
分
に
実
在
性
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
。
３
歌
の
場
合
、
Ａ
は
、
ど
の
よ
う
な
棚
無
し
小
舟
な
の

か
と
い
う
問
い
を
潜
在
さ
せ
る
。
そ
の
問
い
に
答
え
る
形
で
Ｂ
は
舟
の
動
き
と

正
確
な
位
置
を
表
出
す
る
。
そ
の
決
め
手
が
地
名
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
採
っ
た
歌
が
黒
人
の
歌
な
の
で
あ
る
。

対
偶
構
造
の
歌
十
三
首
中
、
Ⅲ
歌
を
除
く
十
二
首
が
第
三
句
に
地
名
を
詠
ん

で
い
る
（
但
し
、
皿
歌
の
第
三
句
の
「
白
菅
の
」
は
第
四
句
の
「
真
野
」
の
枕

詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
あ
り
、
地
名
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
っ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
る
。
な
お
、
５
歌
の
「
山
下
」
は
、
一
応
地
名
と
し
て
お
き
た
い
。
も

し
普
通
名
詞
で
あ
る
と
す
れ
ば
黒
人
歌
の
中
で
は
き
わ
め
て
異
例
と
な
る
）
。

３
歌
の
例
に
習
い
他
の
十
一
首
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
問
い
と
「
謎
解

き
」
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
か
左
に
示
し
て
お
こ
う
。

１
、
悲
し
ゑ
の
対
象
は
何
な
の
か
↓
故
き
京

５
．
何
が
「
沖
へ
漕
ぐ
」
の
か
↓
赤
の
そ
ほ
船

６
、
鶴
が
渡
る
理
由
は
な
に
か
↓
潮
干

７
、
ど
の
よ
う
な
棚
無
し
小
舟
な
の
か
↓
安
礼
の
崎
を
漕
ぎ
廻
む
小
舟

８
、
鶴
が
鳴
く
場
所
は
ど
こ
か
↓
八
十
の
湊

刈
、
日
の
暮
れ
る
場
所
は
ど
こ
か
↓
勝
野
の
原

ｕ
、
別
れ
る
場
所
は
ど
こ
か
↓
二
見
の
道

岨
、
何
を
示
す
の
か
↓
角
の
松
原

鮒
、
何
を
見
せ
る
の
か
↓
旧
き
都

Ⅳ
、
船
の
停
泊
地
は
ど
こ
か
↓
阿
渡
の
水
門

右
の
よ
う
な
問
い
と
「
謎
解
き
」
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
謎

解
き
」
に
存
在
感
を
与
え
て
い
る
の
が
、
第
三
句
の
地
名
で
あ
る
こ
と
は
３
歌

と
同
様
で
あ
る
。

表
現
構
造
と
地
名
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
が
黒
人
歌
の
性
格
を
決
定
づ
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
黒
人
歌
に
ど
の
よ
う
な
調
べ
や
印
象
を
も
た
ら
し
た

か
と
い
え
ば
、
第
一
に
謡
物
の
持
つ
軽
快
さ
で
あ
り
鮮
明
な
印
象
で
あ
る
。
鮮

明
な
印
象
は
、
主
題
が
冒
頭
か
ら
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
と
思
う
。
潜
在
す
る
問
答
性
は
一
首
に
酒
脱
な
響
き
を
与
え
て
い
る
と
え

卜生昌ノ◎作
者
は
好
ん
で
旅
愁
に
身
を
浸
し
た
。
し
か
し
、
決
し
て
深
刻
な
世
界
に
陥
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る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
人
麻
呂
の
歌
の
よ
う
な
荘
重
な
調
べ
と
も
無
縁
で
あ
っ

た
。
黒
人
の
旅
愁
に
は
常
に
爽
や
か
な
風
が
吹
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
黒
人

の
歌
は
具
象
的
で
写
実
も
鮮
明
だ
が
、
人
麻
呂
の
歌
調
ほ
ど
切
実
で
な
い
」
と

（８）

は
、
茂
吉
が
歌
に
与
え
た
評
言
で
あ
る
。

連
接
構
造
と
の
対
比
は
人
麻
呂
の
歌
を
対
象
に
後
述
す
る
が
、
黒
人
の
連
接

構
造
の
例
を
一
つ
だ
け
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

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
）

こ
の
歌
は
「
さ
さ
な
ゑ
の
国
つ
御
神
の
心
さ
ぶ
」
と
「
荒
れ
た
る
京
見
れ
ば

悲
し
も
」
と
い
う
二
つ
の
半
ば
独
立
し
た
文
脈
を
統
合
し
た
構
造
で
あ
る
。
前

者
の
末
尾
「
心
さ
ぶ
」
を
「
心
さ
び
て
」
に
変
化
さ
せ
、
後
者
は
そ
の
部
分
を

潜
在
的
に
繰
り
返
す
こ
と
で
連
接
し
て
い
く
。
連
接
構
造
の
典
型
的
な
例
で
あ

る
。
こ
の
歌
の
場
合
は
、
二
つ
の
文
が
因
果
関
係
を
構
成
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
国
つ
御
神
の
「
心
さ
び
て
」
と
い
う
因
に
よ
っ
て
、
都
が
荒
れ
る
と
い
う
果

が
も
た
ら
さ
れ
る
。
因
果
律
が
論
理
性
の
軸
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

連
接
構
造
は
論
理
性
の
統
合
を
原
理
と
し
た
構
造
な
の
で
あ
る
。
歌
わ
れ
て
い

る
心
情
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
黒
人
ら
し
か
ら
ぬ
歌
な
の
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
表
現
構
造
か
ら
見
た
場
合
、
黒
人
歌
の
主
流
で
は
な
か
っ
た
。

黒
人
の
作
歌
動
機
が
、
「
旅
愁
と
い
う
よ
り
も
、
舟
に
対
す
る
同
情
、
舟
人

に
対
す
る
同
情
と
い
ふ
や
う
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
斎
藤
茂
吉
の
批
評
は

冒
頭
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
茂
吉
の
こ
の
発
言
は
、
「
黒
人
の
作
品

に
お
け
る
旅
愁
の
表
現
の
特
色
は
、
家
郷
や
、
家
郷
に
待
つ
妹
に
結
び
つ
く
傾

（９）

向
が
極
め
て
薄
い
」
と
い
う
清
水
克
彦
氏
の
指
摘
に
繋
が
っ
て
い
る
。
確
か
に

黒
人
の
作
品
に
は
、
家
郷
の
妻
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
杼
情
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た

四
、
消
え
て
い
く
景
物

ら
な
い
。
も
と
よ
り
家
郷
へ
の
思
い
は
、
潟
旅
歌
の
底
に
流
れ
る
共
通
し
た
感

情
で
あ
り
、
黒
人
の
歌
だ
け
が
そ
れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い

え
、
少
な
く
と
も
黒
人
が
、
家
郷
へ
の
思
い
に
ま
さ
る
強
い
執
着
を
自
然
の
風

物
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
安

礼
の
崎
を
漕
ぎ
め
ぐ
っ
て
行
っ
た
棚
無
し
小
舟
の
行
く
手
に
は
た
し
て
故
郷
が

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
舟
と
い
う
具
体
的

な
景
物
に
杼
情
の
焦
点
は
あ
り
な
が
ら
、
旅
愁
の
中
核
を
成
す
べ
き
家
郷
へ
の

思
い
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
黒
人
の
歌
は
、
「
明
確
な
対
象

を
持
た
な
い
一
般
的
な
情
緒
」
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
清
水
氏
の
言
う
よ

う
に
、
そ
の
よ
う
な
情
緒
の
表
現
は
万
葉
末
期
の
家
持
を
経
て
、
王
朝
に
花
開

く
日
本
文
学
の
伝
統
的
な
色
調
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
黒
人
の

目
は
家
郷
へ
で
は
な
く
、
見
え
ざ
る
風
景
の
孤
舟
に
注
が
れ
て
い
る
。
伊
藤
博

氏
は
、
黒
人
の
杼
情
を
、
「
視
覚
に
投
影
す
る
自
然
現
象
に
率
直
な
人
間
感
情

を
投
入
す
る
風
か
ら
、
む
し
ろ
陰
影
に
関
心
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
物
の
存
在

（皿）

す
る
風
へ
」
と
流
れ
て
い
く
和
歌
史
の
源
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
杼
情
を
物
の

実
在
性
に
顕
在
化
さ
せ
た
人
麻
呂
や
そ
れ
以
前
の
和
歌
に
み
ら
れ
な
い
、
黒
人

の
か
か
る
杼
情
に
照
ら
せ
ば
、
伊
藤
氏
の
言
う
よ
う
に
、
人
麻
呂
歌
集
に
「
高

市
歌
一
首
」
の
題
詞
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
率
ひ
て
漕
ぎ
行
く
船
は
高
島
の

阿
渡
の
水
門
に
泊
て
に
け
む
か
も
」
（
三
○
は
、
黒
人
の
歌
に
加
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
上
述
来
の
黒
人
の
特
質
を
す
べ
て
備
え
て
も
い
る
。

黒
人
以
外
に
作
者
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
う
。
観
念
や
心
情
に
実

在
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
地
名
の
呪
性
で
あ
り
、
黒
人
の
和
歌
は
、
第
三
句
に

そ
う
し
た
呪
性
を
抱
え
込
ん
だ
対
偶
構
造
を
特
質
と
す
る
。
黒
人
の
主
観
の
中

に
と
ら
え
ら
れ
た
船
や
鳥
と
い
っ
た
景
物
は
、
地
名
に
触
れ
る
こ
と
で
よ
り
確

か
な
存
在
を
獲
得
す
る
。
し
か
し
、
黒
人
の
杼
情
は
景
物
の
実
在
性
に
安
住
し
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な
か
っ
た
。
景
物
は
実
在
の
拠
り
所
を
離
れ
て
不
可
視
の
世
界
を
漂
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
思
い
を
凝
ら
す
と
こ
ろ
に
黒
人
の
杼
情
の
真
の
意
味
が
あ
っ
た
。

実
在
性
を
与
え
ら
れ
た
景
物
が
ふ
た
た
び
そ
れ
を
喪
失
し
た
と
き
の
不
安
が
黒

人
歌
の
特
色
で
あ
る
。
地
名
は
む
し
ろ
実
在
性
の
喪
失
の
た
め
に
置
か
れ
て
い（、）

る
と
も
い
え
よ
う
。
「
個
の
寂
蓼
」
あ
る
い
は
「
漂
白
す
る
魂
」
と
評
さ
れ
る

所
以
で
あ
る
。
景
物
の
行
く
先
に
故
郷
は
見
え
て
こ
な
い
。
景
物
は
見
え
ざ
る

風
景
の
中
に
放
置
さ
れ
る
。
永
遠
に
漂
う
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
黒
人

自
身
の
魂
の
象
徴
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
人
麻
呂
や
長
意
吉
麻
呂
、
置
始

東
人
、
春
日
老
人
な
ど
黒
人
と
同
時
代
の
専
門
歌
人
た
ち
が
、
宮
廷
の
公
的
な

晴
れ
の
場
と
日
常
的
な
藝
の
場
の
う
ち
、
前
者
も
し
く
は
双
方
に
関
わ
っ
て
歌

を
献
じ
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
に
の
ゑ
姿
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
黒
人
の
基
本

的
性
格
を
見
た
中
西
進
氏
は
、
都
を
離
れ
従
来
の
生
活
を
遠
ざ
か
っ
た
と
こ
ろ

に
生
ず
る
孤
愁
が
、
「
集
団
的
埋
没
性
か
ら
個
人
を
脱
却
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
個

（皿）

我
の
文
学
」
を
生
ん
だ
と
い
う
。
黒
人
に
は
「
安
定
し
た
図
柄
」
が
少
な
く
、

「
旅
情
と
い
う
、
動
揺
し
て
や
ま
ぬ
詩
心
」
に
よ
っ
て
、
船
や
鳥
な
ど
の
移
る

い
や
す
い
素
材
が
選
び
取
ら
れ
、
と
り
と
め
の
な
い
情
感
が
表
出
さ
れ
て
い

る
。
旅
愁
は
地
方
官
の
承
な
ら
ず
宮
廷
人
共
通
の
感
情
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を

詠
ん
だ
歌
が
、
行
幸
と
い
う
公
的
行
事
で
は
あ
っ
て
も
、
人
麻
呂
や
赤
人
の
献

呈
歌
に
対
立
す
る
「
行
幸
の
裏
側
の
世
界
」
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
黒
人
が
そ
う

し
た
「
決
し
て
晴
れ
が
ま
し
く
な
い
、
そ
れ
な
り
に
多
く
の
従
駕
集
団
の
代
弁

者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
中
西
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
ん
で
る
。
都
が
「
集
団
的

埋
没
性
」
と
い
う
概
念
で
括
ら
れ
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
確
か
に
旅
愁
と
い
う

個
の
感
性
に
密
着
す
る
情
感
は
公
的
儀
礼
の
世
界
に
は
な
じ
ま
な
い
。
黒
人
の

歌
が
生
き
る
に
は
祭
祀
な
ど
の
儀
礼
が
果
て
、
遊
興
と
慰
籍
の
場
す
な
わ
ち
酒

宴
へ
と
場
が
う
つ
る
事
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
旅
愁
と
い
う
情

感
が
表
現
を
得
る
に
は
場
の
論
理
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
旅
愁
そ
の
も
の

の
古
代
的
意
味
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
歌
が
作
品
と
し
て
成
立
す
る
の
か
。
そ
う
し
た
杼
情

を
支
え
た
も
の
は
何
な
の
か
。
こ
れ
ま
で
黒
人
の
杼
情
の
分
析
は
多
く
な
さ
れ

て
き
た
が
、
旅
先
で
の
鎮
魂
や
望
郷
の
思
い
と
い
っ
た
鍔
旅
歌
に
共
通
す
る
一

般
論
を
超
え
て
、
そ
れ
を
支
え
た
理
念
や
世
界
観
を
指
摘
し
た
も
の
は
意
外
に

少
な
い
。
管
見
に
は
い
っ
た
説
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
折
口
信
夫
と
清
水
克
彦

氏
の
論
考
の
二
つ
で
あ
る
。
折
口
は
３
歌
を
「
瞑
想
的
な
寂
け
さ
で
、
而
も
博

大
な
心
」
と
評
し
た
上
で
、
「
叙
事
詩
や
歌
垣
の
謡
や
、
ほ
か
ひ
人
の
流
布
し

て
歩
い
た
物
語
歌
の
断
篇
や
ら
、
騒
が
し
い
も
の
ば
か
り
の
中
に
、
ど
う
し
て

こ
ん
な
よ
い
心
境
が
、
歌
の
上
に
現
れ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
問
題
を
提
起
し
、

そ
の
理
由
を
「
悲
し
い
恋
に
沈
む
男
女
や
、
つ
れ
な
い
世
の
中
に
小
さ
く
な
っ

て
遠
国
に
露
命
を
繋
ぐ
貴
種
の
流
離
物
語
や
、
ま
す
ら
雄
と
い
ふ
意
識
に
生
き

る
、
純
で
、
素
直
な
貴
種
の
人
が
、
色
々
な
銀
難
を
経
た
果
が
報
い
ら
れ
ず
し

て
、
異
郷
で
は
死
ぬ
る
悲
し
い
事
蹟
な
ど
を
語
る
ほ
か
ひ
人
の
手
で
撒
き
散
ら

さ
れ
て
、
し
な
や
か
な
物
の
あ
は
れ
に
思
ひ
し
む
心
を
」
を
展
開
さ
せ
、
そ
れ

が
様
式
の
上
で
は
豊
か
な
語
彙
を
も
た
ら
し
、
し
な
や
か
で
弾
力
の
あ
る
言
語

（蝿）

情
調
を
発
生
さ
せ
た
と
い
う
。
貴
種
流
離
謹
説
と
も
い
う
べ
き
折
口
の
説
は
、

古
代
文
学
全
体
に
関
わ
る
深
い
問
題
を
提
起
し
い
る
。
詩
精
神
の
内
奥
を
揺
る

が
す
も
の
の
正
体
に
説
き
及
ん
だ
貴
種
流
離
謹
説
は
真
に
興
味
深
い
。
貴
種
流

離
謹
や
そ
れ
に
類
し
た
物
語
の
流
布
は
「
ほ
か
ひ
人
」
と
い
う
一
種
の
旅
芸
人

に
依
存
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
形
で
万
葉
歌
人
の
詩
情
を
か
き
た
て
た

に
違
い
な
い
。
流
調
の
麻
績
伝
承
な
ど
は
貴
種
流
離
潭
の
万
葉
集
に
現
れ
た
露

頭
で
あ
ろ
う
し
、
人
麻
呂
の
「
荒
拷
の
藤
江
の
浦
に
魂
釣
る
泉
郎
と
か
見
ら
む

旅
行
く
わ
れ
を
」
（
一
三
）
は
、
明
ら
か
に
「
麻
績
王
海
人
な
れ
や
」
（
三
）
を
承
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け
た
表
現
で
あ
り
、
自
身
を
貴
種
に
見
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
黒
人
の
歌
に

漂
泊
す
る
貴
人
の
魂
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は

ない。折
口
の
貴
種
流
離
謹
説
に
対
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
清
水
克
彦
氏
の
実
用

的
言
語
説
で
あ
る
。
氏
は
危
険
と
背
中
合
わ
せ
の
船
旅
を
記
し
た
、
『
士
佐
日

記
』
の
二
月
五
日
の
条
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
、
船
旅
を
押
し
進
め
る
た
め
の
実

用
的
言
語
を
採
り
入
れ
る
た
と
こ
ろ
に
黒
人
の
歌
が
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
し

て
、
生
活
上
必
要
な
言
語
は
、
い
か
に
全
力
的
な
言
語
で
あ
っ
て
も
常
に
人
間

存
在
の
危
機
を
救
い
得
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
人
間
は
そ
の

よ
う
な
言
語
で
危
機
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
全
力
的

な
言
語
は
人
に
感
銘
を
与
え
る
が
、
「
人
を
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
、

何
者
に
も
支
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
憂
愁
に
導
く
可
能
性
」
を
持
つ
と
い
い
、

「
黒
人
の
作
品
に
ゑ
ら
れ
る
憂
愁
の
情
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
根
ざ
す
も

（Ｍ）

の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

折
口
の
貴
種
流
離
謹
説
が
具
体
性
を
欠
き
、
黒
人
の
和
歌
に
直
結
す
る
も
の

を
乏
し
く
し
て
い
る
の
に
対
し
、
実
用
的
言
語
説
が
極
め
て
具
体
的
で
あ
り
着

想
も
斬
新
で
あ
る
こ
と
は
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
氏
が

例
示
す
る
「
わ
が
船
は
比
良
の
湊
に
漕
ぎ
泊
て
む
沖
へ
な
離
り
さ
夜
更
け
に
け

り
」
（
一
言
）
を
、
実
用
的
言
語
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
く
、
ま
た
、

実
用
的
言
語
の
現
実
的
な
無
力
さ
が
な
ぜ
人
を
憂
愁
に
導
く
こ
と
に
な
る
の
か

理
解
で
き
な
い
。
言
語
の
無
力
さ
に
実
用
語
、
詩
語
の
区
別
が
あ
ろ
う
と
は
思

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
「
古
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
」
の
歌
に
触
れ
て
、
同
じ
荒
都
を
歌
い
な

が
ら
人
麻
呂
が
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
対
象
と
し
な
が
ら
現
実
へ
の
確
か
な
実

在
感
を
横
溢
さ
せ
た
の
に
対
し
、
黒
人
が
「
古
へ
人
」
と
自
ら
を
規
定
し
、
現

（巧）

実
へ
の
実
在
感
を
稀
薄
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
後
に
近
藤
章

氏
も
当
該
歌
を
分
析
し
て
、
黒
人
を
「
自
分
自
身
を
ふ
っ
と
彼
方
に
突
き
放
し

て
、
現
実
な
ら
ざ
る
世
界
に
、
自
己
と
自
己
の
魂
を
置
く
こ
と
の
で
き
る
歌

（坊）

人
」
と
規
定
し
て
い
る
。
古
が
近
藤
氏
の
言
う
よ
う
に
「
自
ら
と
の
か
か
わ
り

を
稀
薄
に
し
た
、
物
語
的
・
浪
漫
的
な
回
想
の
世
界
」
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
傾

斜
が
黒
人
の
資
質
で
あ
っ
た
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
は
俄
か
に
は
従
い
難
い

と
し
て
も
、
氏
の
指
摘
は
違
っ
た
視
点
か
ら
辿
り
着
い
た
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
旧
稿
が
必
ず
し
も
独
断
的
な
思
い
入
れ
で
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い

ヲ（》◎実
在
感
の
稀
薄
化
、
そ
れ
を
本
稿
の
文
脈
の
中
で
言
い
直
せ
ば
、
地
名
の
呪

性
に
よ
っ
て
実
在
性
を
獲
得
し
た
景
物
が
、
作
者
の
視
界
か
ら
消
え
さ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
れ
を
喪
失
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
在
性
を
喪
失
し
た
景
物

に
思
い
を
い
た
す
の
は
、
見
え
ざ
る
世
界
に
お
け
る
作
者
の
非
在
が
現
実
の
作

者
自
身
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
漂
泊
の
魂
と
は
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
精
神
の
妨

僅
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
思
い
が
籠
る
烏
や
舟
は
、
地
名
ｌ
地
霊
に
よ

っ
て
鎮
ま
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
黒
人
の
烏
や
舟
に
は
安
住
の
地
は
な

か
っ
た
。
視
界
の
昏
れ
て
見
え
ざ
る
世
界
へ
去
っ
て
い
く
非
在
の
自
己
、
そ
う

し
た
不
安
を
黒
人
は
歌
う
。
具
体
的
に
は
、
４
．
６
が
鳥
を
、
３
．
５
．
７
．

９
．
妬
．
Ⅳ
が
舟
を
、
８
が
そ
の
双
方
を
歌
っ
て
い
る
。
８
と
妬
は
嘱
目
の
景

と
し
て
と
ら
え
た
烏
や
舟
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
３
．
５
．
７
は
何
処
へ
と
も
な

く
消
え
て
い
く
舟
を
歌
う
。
実
在
の
拠
り
所
を
離
れ
て
不
可
視
の
世
界
に
漂
う

景
物
を
歌
う
と
い
う
、
黒
人
の
特
色
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
４
歌
の
烏
．

９
．
Ⅳ
歌
の
舟
も
行
く
先
は
一
応
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
果
た
し
て
そ
こ

へ
行
き
着
け
る
か
ど
う
か
確
信
は
持
て
な
い
の
で
あ
る
。

見
え
ざ
る
景
に
思
い
を
い
た
す
黒
人
の
歌
は
、
黒
人
の
特
異
な
才
の
偶
発
的
産
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物
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
な
い
。
か
か
る
心
の
漂
泊
を
黒
人
と
共
有
す
る
歌
人

は
少
な
く
な
か
っ
た
。
貴
人
の
流
調
を
潟
旅
の
場
で
共
同
幻
想
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
思
う
。
あ
る
い
は
海
人
た
ち
の
肉
声
に
自
然
の
厳
し
さ
に
対
す
る
言
葉

の
虚
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
推
論
の
前
に
、
黒
人
の
歌
っ
た
鳥
の
羽
音
や
櫓
の
音

に
も
っ
と
耳
を
澄
ま
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

お
そ
ら
く
鳥
の
羽
音
を
追
っ
て
い
け
ば
、
必
ず
や
あ
の
倭
建
の
白
鳥
が
見
え

た
は
ず
で
あ
る
。
倭
建
の
白
鳥
伝
説
は
烏
の
呪
性
の
物
語
で
あ
る
。
建
の
霊
魂

は
大
和
を
さ
し
て
飛
び
去
っ
た
。
妃
た
ち
が
そ
れ
を
追
う
の
は
彼
女
た
ち
の
視

界
か
ら
消
え
て
い
く
白
鳥
の
側
に
彼
女
た
ち
の
実
在
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

黒
人
歌
に
倭
建
の
白
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
承
れ
ば
、
黒
人
の
歌
を
支
え
た

も
の
が
魂
乞
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
物
言

わ
ぬ
挙
津
別
皇
子
に
言
葉
と
い
う
霊
力
を
与
え
た
の
は
現
世
と
異
界
と
を
鳴
き

渡
る
鵠
で
あ
っ
た
。
垂
仁
朝
の
出
来
事
と
し
て
記
紀
と
も
に
記
す
烏
寛
ぎ
の
説

話
は
、
本
来
こ
ち
ら
側
に
あ
る
も
の
が
異
界
に
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

いる。黒
人
の
大
和
を
指
し
て
中
山
を
越
え
る
呼
子
鳥
、
桜
田
へ
鳴
き
渡
る
鶴
は
い

ず
れ
も
作
者
の
視
界
を
飛
び
去
っ
て
い
く
烏
で
あ
り
、
倭
建
の
白
鳥
や
挙
津
別

皇
子
の
鵠
と
同
じ
呪
性
を
持
っ
た
鳥
で
あ
る
。
烏
が
霊
魂
の
化
身
で
あ
る
こ
と

は
従
来
指
さ
摘
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
海
彼
の
蜀
魂
の
故
事
を
引
き
合
い

に
す
る
ま
で
も
な
く
、
平
安
朝
に
い
た
る
ま
で
長
く
歌
の
世
界
で
生
き
続
け
た

観
念
で
あ
り
、
か
つ
て
倭
姫
大
后
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
い
さ
さ
か
論
じ
た
と
こ
ろ

（Ⅳ）

である。
黒
人
の
歌
の
発
想
の
原
点
を
魂
乞
と
し
た
場
合
、
対
偶
構
造
が
も
っ
と
も
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。
魂
乞
の
言
語
は
対
象
へ
の
呼
び
か
け
を
基
本
と
す

る
。
極
言
す
れ
ば
、
倭
建
の
「
吾
妻
は
や
」
の
一
語
で
完
結
す
る
表
現
行
為
で

あ
る
。
６
の
鶴
の
歌
を
例
に
と
れ
ば
、
「
桜
田
へ
鶴
鳴
き
渡
る
」
で
意
は
尽
く

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
消
え
て
い
く
風
景
ｌ
鶴
ｌ
へ
の
魂
乞
を
発
想
の
契
機

と
し
て
歌
わ
れ
た
、
簡
潔
な
表
出
で
あ
る
。
「
年
魚
潟
潮
干
に
け
ら
し
鶴
鳴
き

渡
る
」
は
、
ほ
と
ん
ど
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
上
に
述
べ

た
よ
う
に
地
名
の
「
年
魚
潟
」
は
、
烏
の
実
在
性
を
保
証
し
、
風
景
を
構
成
す

る
重
要
な
措
辞
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
烏
の
消
え
て
い
く
起
点
と
し
て
捉
え
て
い

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
「
潮
干
に
け
ら
し
」
は
、
魂
乞

の
観
点
か
ら
は
一
見
い
わ
ず
も
が
な
の
冗
語
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
で
は
な

い
。
し
か
し
作
者
は
自
然
観
察
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
で

も
言
わ
な
い
か
ぎ
り
、
視
界
か
ら
去
っ
て
い
く
烏
の
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ

る
。
多
分
作
者
は
、
取
り
残
さ
れ
る
側
の
論
理
の
虚
し
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
黒
人
は
、
呼
び
か
け
の
一
語
を
発
想
の
原
点
と
す
る
作

家
で
あ
り
、
因
果
関
係
や
時
間
を
呼
び
込
む
に
適
し
た
連
接
構
造
よ
り
、
繰
り

返
し
を
基
本
と
す
る
対
偶
構
造
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
人
で
あ
っ
た
。

五
、
舟
と
魂
乞

黒
人
の
鳥
は
、
「
大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
」
あ
る
い
は
「
桜
田
へ
鶴
鳴

き
渡
る
」
と
飛
翔
し
て
い
く
先
を
示
し
て
い
る
が
、
３
．
５
．
７
は
何
処
へ
と

も
な
く
消
え
て
い
く
舟
を
歌
う
。
黒
人
の
漂
泊
す
る
魂
が
最
も
統
粋
に
表
出
さ

れ
て
い
る
。
舟
は
ま
た
烏
と
同
じ
く
霊
魂
の
器
で
あ
る
。
王
権
の
側
か
ら
で
は

あ
る
が
、
古
代
神
話
の
中
で
語
ら
れ
る
舟
が
霊
魂
の
容
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
委

（岨）

曲
を
尽
く
し
て
説
い
た
の
は
尾
崎
暢
狭
氏
で
あ
る
。
も
と
よ
り
黒
人
は
「
他
界

よ
り
旅
し
き
た
る
霊
的
存
在
の
こ
も
る
呪
器
」
と
し
て
の
舟
を
主
題
と
し
て
歌

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
烏
に
お
い
て
も
同
じ
事
で
あ
る
が
、
黒
人
の
思

- ８ ９ -



消える風景

い
が
舟
と
共
に
見
え
ざ
る
世
界
に
漂
う
と
い
う
発
想
が
、
舟
の
呪
性
を
拠
り
所

と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
魂
乞
を
契

機
と
し
て
黒
人
の
歌
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

黒
人
采
詩
官
説
は
蓋
然
性
の
あ
る
説
と
し
て
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
黒

人
歌
が
か
な
り
の
作
者
未
詳
歌
の
類
歌
を
引
き
連
れ
て
い
る
こ
と
、
『
古
今
集
』

の
大
歌
所
の
歌
の
中
に
「
し
は
つ
山
ぶ
り
」
の
名
を
も
っ
て
黒
人
の
歌
が
多
少

の
語
句
を
違
え
て
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
説
明
づ
け
と
し
て
、
采
詩
官

説
は
合
理
的
な
推
論
で
あ
る
。
上
に
見
た
よ
う
に
黒
人
歌
が
謡
物
の
軽
快
な
調

べ
や
鮮
明
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
各
地
の
民
謡
ｌ
風
俗
を
探
訪
し
て

歩
い
た
采
詩
官
黒
人
の
生
き
方
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え

た
い
誘
惑
は
か
な
り
強
い
。
し
か
し
そ
う
考
え
て
ゑ
て
も
黒
人
の
清
澄
な
魂
は

説
明
で
き
そ
う
に
な
い
。
黒
人
の
詩
精
神
は
む
し
ろ
、
民
謡
の
集
団
性
と
相
容

れ
な
い
魂
の
孤
独
な
坊
僅
な
の
で
あ
る
。
尾
畑
喜
一
郎
氏
は
、
消
え
去
っ
て
い

く
「
棚
無
し
小
舟
」
に
原
始
宗
教
の
〈
太
陽
の
舟
〉
や
盆
の
〈
精
霊
舟
〉
の
イ

メ
ー
ジ
を
重
ね
、
さ
ら
に
亡
き
妻
に
寄
せ
る
追
慕
の
念
を
読
承
と
ろ
う
と
し
て

（聰）
い
る
。
黒
人
が
妻
と
死
別
し
た
証
し
は
な
い
が
、
こ
の
憶
測
に
は
魂
乞
と
い
う

視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
舟
や
烏
は
日
常
の
生
活
空
間
（
共
同
体
）
の
間
を
自

由
に
行
き
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
ざ
ま
を
移
動
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
魂

の
悪
り
つ
く
器
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

玉
の
緒
の
う
つ
し
心
や
八
十
椙
懸
け
漕
ぎ
出
む
船
に
お
く
れ
て
居
ら
む

（
皿
・
二
三
作
者
未
詳

船
出
を
す
る
夫
を
見
送
る
妻
の
歌
で
あ
る
が
、
「
う
つ
し
心
」
は
消
え
行
く

船
に
週
り
つ
き
、
取
り
残
さ
れ
る
の
は
魂
の
抜
け
殻
で
し
か
な
い
。
で
あ
れ
ば

こ
そ
「
う
つ
し
心
」
は
呼
び
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
徒

労
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
魂
乞
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
日
常
の
生
活
領
域
で
あ
る
家
郷
を
遠
く
離
れ
た
旅
人
の
心
は
、
異
境
の
地

と
家
郷
と
の
は
ざ
ま
を
浮
遊
す
る
舟
に
遇
り
つ
く
。
し
か
し
そ
の
舟
が
旅
の
魂

を
家
郷
へ
運
ん
で
く
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
や
が
て
視
界
か

ら
消
え
去
っ
て
い
く
舟
は
、
残
映
と
し
て
旅
人
の
幻
視
の
中
を
漂
う
し
か
な

い
。
そ
の
存
在
の
危
う
さ
は
そ
れ
に
畷
り
つ
た
魂
の
は
か
な
さ
の
証
明
で
し
か

な
い
。
そ
れ
は
舟
の
呪
性
ｌ
霊
魂
の
器
た
る
べ
き
舟
の
呪
力
が
無
効
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
舟
を
な
ぜ
歌
う
の
か
。
旅
の
心
は
舟
の
呪

力
の
有
効
性
を
歌
う
こ
と
で
鎮
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
、
も
し

舟
が
旅
人
と
家
郷
と
を
繋
ぐ
確
実
な
回
路
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
舟

は
歌
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
舟
の
呪
力
が
疑
い
の
余
地
の

な
い
ほ
ど
確
か
な
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
舟
は
歌
う
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
。
考
え
て
承
れ
ば
疑
い
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
確
か
な
呪
力
な
ど
も
と
も

と
在
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
絶
え
ず
言
葉
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
蘇
生
さ
せ
ら
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。
舟
の
呪
力
は
歌
う
こ
と
で
蘇
り
、
そ
し
て
そ
の
瞬
間
に

無
効
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
人
麻
呂
の
夕
浪
千
鳥
の
呪
力
は
古
を
呼

び
寄
せ
は
し
た
が
、
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
古
は
空
し
い
幻
影
で
し
か
な
か
っ
た
。

発
動
さ
れ
た
呪
力
は
そ
の
瞬
間
無
効
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
す
る
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
千
鳥
は
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
永
遠
性
を
賛
仰

し
て
止
ま
ぬ
王
権
が
い
と
も
た
や
す
く
崩
壊
し
て
い
く
と
い
う
冷
厳
な
る
事
実

が
人
麻
呂
の
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
王
権
の
も
と
に
組
識
化
さ
れ
た
官
人
の
足
元

を
突
き
崩
す
も
の
が
王
権
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
人
麻
呂

は
そ
れ
を
承
知
の
上
で
あ
え
て
永
遠
に
回
帰
す
る
神
話
的
時
間
の
位
相
か
ら
王

権
を
賛
美
し
た
が
、
た
と
え
そ
れ
が
時
代
の
高
揚
し
た
精
神
に
裏
付
け
ら
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
所
詮
は
人
の
世
の
は
か
な
い
営
為
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
よ

う
に
人
麻
呂
は
観
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
黒
人
は
人
麻
呂
の
見
抜
い
た
時
代
の
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虚
妄
の
位
置
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
王
権
賛
美
の
陰
に
沿
う
よ

う
に
黒
人
は
鳥
を
歌
い
船
を
歌
っ
た
。
国
つ
神
や
「
古
の
人
」
の
側
か
ら
対
象

を
と
ら
え
る
黒
人
の
視
点
は
、
王
権
の
虚
妄
に
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国

つ
神
や
「
古
」
が
崩
壊
す
る
氏
族
共
同
体
を
象
徴
す
る
と
す
れ
ば
、
黒
人
に
と

っ
て
は
そ
の
崩
壊
は
王
権
の
樹
立
と
恒
久
性
に
代
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
が
黒
人
の
時
代
の
認
識
で
あ
っ
た
と
思
う
。
人
麻
呂
が
顕
在
す
る
王

権
を
歌
っ
た
の
に
対
し
、
黒
人
は
王
権
の
負
に
拘
泥
し
た
。
し
か
し
負
の
王
権

か
ら
回
帰
す
べ
き
「
古
」
も
す
で
に
消
滅
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
古
」
は
空

漠
た
る
海
原
を
漂
う
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
黒
人
の
杼
情
の
本
質
で
あ
っ
た

と
思
う
。
「
行
幸
の
裏
側
の
世
界
」
に
黒
人
を
位
置
づ
け
た
中
西
氏
の
提
言
は

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
妥
当
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

黒
人
の
舟
も
魂
乞
が
無
効
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
旅
の
心
は
鎮
め

ら
れ
る
手
立
て
を
失
っ
て
永
遠
に
漂
う
し
か
な
い
。
し
か
し
黒
人
の
舟
は
そ
の

呪
力
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
旅
の
不
安
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
与
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
形
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
不
安
は
相
対
化
さ
れ
そ
れ
な
り

の
安
定
を
得
る
。
お
よ
そ
形
の
な
い
も
の
ほ
ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
。
苦
し

ゑ
や
悲
嘆
を
歌
う
の
は
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
形
を
与

え
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
喜
び
を
喜
び
と
し
て
所
有
す
る
た
め
に
歌

う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
黒
人
は
舟
が
現
実
を
い
さ
さ
か
も
救
わ
な
い
事
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
決
し
て
家
郷
に
行
き
着
く
こ
と
の
な
い
旅
の
魂
の
坊
裡

に
鮮
明
な
形
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
黒
人
に
は
、
自
ら
を

古
人
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
。
特
に
天
武
朝
か
ら
持
統
朝
に
か
け
て
万
葉
人
が

律
令
官
人
と
な
る
に
は
ど
れ
だ
け
多
く
の
「
古
」
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
。
家
郷
は
旅
人
に
と
っ
て
は
古
で
あ
る
。
黒
人
に
と
っ
て
は
再
び
帰
る

こ
と
の
で
き
な
い
古
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
黒
人
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
。

去
り
行
く
舟
に
旅
愁
を
覚
え
る
こ
と
自
体
は
恐
ら
く
濡
旅
に
お
い
て
は
ご
く

あ
り
ふ
れ
た
情
感
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
優
れ
た
詩
人
と
は
決
し
て
何
人
も

思
い
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
通
し
た
感

情
を
言
葉
に
よ
っ
て
形
象
化
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
文
学

と
は
表
現
の
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

何
処
に
か
舟
乗
り
し
け
む
高
島
の
香
取
の
浦
ゆ
漕
ぎ
出
来
る
船

（７・一三）作者未詳

武
庫
の
浦
を
漕
ぎ
廻
る
小
舟
粟
島
を
背
向
に
見
つ
つ
羨
し
き
小
舟

（３．壹Ｏ赤人

眉
の
如
雲
居
に
見
ゆ
る
阿
波
の
山
か
け
て
漕
ぐ
舟
泊
知
ら
ず
も（６．究Ｏ船王

高
島
の
阿
渡
の
水
門
を
漕
ぎ
過
ぎ
て
塩
津
菅
浦
今
か
漕
ぐ
ら
む（９

・
菫
巴
小
弁

暁
の
か
は
た
れ
時
に
島
陰
を
漕
ぎ
に
し
船
の
た
づ
き
知
ら
ず
も

（
釦
・
豐
金
）
他
田
日
奉
直
得
大
理

同
じ
く
消
え
行
く
船
を
歌
っ
た
右
の
歌
は
、
黒
人
が
決
し
て
孤
独
な
作
家
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
歌
が
黒
人
の
歌

の
特
異
性
を
浮
き
彫
り
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
黒
人
の
歌
の
優
れ

て
い
る
の
は
、
景
が
旅
愁
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
は
や
古
に
帰
る
べ
く
も
な
く
、

今
と
い
う
時
間
に
佇
立
す
る
精
神
の
孤
独
を
象
徴
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
黒

人
の
文
学
が
古
今
集
以
降
の
和
歌
に
伝
え
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

景
物
を
象
徴
と
し
て
抽
出
す
る
詩
精
神
で
あ
ろ
う
。

黒
人
の
鳥
と
舟
と
い
う
景
物
に
関
連
し
て
、
か
つ
て
陸
士
衡
・
陶
淵
明
・
王

仲
宣
な
ど
の
『
文
選
』
の
詩
な
ど
の
漢
詩
文
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

（別）

と
が
あ
る
。
和
歌
と
漢
詩
と
で
は
異
質
な
言
語
で
あ
る
た
め
、
景
物
の
と
ら
え
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消える風景

方
に
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
に
し
て
も
諺
烏
や
舟
が
旅
愁
を
表
現
す
る
に
当
た

っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
素
材
で
あ
っ
た
点
は
共
通
し
て
お
り
、
黒
人
の
歌
を
成

立
せ
し
め
た
契
機
の
一
つ
と
し
て
漢
詩
文
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思

う
。
漢
詩
文
が
ど
の
よ
う
な
形
で
万
葉
に
影
響
を
与
え
た
か
、
影
響
と
は
表
現

の
次
元
で
何
が
ど
う
な
る
こ
と
を
い
う
の
か
と
い
う
問
題
は
別
の
機
会
に
考
え

てぷたい。

黒
人
は
旅
愁
を
対
偶
構
造
に
よ
っ
て
歌
っ
た
。
対
偶
構
造
は
論
理
性
よ
り
音

楽
性
を
優
先
さ
せ
た
構
造
で
あ
る
。
最
も
簡
潔
に
し
て
単
純
な
論
理
を
二
度
く

り
か
え
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
構
造
で
あ
る
。
国
見
歌
の
、
特
に
Ａ
見
れ
ば
Ｂ

見
ゆ
と
い
う
形
式
の
特
色
は
、
対
象
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
表
現
を
完
結
さ
せ

る
と
い
う
単
純
さ
に
あ
る
。
黒
人
歌
の
舟
・
烏
の
と
ら
え
方
は
こ
れ
に
近
い
。

最
も
簡
潔
な
論
理
に
よ
る
対
象
の
把
握
が
、
黒
人
を
し
て
対
偶
構
造
を
取
ら
せ

た
と
思
わ
れ
る
。
対
偶
構
造
が
旅
愁
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
勿
論
言
え
な
い
が
、

作
家
が
ど
の
よ
う
な
表
現
構
造
を
取
る
か
は
、
ど
の
よ
う
な
論
理
で
歌
う
か
と

い
う
事
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
視
点
を
変
え
て
、
人
麻
呂
や

赤
人
と
の
比
較
の
な
か
で
更
に
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

注
（
１
）
斎
藤
茂
吉
「
万
葉
秀
歌
』

（
２
）
拙
稿
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
対
偶
構
造
の
発
生
と
展
開
」
『
上
代
文
学
』
六

三
号
一
九
八
九
・
二
「
古
代
和
歌
の
基
礎
構
造
ｌ
対
偶
構
造
と
尻
取
連
接

を
め
ぐ
っ
て
」
『
国
文
学
研
究
』
第
九
六
集
昭
和
五
三
年
一
○
月
「
古
代
和

歌
の
二
類
型
Ｉ
対
偶
構
造
と
尻
取
連
接
を
め
ぐ
っ
て
」
『
古
代
研
究
』
弟
二
一
号

一九八九・一）。

（
３
）
人
麻
呂
ｌ
対
偶
構
造
歌
零
．
一
三
・
一
酉
・
一
三
・
一
三
・
一
美
・
二
壱
連
接
構
造
歌

二
・
三
・
壱
・
昊
・
実
・
貝
・
覺
・
三
一
或
本
歌
三
苧
一
元
・
一
更
（
難
訓
歌
）
一
三
・

一三・一三・一吾・一三・三二茜・一美・二一二言・壱ろ（左注人麻呂）三一（左

注
人
麻
呂
）
二
二
（
左
注
人
麻
呂
）

意吉麿ｌ対偶構造歌一実・一蚕・一歪一一

連
続
構
造
歌
君
・
一
豐
・
一
爵

赤
人
ｌ
対
偶
構
造
歌
三
公
一
三
・
二
公
一
言
・
窒
一
冥
売
・
空
写
空
壱
・
窒
宇
茜
一
丸
茜

●一一。一●一四一一三

連接構造歌二一・三三・三三・二重一三・美一・空三九元・空西・彗禿丸邑

●九四三●九四三●九四七●一つ一《

（
４
）
犬
養
孝
『
万
葉
の
風
土
』
昭
和
三
一
年
七
月
。
五
三
頁
以
下

（
５
）
拙
稿
「
黒
人
の
叙
景
歌
一
・
二
」
『
国
文
学
研
究
』
三
十
九
’
四
十
集
昭

和
四
四
年

（
６
）
森
朝
男
「
天
つ
神
志
向
と
国
つ
神
志
向
」
『
国
文
学
研
究
』
四
十
五
集
昭

和
四
十
六
年
一
○
月
。

（
７
）
拙
稿
「
古
代
和
歌
の
対
偶
構
造
に
つ
い
て
」
『
上
代
文
学
』
六
三
号
平
成

元年十一月。

（
８
）
注
１
に
同
じ
。

（
９
）
清
水
克
彦
「
黒
人
に
お
け
る
杼
情
の
性
格
」
『
万
葉
』
六
四
号
昭
和
四
二

年
七
月

（
、
）
伊
藤
博
「
黒
人
の
杼
情
」
『
万
葉
集
の
人
と
歌
作
品
』
上
昭
和
五
○
年
四

月
（
ｕ
）
注
４
に
同
じ
。

（
岨
）
中
西
進
『
万
葉
の
詩
と
詩
人
』
昭
和
四
七
年
三
月
一
四
五
頁
以
下

（
過
）
『
折
口
信
夫
全
集
』
巻
一
「
叙
景
詩
の
発
生
」

（
必
）
注
９
に
同
じ
。

（
妬
）
注
５
に
同
じ
。

（
妬
）
近
藤
章
「
古
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
」
「
論
集
上
代
文
学
』
八
冊
昭
和
五
二

年
二
月
。

（
Ⅳ
）
拙
著
『
柿
本
人
麻
呂
孜
』
昭
和
六
二
年
一
○
月

（
蝿
）
尾
崎
暢
映
「
人
麻
呂
の
船
」
『
万
葉
歌
人
論
』
昭
和
六
二
年
三
月

（
過
）
尾
崎
喜
一
郎
『
万
葉
集
の
研
究
』
昭
和
五
九
年
六
月
所
収
「
黒
人
の
杼

情」。
（
釦
）
注
５
に
同
じ
。
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