
さとす歌考

は
じ
め
に

や
か
ら

を
く
ひ

家
持
の
歌
の
中
に
「
族
を
職
す
歌
」
（
釦
・
爵
奎
Ｉ
ち
「
尾
張
少
咋
を
教
へ
輪

（１）

す
歌
」
（
岨
・
堅
実
ｌ
さ
と
二
つ
の
〈
さ
と
す
歌
〉
が
存
す
る
が
、
万
葉
集
全
体

を
見
渡
し
て
も
、
〈
さ
と
す
歌
〉
と
の
題
詞
を
有
す
る
も
の
は
こ
の
二
首
の
承

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
〈
さ
と
す
歌
〉
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
家
持
の
一

側
面
が
あ
ぶ
り
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
見
通
し
の
も
と
で
本
稿
を

始める。
ま
ず
く
さ
と
す
〉
の
用
語
例
を
古
代
の
文
献
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
る
が
、
以

下
、
紙
幅
の
都
合
上
、
原
文
の
引
用
は
最
小
限
に
留
め
る
。

神
武
記
の
東
征
の
熊
野
に
お
い
て
、
高
倉
下
が
天
皇
一
行
を
蘇
ら
せ
た
太
刀

の
由
来
を
語
る
件
で
、
「
夢
の
教
へ
」
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ギ
ノ
神
が
タ

ヶ
ミ
カ
ヅ
チ
を
地
上
に
派
遣
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
タ
ヶ
ミ
カ
ヅ
チ
は
自

み
こ
と
も

ざ
と

分
の
代
わ
り
に
太
刀
を
地
上
に
下
し
た
、
更
に
、
「
高
木
神
の
命
以
ち
て
覚

堂
を

し
白
し
け
ら
く
」
と
し
て
、
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
を
天
皇
一
行
の
導
き
に
遣
わ
す
と
あ

る
。
こ
の
場
合
、
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
の
導
き
を
〈
さ
と
し
〉
た
の
は
タ
カ
ギ
ノ
神
で

さ
と
す
歌
考
ｌ
家
持
の
一
側
面

あ
る
が
、
そ
の
命
を
伝
え
た
の
は
、
神
武
と
タ
カ
ギ
ノ
神
と
の
間
を
仲
介
す
る

高
倉
下
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
の
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
タ
ヵ
ギ
ノ
神
と
タ
ヶ

ミ
カ
ヅ
チ
と
の
問
答
を
高
倉
下
が
神
武
に
伝
え
る
の
は
単
な
る
教
へ
で
は
な

く
、
「
夢
の
教
へ
」
と
い
う
形
、
即
ち
、
夢
と
い
う
回
路
を
通
し
て
間
接
的
に

伝
達
す
る
様
式
を
と
っ
て
い
る
。
〈
さ
と
す
〉
が
夢
と
連
動
し
て
い
る
の
は
、

」ず《一』○戸一

垂
仁
記
の
ホ
ム
チ
ワ
ヶ
の
真
言
問
は
い
理
由
を
出
雲
大
神
が
天
皇
の
「
御
夢
に

さ
と

す
め

覚
し
て
の
り
た
ま
ひ
け
ら
く
」
と
あ
る
条
、
或
は
、
竜
田
風
神
祭
祝
詞
で
「
皇

乃

ま

お

ほ

み

さ

と

御
孫
の
命
の
大
御
夢
に
悟
し
ま
つ
ら
く
」
と
し
て
農
作
物
の
実
り
を
妨
げ
る
神

の
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
件
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
又
、
仲
哀
記
の
サ
ニ
ハ
に
お
け
る
神
功
皇
后
の
神
が
か
り
の
所

で
も
言
い
得
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
タ
ケ
ノ
ウ
チ
ノ
ス
ク
ネ
が
神
の
命
を
請
う

こ
と
を
し
ざ
と

と
皇
后
が
神
を
寄
せ
て
、
つ
ま
り
、
神
が
皇
后
の
口
を
通
し
て
「
言
教
へ
覚
し

の詔
り
た
ま
ひ
し
く
」
と
、
西
方
の
金
銀
財
宝
の
国
の
存
在
を
示
す
の
だ
が
、
こ

こ
は
夢
で
は
な
い
も
の
の
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
が
直
接
的
に
示
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
神
が
か
り
、
そ
し
て
サ
｜
天
と
い
う
あ
る
種
の
間
接
性
を
伴
っ
て
行
わ

れ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
或
は
、
夢
や
神
が
か
り
と
い
う
状
況
に
は
な
い
に

せ
よ
、
常
陸
風
土
記
香
島
郡
の
伝
え
で
、
大
中
臣
の
神
聞
勝
命
が
大
坂
山
で
の

神
の
神
託
を
香
島
の
神
の
〈
さ
と
し
〉
「
識
・
挙
教
」
で
あ
る
と
解
き
明
か
し

吉
田
修
作
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た
こ
と
は
、
や
は
り
〈
さ
と
し
〉
が
仲
介
者
を
通
し
て
間
接
的
に
表
さ
れ
る
例

で
あ
る
。
尚
、
大
中
臣
の
神
聞
勝
命
に
つ
い
て
は
、
古
橋
信
孝
が
サ
ニ
ハ
の
一

（２）

類
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
更
に
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
祭
式
的
、
或

は
神
話
的
設
定
で
な
く
と
も
現
れ
る
。

神
武
即
位
前
紀
の
大
和
入
り
の
際
、
大
和
の
豪
族
の
オ
ト
シ
キ
が
兄
の
エ
シ

キ
の
戦
い
の
準
備
の
様
を
密
告
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
諸
将
の
申
告
す
る
に

え

し

き

さ

と

あ

た

お
と
し
き

を

し

さ

と

「
兄
磯
城
は
諾
き
賊
な
り
。
先
づ
弟
磯
城
を
遣
し
て
暁
へ
職
さ
し
め
云
々
」
と

あ
る
。
一
方
、
景
行
記
で
は
、
天
皇
が
ヲ
ウ
ス
（
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
）
に
向
か
つ

も

は

ね

ぎ

を

し

て
、
朝
夕
の
食
事
に
顔
を
見
せ
な
い
兄
の
オ
ホ
ウ
ス
に
対
し
「
専
ら
汝
泥
疑
教

さ
と

へ
覚
せ
」
と
命
じ
て
い
る
。
又
、
鍔
明
即
位
前
紀
で
は
、
推
古
天
皇
の
遺
志
を

蘇
我
蝦
夷
に
「
重
臣
等
を
遣
し
て
教
へ
覚
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
を
し
へ

さ
と
す
」
は
、
夢
や
神
が
か
り
・
サ
｜
天
な
ど
と
い
う
神
話
的
回
路
を
通
さ
な

い
場
合
の
例
で
あ
る
。
と
も
に
、
直
接
に
天
皇
が
当
事
者
に
命
令
を
下
す
の
で

は
な
く
、
景
行
記
で
は
ヲ
ウ
ス
、
神
武
紀
で
は
オ
ト
シ
キ
、
鍔
明
紀
で
は
重
臣

等
と
い
う
よ
う
に
、
間
に
人
を
立
て
て
そ
れ
に
命
じ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
夢
や
サ
｜
天
の
介
在
と
は
レ
ベ
ル
を
異
に
し
つ
つ
も
、

〈
さ
と
す
〉
の
間
接
性
と
い
う
文
脈
で
は
通
じ
て
い
る
。
尚
、
右
の
例
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
古
事
記
の
〈
さ
と
す
〉
は
「
覚
」
、
祝
詞
は
「
悟
」
、
風
土
記
は

「
識
」
「
挙
教
」
、
書
紀
は
「
職
」
「
覚
」
、
万
葉
集
は
「
職
」
と
用
字
の
差
異
が

認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
自
体
、
又
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
点
は
後

述する。
今
一
つ
、
右
の
用
語
例
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
〈
さ
と
す
〉
が
神
の
こ

と
ば
、
或
は
そ
の
説
明
に
関
わ
る
言
語
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
面

で
、
右
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
〈
の
る
〉
と
重
な
る
の
だ
が
、
〈
の
る
〉
が

一
般
的
な
神
或
は
天
皇
の
こ
と
ば
に
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
〈
さ
と
す
〉
は

よ
り
具
体
的
な
方
法
、
技
術
を
文
字
通
り
教
え
さ
と
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
「
を
し
へ
さ
と
す
」
と
連
語
を
形
成
す
る
程
に
く
さ
と
す
〉
と
近
し

い
〈
教
へ
〉
の
用
語
例
を
検
索
し
て
承
る
。

こ

め

た
け
ち

天
武
紀
元
年
七
月
に
、
許
梅
と
い
う
人
物
に
神
が
か
か
っ
て
、
高
市
社
の
事

む
さ
の
い
く
た
ま

あ
ら
こ
と

代
主
神
と
身
狭
社
の
生
霊
神
と
名
告
り
、
続
い
て
「
顕
し
て
」
、
つ
ま
り
、
神

意
を
解
き
明
か
し
て
、
今
後
の
戦
い
の
方
法
な
ど
を
具
体
的
に
指
示
し
、
西
か

ら
軍
勢
の
や
っ
て
来
る
こ
と
を
予
告
す
る
。
や
が
て
そ
の
予
告
が
現
実
の
も
の

み
こ
と
ぱ
ま
こ
と

に
な
っ
た
時
、
「
時
人
」
が
「
二
社
の
神
の
教
へ
た
ま
へ
る
辞
、
適
に
是
な
り
」

と
、
神
の
教
へ
を
説
明
し
直
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
神
功
即
位
前
紀
で

ま

か

か

を

し

は
、
「
神
有
し
て
、
皇
后
に
託
り
て
諒
へ
ま
つ
り
て
の
た
ま
は
く
」
と
し
て
西

方
の
金
銀
財
宝
の
国
の
こ
と
が
示
さ
れ
、
続
い
て
サ
｝
天
役
の
タ
ヶ
ノ
ウ
チ
ノ

ス
ク
ネ
に
導
か
れ
、
神
が
か
っ
た
皇
后
が
そ
の
神
の
名
を
顕
わ
す
と
い
う
具
合

に
、
神
の
名
告
り
と
教
へ
が
天
武
紀
と
は
逆
に
な
っ
て
お
り
、
又
、
神
が
か
っ

た
人
物
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
天
武
紀
に
対
し
、
こ
こ
で
は
サ
｜
天
と
神
が

こ
と

をしへ

か
つ
た
者
と
の
ダ
イ
ャ
ロ
ー
グ
が
展
開
さ
れ
、
「
時
に
神
の
語
を
得
て
、
教
の

主
に
ま

随
に
祭
る
」
と
あ
る
。
別
に
、
崇
神
紀
七
年
二
月
’
八
月
に
お
い
て
は
、
モ
モ

ソ
ヒ
メ
に
神
が
か
っ
て
サ
ニ
ハ
役
の
天
皇
と
の
間
で
神
祭
り
や
神
名
が
問
答
形

式
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
神
祭
り
の
具
体
的
方
法
が
示
さ
れ
な
い
故
に
実
効

が
上
が
ら
ず
、
続
く
、
天
皇
や
他
の
巫
者
の
夢
に
、
大
物
主
神
を
オ
ホ
タ
タ
ネ

コ
に
よ
っ
て
祭
ら
せ
よ
と
の
具
体
的
「
教
へ
」
を
も
っ
て
崇
り
が
解
消
さ
れ
た

と
い
う
よ
う
に
、
神
が
か
り
と
夢
の
教
へ
の
双
方
が
行
わ
れ
て
い
る
。
又
、
仁

徳
紀
七
年
一
○
月
で
は
、
堤
防
の
壊
れ
に
対
し
て
、
「
天
皇
、
夢
ふ
た
ま
は
く
、

ま

を
し

神
有
し
ま
し
て
誼
へ
て
日
し
た
ま
は
く
云
々
」
と
二
人
の
巫
者
を
し
て
河
の
神

を
祭
る
こ
と
が
教
示
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
〈
教
へ
〉
が

〈
さ
と
す
〉
と
同
様
、
神
の
行
為
で
、
か
つ
、
夢
や
神
が
か
り
と
い
う
回
路
を
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通
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
だ
。
然
る
に
、
〈
教
へ
〉
と
〈
さ
と
す
〉
が
全
く
等
価

で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
神
代
記
の
綿
津
見
大
神
が

ホ
ヲ
リ
に
兄
の
ホ
デ
リ
に
対
す
る
呪
文
や
田
作
り
を
説
く
「
誼
へ
」
な
ど
は
、

夢
や
神
が
か
り
を
経
な
い
直
接
的
な
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
教
へ
〉

は
神
言
を
伝
え
る
間
接
性
と
神
と
人
と
が
相
対
す
る
直
接
性
と
の
双
方
を
有
し

て
い
る
点
で
、
〈
さ
と
す
〉
と
の
微
妙
な
差
異
が
見
い
だ
せ
る
。
従
っ
て
、
〈
教

へ
〉
が
神
に
限
ら
ず
、
人
と
人
と
の
間
の
行
為
に
関
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ

て
い
く
の
に
対
し
、
〈
さ
と
す
〉
が
そ
の
間
接
性
故
に
、
神
と
人
と
を
結
ぶ
語

と
し
て
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
尚
、
神
代
紀
や
欽
明
紀
な
ど
で
、
「
教
」
を

ミ
コ
ト
、
或
は
ミ
コ
ト
ノ
リ
と
訓
ん
で
い
る
の
は
、
神
の
〈
教
へ
〉
〈
さ
と
し
〉

と
神
の
〈
ゑ
こ
と
〉
と
が
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
と
し
て
記
憶
に
留
め
て
よ
い
。

さ
と

と
こ
ろ
で
、
古
事
記
序
文
に
、
「
夢
に
覚
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
諸
注
の
言
う
よ
う
に
、
先
に
掲
げ
た
垂
仁
記
の
出
雲
大
神
が
天
皇
に
示
し

さ
と

た
「
夢
の
覚
し
」
に
相
当
す
る
も
の
で
、
〈
さ
と
す
〉
と
〈
さ
と
る
〉
は
、
と

も
に
「
覚
」
の
表
記
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
通
ず
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

の
点
、
岩
波
古
語
辞
典
で
、
〈
さ
と
し
〉
と
〈
さ
と
り
〉
を
同
根
と
し
、
〈
さ

と
り
〉
は
「
神
仏
の
啓
示
を
受
け
取
る
意
」
、
〈
さ
と
し
〉
は
「
神
仏
が
啓
示
・

警
告
し
て
、
そ
の
人
の
本
当
に
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
気
付
か
せ
る
」
と
説

く
の
は
妥
当
だ
。
そ
こ
で
、
〈
さ
と
る
〉
の
別
の
用
語
例
を
見
て
承
る
。

さ
と
り

神
代
紀
で
は
思
兼
神
を
「
思
慮
の
智
有
り
」
と
す
る
。
一
方
、
雄
略
記
で
は
、

し

き

家
を
天
皇
の
御
舎
に
似
せ
て
造
っ
た
こ
と
で
天
皇
の
怒
り
を
買
っ
た
志
幾
の
大

や
つ
こ
な
が
さ
と

縣
主
が
「
奴
随
ら
に
覚
ら
ず
て
」
と
弁
解
し
た
と
い
う
。
同
じ
く
雄
略
記
の
天

か
し
こ

う

つ

し

皇
が
蔦
城
の
一
言
主
大
神
に
出
会
っ
た
際
に
、
「
恐
し
、
我
が
大
神
、
宇
都
志

お
み

さ
と

意
美
有
ら
む
と
は
、
覚
ら
ざ
り
き
」
と
こ
と
ば
を
発
し
た
。
欽
明
紀
一
三
年
一

さ
と

○
月
で
は
仏
典
の
功
徳
を
讃
め
て
「
解
り
難
く
入
り
難
し
」
と
あ
る
。
仁
徳
即

ざ

と

さ

か

位
前
紀
に
橇
「
天
皇
、
幼
く
て
聡
明
く
叡
智
し
く
ま
し
ま
す
」
、
更
に
、
ゥ

重
た
さ
と
り

ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ッ
コ
が
位
を
護
る
に
当
た
り
、
「
今
我
は
弟
な
り
。
且
文
献
足

ら
ず
云
々
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

右
の
例
で
気
づ
く
こ
と
は
、
〈
さ
と
る
〉
が
サ
ト
ラ
ズ
シ
テ
、
或
は
サ
ト
リ

ガ
タ
ク
な
ど
の
よ
う
に
、
否
定
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
が
多
い
こ
と
だ
。
雄

略
記
の
志
幾
の
大
縣
主
の
場
合
は
、
一
般
的
に
分
か
ら
ず
に
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
次
の
雄
略
の
一
言
主
神
に
対
す
る
発
言
で
は
、
そ
の
神
の
内
実
を
〈
さ

と
ら
〉
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
欽
明
紀
は
経
典
と
い
う
法
に
対
す
る
謂
だ
が
、

始
源
的
に
法
は
神
に
関
わ
る
こ
と
故
に
、
〈
さ
と
る
〉
の
中
に
は
、
神
に
関
し

て
〈
さ
と
ら
〉
ず
と
い
う
不
可
知
性
が
内
在
し
て
お
り
、
そ
の
不
可
知
性
を

〈
さ
と
る
〉
こ
と
が
巫
者
や
天
皇
の
特
殊
な
能
力
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
言
え

る
。
神
代
紀
の
思
兼
神
が
「
思
慮
の
智
」
を
所
有
す
る
の
も
、
思
兼
神
の
「
お

（３）

も
ひ
」
が
神
に
関
わ
る
所
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
又
、
仁
徳
紀
の
「
文
献

足
ら
ず
」
と
い
う
表
現
は
、
論
語
の
引
用
で
あ
る
と
さ
れ
、
文
献
を
〈
さ
と

り
〉
と
訓
む
の
・
は
、
平
安
的
な
訓
み
で
古
代
的
な
訓
承
と
し
て
は
問
題
を
残
す

も
の
の
、
文
字
が
神
性
を
負
っ
て
い
た
一
例
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
名
義
抄
で

は
「
解
」
に
サ
ト
ル
、
字
鏡
に
は
「
識
」
に
シ
ル
、
サ
ト
ル
の
訓
が
施
さ
れ
て

お
り
、
〈
さ
と
る
〉
は
神
性
或
は
不
可
知
な
も
の
を
知
り
、
か
つ
、
解
釈
す
る

能
力
を
指
す
語
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

一
方
、
書
紀
で
は
「
不
覚
」
を
サ
ト
ラ
ズ
シ
テ
で
は
な
く
、
オ
モ
ホ
エ
ズ
、

オ
ロ
カ
ニ
な
ど
と
訓
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
、
不
覚
に
も
、
わ
け
が
わ

か
ら
ず
に
の
意
で
、
サ
ト
ラ
ズ
シ
テ
よ
り
も
軽
い
意
味
合
い
で
は
あ
る
が
、
オ

モ
ホ
エ
ズ
も
始
源
的
に
は
不
可
知
な
も
の
に
つ
き
動
か
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
サ
ト
ラ
ズ
シ
テ
と
通
じ
て
い
よ
う
。

更
に
、
仁
徳
紀
、
神
功
紀
、
崇
神
紀
な
ど
の
「
聡
明
」
「
聡
達
」
の
訓
続
承
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も
の
の
ふ
の
さ
と
き
こ
こ
ろ

の
サ
ト
ク
、
万
葉
集
の
「
大
夫
之
聡
神
」
金
・
元
宅
）
の
〈
さ
と
し
〉
（
形
）

に
つ
い
て
も
、
〈
さ
と
す
〉
〈
さ
と
る
〉
と
同
根
で
あ
る
と
の
指
摘
が
、
既
に
岩

波
古
語
辞
典
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
〈
さ
と
し
〉
（
形
）
の
語
源
に
つ
い
て

は
、
サ
・
ト
シ
、
サ
ト
．
シ
の
両
説
が
あ
る
が
、
崇
神
紀
、
雄
略
紀
の
「
聡

明
」
の
訓
に
サ
ト
ク
、
ト
ク
の
二
つ
が
見
え
、
又
、
名
義
抄
の
「
聡
」
の
訓
承

に
ト
シ
、
サ
ト
ル
、
サ
ト
シ
な
ど
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
語
源
は
別
に
し
て
、

内
容
的
に
〈
と
し
〉
（
形
）
を
含
め
、
〈
さ
と
す
〉
〈
さ
と
る
〉
〈
さ
と
し
〉
（
形
）

を
一
連
の
も
の
と
し
て
扱
っ
た
方
が
よ
い
。
用
語
例
と
し
て
も
、
神
功
皇
后
に

対
し
て
神
功
紀
や
欽
明
紀
で
「
聡
明
（
さ
と
し
）
」
と
の
賛
辞
を
与
え
て
い
る
の

は
、
神
意
を
〈
さ
と
す
〉
能
力
を
踏
ま
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
面
で
、

古
事
記
序
文
に
お
い
て
稗
田
阿
礼
が
「
聡
明
」
と
さ
れ
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
用

語
例
の
中
で
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
又
、
万
葉
集
の
「
ま
す
ら
を
の
さ

と
き
心
」
も
、
表
面
的
な
武
人
ら
し
い
強
い
心
と
い
う
以
上
に
、
不
可
知
な
も

の
を
理
解
す
る
心
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
く
と
し
〉
（
形
）

の
用
語
例
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
い
だ
せ
る
。

崇
神
紀
一
○
年
九
月
、
オ
ホ
ビ
コ
が
山
背
の
平
坂
で
遭
遇
し
た
童
女
の
口
づ

さんだ歌、

お

の

を

し

ぬ
す

御
真
城
入
彦
は
や
己
が
命
を
試
せ
む
と
霜
ま
く
知
ら
に

さ

と

を
、
前
掲
の
神
が
か
り
し
て
神
の
〈
教
へ
〉
を
伝
え
た
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
「
聡
明

さ

か

ゆ
き
さ
な
の
こ
と
し

く
叡
智
し
く
し
て
、
能
く
未
然
を
識
り
た
ま
へ
る
」
故
に
、
タ
ヶ
ハ
ニ
ャ
ス

の
謀
反
の
兆
と
読
承
解
い
た
と
伝
え
る
。
一
般
的
に
こ
の
歌
は
、
ワ
ザ
ウ
タ
的

な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
ワ
ザ
ウ
タ
と
い
う
不
可
知
な
歌
を
読
象
解
く
能

力
が
〈
さ
と
し
〉
（
形
）
で
あ
り
、
別
に
言
え
ば
、
そ
こ
に
神
の
〈
さ
と
し
〉
（
動
）

が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
尚
、
古
事
記
で
は
右
の
歌
は
多
少

異
な
り
、
話
も
、
天
皇
自
身
が
謀
反
の
予
兆
と
理
解
し
た
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の
場
合
は
、
天
皇
が
神
の
〈
さ
と
し
〉
を
得
た
〈
さ
と
き
〉
人
物
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
と
、
前
掲
の
崇
神
紀
七
年
の
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の

神
が
か
り
、
そ
れ
に
続
く
天
皇
の
夢
で
の
神
の
教
へ
の
記
事
と
を
重
ね
て
承
る

と
、
神
が
か
り
や
夢
に
よ
っ
て
神
の
〈
さ
と
し
〉
〈
教
へ
〉
を
も
た
ら
す
こ
と

と
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
を
説
き
明
か
す
こ
と
と
が
置
換
可
能
な
こ
と
が
理
解
さ

れる。とこ
ろ
で
、
皇
極
紀
な
ど
の
ワ
ザ
ウ
タ
で
は
、
そ
の
歌
の
内
容
を
読
承
解
く

の
は
「
時
人
」
で
あ
る
。

つ
ち
の
え
う
禽
の
ひ
そ
が
の
お
み
い
る
か
ひ
と
り
は
か

か
み
つ
み
や
み
こ
た
ち
す

戊
午
に
、
蘇
我
臣
入
鹿
、
独
り
謀
り
て
、
上
宮
の
王
等
を
廃
て
て
、

ふ
る
ひ
と
の
お
ほ
え
た
す
め
ら
み
こ
と

と
き
わ
ざ
う
た
あ

古
人
大
兄
を
立
て
て
天
皇
と
せ
む
と
す
。
時
に
、
童
謡
有
り
て
日
は
く
、

い

は

へ

こ

さ

る

こ

め

や

こ

め

た

と

ば

か
哀
し
し
を
ぢ

岩
の
上
に
小
猿
米
焼
く
米
だ
に
も
食
げ
て
通
ら
せ
山
羊
の
老
翁

ひ
と
さ
き
わ
ざ
う
た
こ
た
へ
と

い
は
へ

時
の
人
、
前
の
謡
の
応
を
説
き
て
日
は
く
、
「
『
岩
の
上
』
に
と
い
ふ
を

か
み
つ
み
や
た
と

こ
ざ
る

は
や
し
の
お
み

以
て
は
、
上
宮
に
崎
ふ
。
『
小
猿
』
と
い
ふ
を
以
て
は
、
林
臣
に
職
ふ
。

こ
め
や

や

林
臣
は
入
鹿
ぞ
。
『
米
焼
く
』
と
い
ふ
を
以
て
は
、
上
宮
を
焼
く
に
職
ふ
。

こ
め

た

と

ほ

か
ま
し
し
産
ぢ

や
嵐

『
米
だ
に
も
食
げ
て
通
ら
せ
山
羊
の
老
翁
』
と
い
ふ
を
以
て
は
、
山

し
ろ
の
み
こ
み
ぐ
し
ふ
ふ
ｇ

か
ま
し
し

ま

た

み

や

す

背
王
の
頭
髪
斑
雑
毛
に
し
て
山
羊
に
似
た
る
に
職
ふ
。
又
其
の
宮
を
棄
捨

ふ
か

か

く

し

る

し

て
て
深
き
山
に
匿
れ
し
相
な
り
」
と
い
ふ
。

（皇極紀二年一○’二月）

こ
こ
で
は
、
「
…
…
に
職
ふ
」
と
い
う
様
式
で
そ
の
ワ
ザ
ウ
タ
の
有
す
る
意

味
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ワ
ザ
ウ
タ
の
解
釈
の
し
方
は
、
別
に
、
例
え

ば
、
皇
極
紀
四
年
三
月
で
は
、
「
或
人
」
が
瞼
へ
で
は
な
く
、
そ
の
歌
の
内
包

す
る
意
味
を
歌
全
体
で
解
釈
し
、
「
…
…
の
兆
な
り
」
と
し
て
示
す
方
法
も
あ

る
。
こ
の
「
或
人
」
も
「
時
人
」
と
通
じ
る
だ
ろ
う
が
、
一
方
、
「
時
人
」
は

神
功
紀
で
「
常
夜
行
く
」
と
だ
け
告
げ
て
、
他
の
古
老
の
解
釈
を
要
請
し
た

り
、
斉
明
紀
で
は
ワ
ザ
ウ
タ
の
よ
う
な
歌
を
歌
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
つ
ま
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り
、
先
の
崇
神
紀
の
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
神
が
か
り
す
る
巫
女
で
あ
る
と
と
も
に
、

ワ
ザ
ゥ
タ
を
解
釈
す
る
能
力
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
と
同
様
、
「
時
人
」

も
ワ
ザ
ゥ
タ
の
解
釈
者
と
ワ
ザ
ウ
タ
や
不
可
知
な
も
の
を
も
た
ら
す
両
面
性
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

別
に
、
ワ
ザ
ウ
タ
と
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
「
謡
」
と
い
う
用
字

法
で
ワ
ザ
ゥ
タ
と
通
ず
る
神
武
紀
の
久
米
歌
に
も
、
先
の
「
時
人
」
の
解
釈
に

見
合
う
解
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

か

む

か

ぜ

い

せ

う

み

お

ほ

い

し

は

も

と

腿

し

た

だ

み

あ

神
風
の
伊
勢
の
海
の
大
石
に
や
い
這
ひ
廻
る
細
螺
の
吾

ご

あ

ご

し

た

だ

み

は

も

と

ほ

う

や

う

子
よ
吾
子
よ
細
螺
の
い
這
ひ
廻
り
撃
ち
て
し
止
ま
む
鑿

や

ち
て
し
止
ま
む

う
た
こ
こ
ろ

い
し

た
と

謡
の
意
は
、
大
き
な
る
石
を
以
て
其
の
国
見
丘
に
職
ふ
。
（
神
武
即
位
前
紀
）

こ
こ
に
は
「
時
人
」
は
登
場
し
な
い
が
、
も
し
歌
の
解
釈
者
の
主
体
を
求
め

る
な
ら
ば
、
「
時
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ワ
ザ
ウ
タ
や
久
米
歌
は
、
そ

の
歌
に
い
か
な
る
意
味
内
容
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
か
の
判
断
が
必
要
と
さ
れ
、

そ
れ
が
一
つ
は
〈
聡
へ
〉
の
様
式
で
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
喰
へ
〉
の

「
職
」
の
文
字
が
前
掲
の
例
で
〈
さ
と
す
〉
と
訓
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
看
過
で

き
な
い
。
即
ち
、
〈
さ
と
す
〉
と
〈
た
と
へ
〉
と
は
通
底
す
る
の
で
あ
る
。
先

に
く
さ
と
す
〉
の
間
接
性
を
強
調
し
た
が
、
そ
の
間
接
性
と
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
は
直
接
的
に
顕
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
く
職
〉
と
し

て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
問
題
は
、
景
物
が
神
の
心
を
示
す
と
い

う
猪
股
と
き
わ
の
論
や
、
神
の
心
か
ら
寄
物
陳
思
歌
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る

（４）

野
田
浩
子
の
方
向
と
も
ク
ロ
ス
し
て
来
よ
う
。
又
、
名
義
抄
で
は
「
諭
」
に
サ

ト
ス
、
タ
ト
ヘ
の
訓
承
が
見
え
、
更
に
、
時
代
別
国
語
大
辞
典
に
よ
れ
ば
、
法

さ
と

さ
と
す

た
と
へ

華
義
疏
長
保
四
年
点
に
「
諸
の
悟
ら
ぬ
に
暁
を
、
之
を
善
喰
と
謂
ふ
」
と
あ
る

と
い
う
。
こ
れ
は
、
か
な
り
仏
教
的
色
彩
が
濃
い
も
の
の
、
神
の
〈
さ
と
し
〉

が
〈
職
〉
と
し
て
顕
れ
る
と
い
う
所
に
遡
源
し
得
る
。

今
ま
で
の
夢
見
や
神
が
か
り
は
、
〈
職
〉
の
問
題
と
し
て
は
扱
わ
な
か
つ
た

は
だ
す
す
き
ほ
い
で
わ
れ
を
漣
あ
銃
た
ふ
し

が
、
例
え
ば
、
神
功
即
位
前
紀
の
「
幡
荻
穂
に
出
し
吾
や
、
尾
田
の
吾
田
節
の

あ
は
の
こ
ぽ
り

淡
郡
に
を
る
神
」
な
ど
と
枕
詞
、
或
は
序
詞
的
に
神
名
が
名
告
ら
れ
る
件
な

ど
に
、
そ
の
〈
職
〉
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
更
に
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
と
〈
職
〉

が
交
叉
す
る
の
は
、
先
に
一
部
ゑ
た
ワ
ザ
ウ
タ
で
あ
ろ
う
。
〈
瞼
へ
〉
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
ワ
ザ
ウ
タ
は
前
掲
の
も
の
の
承
で
あ
る
が
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
性

が
〈
職
〉
と
し
て
表
れ
る
と
い
う
点
は
、
ワ
ザ
ウ
タ
の
本
来
的
あ
り
方
と
言
え

る
。
従
っ
て
、
ワ
ザ
ウ
タ
は
一
種
の
神
の
〈
さ
と
す
歌
〉
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ワ
ザ
ウ
タ
の
〈
さ
と
し
〉
〈
た
と
へ
〉
を
解
す
る
の
が
、

「
時
人
」
や
巫
者
、
或
は
天
皇
（
「
時
人
」
や
天
皇
が
巫
者
と
し
て
の
共
通
項
を
有
し

（５）

て
い
る
こ
と
は
、
既
に
旧
稿
で
指
摘
し
た
）
の
役
割
で
あ
っ
た
。

今
一
つ
、
書
紀
の
中
で
〈
さ
と
す
歌
〉
を
見
い
だ
す
な
ら
ば
、
ワ
ザ
ウ
タ
と

通
ず
る
位
相
を
持
つ
久
米
歌
で
あ
ろ
う
。
神
武
紀
元
年
正
月
に
は
別
に
「
調
歌

倒
語
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
具
体
的
に
は
久
米
歌
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
・

古
典
大
系
の
頭
注
で
は
、
「
調
は
、
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
か
く
し
て
言
う
意
。

他
の
事
に
調
え
て
歌
う
歌
。
他
事
に
擬
え
て
さ
と
す
意
を
表
す
歌
」
と
説
く
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
調
歌
倒
語
、
つ
ま
り
、
久
米
歌
は
〈
さ
と
す
歌
〉
の
一
類
と（６）

見
な
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
久
米
歌
の
分
析
は
以
前
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の

で
、
本
稿
で
は
略
す
が
、
〈
さ
と
す
〉
と
〈
た
と
へ
〉
の
交
叉
を
考
え
る
の
に

よ
い
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

一一

さ
て
、
ワ
ザ
ウ
タ
や
久
米
歌
の
〈
輪
〉
性
は
、
意
味
的
、
或
は
散
文
的
に
解

釈
さ
れ
る
の
だ
が
、
広
く
南
島
歌
謡
に
ま
で
射
程
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
く
さ
と
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す
歌
〉
が
別
の
展
開
を
遂
げ
て
行
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

南
島
歌
謡
大
成
に
よ
れ
ば
、
久
米
仲
里
旧
記
所
引
の
宇
根
村
の
ミ
セ
セ
ル
に

「
ホ
ウ
ワ
イ
ホ
ウ
ワ
イ
ホ
ゥ
ワ
ィ
ャ
ホ
ゥ
」
と
い
う
掛
声
が
繰
り
返
さ
れ
る

だ
け
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
ミ
セ
セ
ル
は
久
米
島
の
雨
乞
い
独
自
の
も
の

で
、
歌
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
呪
文
に
近
く
、
ミ
セ
セ
ル
は
一
般
的
に
神
が
人
に

与
え
る
歌
と
さ
れ
て
い
る
故
に
、
こ
の
歌
も
ワ
ザ
ウ
タ
的
、
若
し
く
は
神
の

〈
さ
と
す
歌
〉
の
一
種
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ミ
セ
セ
ル
は
久
米
島

の
雨
乞
い
の
オ
タ
カ
ベ
に
も
入
り
込
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
同
じ
宇
根
村
に
伝

わ
る
南
島
歌
謡
大
成
所
収
の
オ
タ
カ
。
へ
７
で
は
、
初
め
に
先
の
ミ
セ
セ
ル
が
引

用
さ
れ
、
引
き
続
い
て
、
神
女
の
雨
乞
い
の
様
子
と
祈
願
が
歌
わ
れ
る
。
又
別

の
オ
タ
カ
ベ
に
お
い
て
は
、
先
の
ミ
セ
セ
ル
の
引
用
は
歌
の
途
中
や
最
後
な
ど

で
、
そ
の
位
置
は
一
定
し
な
い
が
、
久
米
島
の
雨
乞
い
の
オ
タ
カ
。
へ
で
は
ほ
ぼ

先
の
ミ
セ
セ
ル
を
引
用
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
か

と
言
え
ば
、
ミ
セ
セ
ル
の
神
の
〈
さ
と
し
〉
或
は
〈
職
〉
性
を
オ
タ
カ
・
ヘ
に
よ

っ
て
説
明
し
直
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
解
釈
・
説
明
は
一
定
し
た
も

の
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
解
釈
を
許
容
す
る
の
が
先
の
ミ
セ
セ
ル
で
あ

り
、
そ
の
一
つ
の
解
と
し
て
、
オ
タ
カ
零
へ
７
で
は
、
神
女
が
昔
の
神
を
真
似
て

雨
乞
い
を
行
う
様
子
が
、
敬
語
を
使
用
し
て
や
や
客
観
的
に
歌
わ
れ
、
最
後
の

祈
願
に
至
る
。
更
に
、
こ
の
村
に
は
、
同
内
容
の
ク
ェ
ー
ナ
も
存
在
し
て
お

り
、
そ
こ
で
は
先
の
ミ
セ
セ
ル
は
入
ら
ず
に
、
オ
タ
カ
尋
へ
の
内
容
が
一
層
韻
律

性
を
増
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
村
落
の
中
に
雨
乞
い
祈
願
の
表
現
が
様
々
に
あ
り
、
そ

れ
ら
は
歌
わ
れ
る
場
を
異
に
し
つ
つ
、
伝
承
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
オ
タ
カ

鞍
へ
や
ク
ェ
ー
ナ
は
、
全
体
的
に
人
か
ら
神
に
向
か
う
表
現
で
、
神
の
〈
さ
と
し
〉

の
要
素
は
薄
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
オ
タ
カ
ゞ
へ
で
は
ミ
セ
セ
ル
を
挿
入
す
る
こ

と
で
、
ク
ェ
ー
ナ
で
は
オ
タ
カ
ベ
の
内
容
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
ミ
セ
セ

ル
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ミ
セ
セ
ル
と
い
う
一
種
の
神
の

〈
さ
と
す
歌
〉
が
様
左
な
変
容
を
経
つ
つ
も
、
歌
と
し
て
展
開
し
て
い
く
様
が

見
て
と
れ
る
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
展
開
の
し
方
は
本
土
の
古
代
の
中
に
も
見
い
だ
せ
る
で

あ
ろ
う
か
。
ワ
ザ
ウ
タ
に
関
し
て
は
、
文
献
の
中
で
は
そ
の
場
の
一
回
性
、
単

独
性
を
負
っ
て
い
る
故
に
、
他
の
形
で
展
開
し
て
い
く
と
い
う
方
向
は
と
ら
な

い
が
、
尤
も
、
文
献
以
前
で
は
、
ワ
ザ
ウ
タ
も
そ
れ
自
体
で
別
な
形
で
展
開
し

て
い
く
可
能
性
は
充
分
持
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
文
献
や
そ
の
状
況
に
固
定
化

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
は
隠
蔽
さ
れ
た
。
で
は
、
久
米
歌
の
場

合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

た
た
な

い

な

さ

や

２

こ

主

ゆ

ま

も

た
た
か

楯
並
め
て
伊
那
瑳
の
山
の
木
の
間
ゆ
も
い
行
き
贈
ら
ひ
戦
へ
ば

わ

れ

ゑ

し

室

と

り

う

か

ひ

と

も

い

ま

す

こ

我
は
や
飢
ぬ
嶋
つ
烏
鵜
飼
が
徒
今
助
け
に
来
ね
（
神
武
即
位
前
紀
）

や

な

う

Ｔ
な
ど
り
も
の

亦
梁
を
作
ち
て
取
烏
す
る
者
有
り
。
天
皇
間
ひ
た
ま
ふ
。
対
へ
て
日
さ

こ
れ
に
へ
も
つ

あ

鱈

う

か

ひ

ら

く
、
「
臣
は
是
苞
宜
担
が
子
な
り
」
と
ま
う
す
。
此
則
ち
阿
太
の
養
鷆
部

が
始
祖
な
り
。
（
神
武
即
位
前
紀
）

右
の
歌
は
、
神
武
紀
の
記
事
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
吉
野

（７）

の
阿
太
の
鵜
養
部
の
伝
承
歌
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
が
、
歌
の

出
自
は
別
に
す
る
と
、
こ
の
歌
は
久
米
歌
の
一
つ
と
し
て
、
大
伴
氏
が
宮
廷
の

祭
祀
で
歌
い
、
か
つ
、
舞
う
所
の
伝
承
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
家
持
の
歌
の
中
に
、
万
葉
集
中
他
に
は
見
ら
れ
な
い
鵜
養
を
詠
み
込
ん

よ
る
こ

だ
歌
が
散
見
す
る
。
「
放
逸
せ
る
鷹
を
思
ひ
夢
に
見
、
感
悦
び
て
作
れ
る
歌
」

か

づ

・

金
・
皇
一
）
、
「
鵜
を
潜
く
る
人
を
見
て
作
れ
る
歌
」
金
・
邑
三
、
「
鶇
を
潜
け

た
る
歌
」
室
・
空
昊
Ｉ
Ｃ
「
鵜
を
池
主
に
贈
れ
る
歌
」
（
四
・
空
免
ｌ
聖
）
。

一
般
的
に
こ
れ
ら
の
歌
は
、
家
持
の
新
た
な
素
材
を
求
め
た
試
象
の
一
つ
な
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ど
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
診
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
四
○
二
や
四
一
五
六
の

歌
の
中
に
あ
る
「
島
つ
烏
鵜
養
が
伴
」
と
い
う
表
現
は
、
集
中
他
に
例
が
な

く
、
先
の
久
米
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
又
、
四
○
二
三
は

春
の
国
司
遡
行
の
折
の
作
で
、
鵜
養
は
夏
で
あ
る
故
に
、
季
節
が
合
致
し
な
い

と
の
指
摘
が
従
来
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
祭
祀
的
な
鵜
養

で
、
久
米
歌
、
そ
し
て
、
神
武
東
征
を
背
景
に
し
た
宮
廷
へ
の
服
属
儀
礼
を
幻

想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
れ
ば
支
障
あ
る
ま
い
。
家
持
の
歌
に
越
中
に

お
け
る
鵜
養
が
特
徴
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
個
人
的
な
趣
味
の
し

み
か
ど

ベ
ル
で
は
な
く
、
「
大
君
の
遠
の
朝
廷
」
（
Ⅳ
．
三
一
、
妃
・
空
三
）
た
る
べ
き

こ
し越

、
即
ち
、
越
中
と
宮
廷
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
家
持
の
鵜
養
に
関
わ
る
歌
は
〈
さ
と
す
歌
〉
と
は
言
え

な
い
に
せ
よ
、
久
米
歌
を
引
用
し
て
展
開
し
て
い
る
所
は
、
先
の
久
米
島
の
雨

乞
い
歌
の
ミ
セ
セ
ル
か
ら
オ
タ
カ
、
へ
、
ク
ェ
ー
ナ
に
至
る
過
程
に
見
合
う
も
の

と
も
言
え
よ
う
。

今
一
つ
、
南
島
歌
謡
の
中
か
ら
〈
さ
と
す
歌
〉
に
該
当
す
る
一
類
を
探
っ
て

み
る
。
か
つ
て
、
小
野
重
朗
が
南
島
歌
謡
の
分
析
方
法
の
一
つ
と
し
て
「
生
産

叙
事
歌
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
、
古
橋
信
孝
が
そ
の
概
念
を
援
用
し
て
、
万

（８）

葉
集
を
読
承
直
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
生
産
叙
事
歌
を
一

言
で
言
う
な
ら
ば
、
昔
、
神
が
穀
物
な
ど
の
生
産
方
法
を
人
灸
に
教
え
た
こ
と

を
、
今
、
そ
の
通
り
唱
え
る
こ
と
で
豊
作
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
本
土
の
古
代
の
歌
の
場
合
に
は
、
古
橋
が
論
ず
る
よ
う
に
、
歌
全

体
が
生
産
叙
事
に
相
当
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
要
素

を
持
つ
の
は
、
例
え
ば
、
仁
徳
記
（
紀
）
の

や

史

し

ろ

め

こ

く

は

お
ほ
ね
ね
じ
る
し
る
た
だ
む
き

つ
ぎ
ね
ふ
山
代
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根
根
白
の
白
腕

ま枕
か
ず
け
ば
こ
そ
知
ら
ず
と
も
言
は
め

の
歌
の
序
詞
の
部
分
な
ど
に
生
産
叙
事
の
様
式
の
断
片
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の
仁
徳
記
の
歌
謡
は
、
そ
の
生
産
叙
事
的
詞
章
を
恋
歌
に
転
ず
る
こ
と
で
全

体
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
別
に
言
え
ば
、
か
つ
て
、
神
の
〈
教

へ
さ
と
し
〉
た
生
産
の
工
程
を
〈
職
〉
と
し
て
用
い
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
従
っ
て
、
生
産
叙
事
と
い
う
概
念
も
神
の
〈
さ
と
す
歌
〉
に
包
摂
さ
れ

得
る
し
、
記
紀
歌
謡
や
万
葉
集
の
歌
の
あ
る
部
分
は
そ
れ
ら
か
ら
の
展
開
の
諸

相
と
押
え
る
こ
と
も
可
能
だ
。

そ
こ
で
、
家
持
の
「
族
を
喰
す
歌
」
を
検
討
し
て
承
る
。

Ａやか
ら
さ
と

族
を
職
す
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

あ
重

た

け

あ

し

す
め
ろ
ぎ

麗
奎
ひ
さ
か
た
の
天
の
戸
開
き
高
千
穂
の
岳
に
天
降
り
し
皇
祖
の

か

み

み

よ

は

じ

ゆ

み

た

に

ざ

ま

か

ご

や

た

ぱ

み

神
の
御
代
よ
り
櫨
弓
を
手
握
り
持
た
し
真
鹿
児
矢
を
手
挾
み
添

お
ほ
く
め

た
け
を

ゆ

き

お

は

へ
て
大
久
米
の
ま
す
ら
健
男
を
先
に
立
て
靱
取
り
負
せ
山
河

い
は
ね

く
に
富
ぎ

を
磐
根
さ
く
ゑ
て
踏
承
と
ほ
り
国
覚
し
つ
つ
ち
は
や
ぶ
る
神

こ

と

む

立

つ

ろ

やは

あ
き

を
言
向
け
服
従
は
い
人
を
も
和
し
掃
き
清
め
仕
へ
奉
り
て
秋

づ
し
ま
や
ま
と

か
し
は
ら
う
ね
び

津
島
大
和
の
国
の
橿
原
の
畝
傍
の
宮
に
宮
柱
太
知
り
立
て
て

あ
め

す

め

ろ

ぎ

あ

童

ひ

つ

ぎ

天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
皇
祖
の
天
の
日
嗣
と
継
ぎ
て
来
る

す
め
ら
へ

君
の
御
代
御
代
隠
さ
は
い
赤
き
心
を
皇
辺
に
極
め
尽
し
て
仕

く

お

や

つ

か

さ

こ

と

だ

う
み
の
こ

へ
来
る
祖
の
官
と
言
立
て
て
授
け
給
へ
る
子
孫
の
い
や
継
ぎ

か
が
み

継
ぎ
に
見
る
人
の
語
り
つ
ぎ
て
て
聞
く
人
の
鏡
に
せ
む
を
あ

む
な
ど
と
お
や

た
ら
し
き
清
き
そ
の
名
そ
お
ぼ
ろ
か
に
心
思
ひ
て
虚
言
も
祖

た

う
ぢ

お

童
す
ら
を
と
も

の
名
断
つ
な
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
大
夫
の
伴

し

ぎ

し

ま

お

と

も

を

冨
棗
磯
城
島
の
大
和
の
国
に
明
ら
け
き
名
に
負
ふ
伴
の
緒
心
つ
と
め
よ

’一一
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つ
る
ぎ
た
ち

と

い

に

し

へ

さ

や

倉

圏
套
剣
大
刀
い
ょ
よ
研
ぐ
く
し
古
へ
清
け
く
負
ひ
て
来
に
し
そ
の
名
そ

歌
の
前
半
は
、
諸
注
が
既
に
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
記
紀
神
話
の
ニ
ニ
ギ
ノ

命
の
天
孫
降
臨
や
神
武
東
征
並
び
に
即
位
の
伝
承
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
改

め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
今
一
つ
、
こ
れ
は
今
ま
で
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
が
、
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
挽
歌
の
表
現
と
通
底
す
る
所

が
指
摘
で
き
る
。

と
り

あ

づ

童

み

い

ぐ

さ

め

一
究
…
鶏
が
鳴
く
吾
妻
の
国
の
御
軍
士
を
召
し
給
ひ
て
ち
は
や
ぶ
る

や
は

立
つ
ろ

み
こ

よ
さ

人
を
和
せ
と
服
従
は
い
国
を
治
め
と
皇
子
な
が
ら
任
し
給
へ
ぱ

お

ぽ

み

み

た

ち

は

お
ほ
み
て

大
御
身
に
大
刀
取
り
伽
か
し
大
御
手
に
弓
取
り
持
た
し
御
軍
士

と

と

の

つ

づ

み

い
か
づ
ち
お
と

を
あ
ど
も
ひ
た
ま
ひ
斉
ふ
る
鼓
の
音
は
雷
の
声
と
聞
く
ま
で

な

く

だ

お

と

あ

た

と

ら

ほ

も
ろ
ぴ
と

吹
き
響
せ
る
小
角
の
音
も
敵
見
た
る
虎
か
乳
ゆ
る
と
諸
人
の

さ
さ

は
た
な
び
き

お
び
ゆ
る
ま
で
に
捧
げ
た
る
幡
の
扉
は
冬
ご
も
り
春
さ
り
来
れ

つ

ひ

む
た

ぱ
野
ご
と
に
着
き
て
あ
る
火
の
風
の
共
騨
く
が
ご
と
く
取
り
持

ゆ
は
ず
さ
わ
ぎ

つ
む
じ

て
る
弓
詞
の
騒
承
雪
降
る
冬
の
林
に
鴎
風
か
も
い
巻
き
渡
る

倉

か

し

こ

は
な

し
げ

と
思
ふ
ま
で
聞
き
の
恐
く
引
き
放
つ
矢
の
繁
け
く
大
雪
の

き

た

ま

つ

ろ

つ

ゆ

し

も

け

け

乱
れ
て
来
れ
服
従
は
ず
立
ち
向
か
ひ
し
も
露
霜
の
消
な
ば
消
ぬ

は
し

べ
く
行
く
烏
の
あ
ら
そ
ふ
間
に
．
…
：

つ
ま
り
、
記
紀
神
話
と
Ａ
の
歌
と
は
内
容
的
に
近
似
し
つ
つ
も
、
表
現
様
式

に
お
い
て
は
越
え
難
い
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
を
従
来
は
不
問
に
付
し
て
来

た
。
そ
の
点
、
高
市
皇
子
挽
歌
を
間
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
間
隙
が
縮
ま

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
Ａ
の
歌
が
高
市
皇
子
挽
歌
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
両
者
に
見
ら
れ
る
類
似
表
現

は
、
用
例
が
少
な
い
と
は
言
え
、
〈
戦
闘
叙
事
歌
〉
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
さ

せ
る
。
従
来
か
ら
久
米
歌
を
戦
闘
歌
謡
と
見
な
す
説
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
久

米
歌
は
断
片
的
に
戦
闘
的
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
叙
事
と
称
す
べ

き
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
宮
古
島
の
「
仲
宗
根
豊
見
親
与
那

国
攻
入
の
ア
ー
グ
」
な
ど
の
如
き
戦
闘
場
面
を
描
写
し
て
い
く
叙
事
歌
は
本
土

の
古
代
の
文
献
に
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
Ａ
の
歌
と
高
市
皇
子
挽
歌

と
を
並
列
し
て
承
る
と
、
そ
の
共
通
の
様
式
と
し
て
、
戦
闘
叙
事
歌
な
る
も
の

の
想
定
が
可
能
と
な
っ
て
来
よ
う
。
こ
れ
は
、
古
橋
信
孝
の
言
う
所
の
「
巡
行

叙
事
」
と
は
一
線
を
画
す
。
何
故
な
ら
ば
、
〈
戦
闘
叙
事
歌
〉
は
必
ず
し
も
共

同
体
に
行
き
着
か
な
い
し
、
緊
張
と
危
険
性
を
孕
ん
だ
他
者
と
の
争
い
が
繰
り

広
げ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

従
来
の
読
承
、
例
え
ば
、
全
注
で
は
Ａ
の
歌
の
冒
頭
か
ら
「
祖
の
司
」
ま
で

を
、
「
天
皇
が
大
伴
氏
に
期
待
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
」
と
説
い
て
い
る
が
、

「
（
大
伴
氏
の
始
祖
神
は
）
は
じ
弓
を
手
握
り
持
た
し
」
と
敬
語
が
使
用
さ
れ
て

い
る
所
か
ら
、
こ
れ
ら
は
、
大
伴
氏
側
の
伝
承
歌
と
し
て
解
し
た
方
が
よ
い
。

そ
う
い
う
大
伴
氏
の
天
孫
降
臨
や
神
武
東
征
の
際
の
戦
闘
、
並
び
に
神
武
即
位

に
お
け
る
始
祖
神
達
の
功
績
を
称
え
つ
つ
、
長
歌
の
末
尾
や
反
歌
で
、
そ
の
大

伴
氏
の
名
を
汚
さ
ぬ
よ
う
〈
さ
と
す
〉
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
産
叙
事
歌
で

神
の
行
っ
た
穀
物
の
生
産
方
法
を
伝
え
つ
つ
、
今
の
豊
作
を
予
祝
す
る
も
の
と

は
内
容
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
神
の
世
界
か
ら
現
在
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う

歌
の
構
造
面
で
は
見
合
う
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
さ
と
す
歌
〉
を
歌
う
場

合
、
作
者
は
神
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ず
、
Ａ
の
歌
に
お
い
て
は
、
神
の
世

界
の
出
来
事
を
歌
う
こ
と
に
よ
り
、
神
の
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
る
こ
と
を
示

そ
う
と
し
た
の
だ
。

一
般
的
に
、
Ａ
の
歌
と
の
表
現
の
関
わ
り
で
よ
く
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
の

は
、
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
を
賀
く
歌
」
（
妃
・
皀
茜
Ｉ
ち
で
あ
る
。

か
む
お
や

お
ほ
く
め
め
し
お

邑
茜
：
…
・
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
そ
の
名
を
ぱ
大
来
目
主
と
負
ひ
持
ち

つ
か
さ
ぷ

み
づ
か
ば
ね

む

か

ば

れ

て
仕
へ
し
官
海
行
か
ば
水
浸
く
屍
山
行
か
ば
草
生
す
屍
大
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へ

か

へ

り

こ

と

だ

ま

す

ら

を

君
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
顧
承
は
せ
じ
と
言
立
て
大
夫
の
清
き

い
に
し
へ

を
つ
つ

お
や
こ
ど
も

そ
の
名
を
古
よ
今
の
現
に
流
さ
へ
る
祖
の
子
等
そ
大
伴
と

さ
へ
き
う
ぢ

お
や

こ
と
だ

お
や

佐
伯
の
氏
は
人
の
祖
の
立
つ
る
言
立
て
人
の
子
は
祖
の
名
絶
た

ま
つ
る

こ
と
つ
か
さ
あ
づ
さ
ゆ
み

ず
大
君
に
奉
仕
ふ
も
の
と
言
ひ
継
げ
る
言
の
官
そ
梓
弓
手

つ
る
ぎ

は

ゆ
ふ

に
取
り
持
ち
て
剣
大
刀
腰
に
取
り
侃
き
朝
守
り
夕
の
守
り
に

み
か
ど
史
も

た

大
君
の
御
門
の
守
り
わ
れ
を
お
き
て
人
は
あ
ら
じ
と
い
や
立
て

史
さ

み
こ
と
さ
き

と
ふ

思
ひ
し
増
る
大
君
の
御
言
の
幸
の
聞
け
ば
責
ゑ

反
歌
三
首

虫
す
ら
を
お
も

み
こ
と
さ
き

た
ふ
と

皀
奎
大
夫
の
心
思
ほ
ゆ
大
君
の
御
言
の
幸
を
聞
け
ば
貴
承

と
ほ
か
む
お
や
お
く
つ
ｇ

し
め

皀
突
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
奥
津
城
は
し
る
く
標
立
て
人
の
知
る
べ
く

す
め
る
ぎ

さ
か

あ
づ
ま
み
ち
の
く
く
跳
ね

皀
若
天
皇
の
御
代
栄
え
む
と
東
な
る
陸
奥
山
に
黄
金
花
咲
く

こ
の
歌
は
、
天
平
勝
宝
三
年
の
聖
武
天
皇
の
宣
命
の
中
に
、
大
伴
氏
の
伝
承

歌
「
海
行
か
ば
…
」
の
詞
句
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
に
感
動
し
た
作
者
が
歌
作
を

な
し
た
と
い
う
動
機
か
ら
し
て
あ
る
程
度
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
反
歌
三
首
の

中
、
四
○
九
五
、
四
○
九
七
が
宮
廷
や
天
皇
賛
美
で
あ
る
の
に
対
し
、
四
○
九

六
が
大
伴
氏
一
族
へ
向
か
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、

長
歌
に
お
い
て
も
、
宮
廷
と
大
伴
氏
と
の
双
方
へ
向
か
う
表
現
が
混
在
し
て
い

る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
題
詞
の
中
の
「
ほ
く
」
或
は
「
こ
と
ほ
く
」
に
関
わ

る
内
容
を
有
す
る
歌
は
、
記
紀
歌
謡
や
人
麻
呂
、
赤
人
な
ど
の
宮
廷
歌
人
の
歌

に
多
く
見
い
だ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
の
歌
が
宮
廷
へ
向
か
う
表
現
に
終
始
し
て
い

る
の
に
比
べ
、
右
の
家
持
の
歌
は
「
ぼ
く
」
歌
と
し
て
は
逸
脱
し
た
表
現
と
言

え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
家
持
と
い
う
歌
人
の
特
質
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。
即
ち
、
家
持
は
宮
廷
や
天
皇
賛
美
と
大
伴
氏
一
族
を
〈
教
へ
さ
と
す
〉
と

い
う
別
の
ベ
ク
ト
ル
を
同
時
に
持
つ
、
換
言
す
れ
ば
、
宮
廷
と
氏
族
を
歌
に
よ

っ
て
仲
介
、
交
通
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
ほ
く
」

歌
と
〈
さ
と
す
歌
〉
が
混
在
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
し
て
、
実
は
、
歌
に
限
ら

ず
、
こ
う
い
う
二
つ
の
異
な
る
表
現
の
位
相
が
同
時
に
併
存
し
て
い
る
の
は
祝

詞
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
又
、
南
島
の
ミ
セ
セ
ル
な
ど
に
も
、
神
の
こ
と
ば
と
神

へ
の
祈
願
の
こ
と
ば
の
混
在
と
い
う
言
語
現
象
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
神
の

こ
と
ば
を
伝
達
す
る
者
（
巫
者
）
が
神
へ
の
こ
と
ば
も
同
時
に
担
っ
て
い
る
こ

（９）

と
を
示
し
て
お
り
、
旧
稿
で
私
は
そ
れ
を
〈
承
こ
と
も
ち
〉
と
捉
え
た
。
モ
デ

ル
と
し
て
は
、
サ
｜
天
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
が
、
前
に
触
れ
た
よ

う
に
、
書
紀
で
神
の
（
教
へ
）
を
ミ
コ
ト
と
も
訓
ん
で
い
た
こ
と
を
考
慮
に
加

え
る
な
ら
ば
、
〈
教
へ
さ
と
す
〉
の
は
、
神
そ
し
て
神
と
こ
と
ば
の
交
通
を
す

る
〈
ゑ
こ
と
も
ち
〉
の
役
割
だ
と
言
え
る
。
家
持
は
正
に
、
そ
う
い
う
巫
者
的

存
在
に
通
ず
る
位
置
に
立
つ
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
歌
と
い
う
様
式
に
よ
っ
て

な
し
て
い
る
故
に
、
家
持
の
中
に
〈
承
こ
と
も
ち
歌
人
〉
と
い
っ
た
側
面
を
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

を
く
ひ

さ
と

さ
て
そ
こ
で
、
家
持
の
も
う
一
つ
の
〈
さ
と
す
歌
〉
「
尾
張
少
咋
を
教
へ
職

す
歌
」
窟
・
空
実
ｌ
む
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

Ｂ
お
ほ
な
む
ら
す
ぐ
な
ひ
こ
な
か
み
よ

い

つ

ち
ち
は
は

酉
実
大
汝
少
彦
名
の
神
代
よ
り
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
父
母
を
見
れ
ば

た

ふ

と

め

こ

か
な

こ
と
わ
り

尊
く
妻
子
見
れ
ば
愛
し
く
め
ぐ
し
う
つ
せ
承
の
世
の
理
と

さ
ま

こ
と
だ
て

か
く
様
に
言
ひ
け
る
も
の
を
世
の
人
の
立
つ
る
言
立
ち
さ
の
花

つ

き

こ

あ

さ

よ

ひ

ゑ

咲
け
る
盛
り
に
は
し
ぎ
ょ
し
そ
の
妻
の
児
と
朝
夕
に
笑
ゑ
ゑ
笑

な
げ

と
こ
し
へ

ま
ず
も
う
ち
嘆
き
語
り
け
ま
く
は
永
久
に
か
く
し
も
あ
ら
め
や

あ
め
つ
ら

こ
と

天
地
の
神
言
寄
せ
て
春
花
の
盛
り
も
あ
ら
む
と
待
た
し
け
む

は
な

い

も

い

つ

時
の
盛
り
そ
離
れ
居
て
嘆
か
す
妹
が
何
時
し
か
も
使
の
来
む
と

み
な
み

ゆ
き
け

い
み
づ
邸
は

待
た
す
ら
む
心
さ
ぶ
し
く
南
風
吹
き
雪
消
ま
さ
り
て
射
水
川

み
な
わ
よ
る
へ

さ
ぷ
る

ひ

も

を

流
る
水
沫
の
寄
辺
な
承
左
夫
流
そ
の
児
に
紐
の
緒
の
い
つ
が
り
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に

畦

ど

り

な

ど

合
ひ
て
鳰
鳥
の
二
人
な
ら
び
ゐ
奈
吾
の
海
の
沖
を
深
め
て
ま

す
ぺ

う

か

れ

め

ど
は
せ
る
君
が
心
の
術
も
術
な
さ
〔
佐
夫
流
と
い
ふ
は
、
遊
行
女
婦

あ
ざ
な

の字なり〕
反
歌
三
首

い
も
た
か
だ
か

し
か

四
壱
あ
を
に
よ
し
奈
良
に
あ
る
妹
が
高
高
に
待
つ
ら
む
心
然
に
は
あ
ら
じ
か

は

ざ

ぷ

る

こ

み
や
で
し
り
ぶ
り

圏
只
里
人
の
見
る
目
恥
づ
か
し
左
夫
流
児
に
さ
ど
は
す
君
が
宮
出
後
風

く
れ
な
ゐ

つ
る
は
み
な

き
ぬ

し

空
究
紅
は
移
ろ
ふ
も
の
そ
橡
の
馴
れ
に
し
衣
に
な
ほ
及
か
め
や
も

こ
の
歌
の
「
父
母
を
見
れ
ば
…
」
の
詞
句
は
、
周
知
の
如
く
、
憶
良
の

こ
こ
ろ

「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
歌
」
（
５
入
三
の
引
用
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が

「
大
汝
少
彦
名
の
神
代
よ
り
」
の
言
い
伝
え
で
あ
る
と
、
神
の
世
界
か
ら

説
き
起
こ
し
、
更
に
「
世
の
人
の
立
つ
る
言
立
」
と
今
の
世
界
に
ま
で
及
ぶ

と
い
う
の
が
こ
の
歌
の
眼
目
で
あ
る
。
そ
の
面
で
こ
の
歌
も
、
〈
さ
と
す
歌
〉

の
様
式
に
則
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
因
み
に
、
「
言
立
」
と
い
う
語
は
仁
徳
紀

の
歌
謡
に
一
例
、
万
葉
集
で
は
先
の
Ａ
の
歌
、
陸
奥
国
の
歌
と
こ
の
歌
の
三
例

の
承
し
か
な
く
、
他
に
は
宣
命
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
、
か
な
り
特
殊
な
こ
と

ば
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
一
方
、
そ
の
踏
ま
え
ら
れ
た
憶
良
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ

うか。

た

ふ

と

め

こ

う
つ
く

八
言
父
母
を
見
れ
ば
尊
し
妻
子
見
れ
ば
め
ぐ
し
愛
し
世
の
中
は
か

こ
と
わ
り
も
ち
ち
ど
り

ゆ
く
へ

う
げ
く
つ

く
ぞ
道
理
謡
鳥
の
か
か
ら
は
し
も
よ
行
方
知
ら
ね
ば
穿
沓
を

ぬ

つ

ふ

ぬ

い
は
き

な

で

脱
ぎ
棄
る
如
く
踏
承
脱
き
て
行
く
ち
ふ
人
は
石
木
よ
り
生
り
出

な

の

あ
ま

な

つ今つ

し
人
か
汝
が
名
告
ら
さ
ね
天
へ
行
か
ば
汝
が
ま
に
ま
に
地
な
ら

お
ぽ
き
み

し

た

あ

史

く

も

む

か

ぶ

ｇ

は

ぱ
大
君
い
ま
す
こ
の
照
ら
す
日
月
の
下
は
天
雲
の
向
伏
す
極

た
に
ぐ
く

ぎ

は

き

こ

を

承
谷
蟆
の
さ
渡
る
極
承
聞
し
食
す
国
の
ま
ほ
ら
ぞ
か
に
か
く

し
か

に
欲
し
き
ま
に
ま
に
然
に
は
あ
ら
じ
か

反
歌

あ
室
ぢ

な

り

し

合
一
ひ
さ
か
た
の
天
路
は
遠
し
な
ほ
な
ほ
に
家
に
帰
り
て
業
を
為
ま
さ
に

既
に
私
注
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
そ
の
作
歌
動
機
に
、
戸
令
国
守
遣

行
の
条
に
見
ら
れ
る
「
敦
喰
五
教
」
な
ど
の
よ
う
な
、
国
司
の
民
衆
へ
の
教
化

と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
〈
さ
と
す
歌
〉
の

一
類
に
加
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
祝
詞
な
ど
の
語
句
を
用
い
、
公
的
意
味
合
い
を

持
た
せ
て
い
る
一
方
で
、
民
衆
と
い
う
他
者
で
は
な
く
、
自
己
へ
向
か
っ
て
い

（皿）

る
の
だ
と
す
る
中
西
進
の
解
釈
を
許
容
す
る
ほ
ど
に
、
作
者
自
身
を
含
め
た
単

独
性
を
捨
象
し
た
表
現
、
別
に
言
え
ば
、
道
理
を
歌
に
託
し
て
直
接
的
に
く
さ

と
す
〉
も
の
で
あ
っ
て
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
の
様
式
性
か
ら
は
絶
隔
し
た
所
に

（、）ある。そ
れ
に
対
し
Ｂ
の
歌
は
、
前
半
の
神
の
世
界
か
ら
言
い
継
い
で
来
た
言
立
と

い
う
始
源
を
提
示
し
権
威
づ
け
た
、
言
わ
ば
神
の
立
場
か
ら
な
し
た
間
接
的
表

現
、
前
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
不
可
知
な
も
の
を
〈
さ
と
ら
せ
る
〉
表
現
か

ら
、
最
後
に
は
「
君
の
心
の
す
べ
も
す
べ
な
さ
」
と
い
う
個
体
の
心
の
不
可

知
性
に
至
り
着
い
て
し
ま
う
の
だ
。
「
す
べ
な
し
」
は
万
葉
集
中
多
く
の
例
を

見
る
が
、
「
す
べ
も
す
べ
な
さ
」
と
い
う
語
句
は
、
憶
良
の
「
日
本
挽
歌
」
の

反
歌
（
５
．
莞
さ
で
他
界
し
た
妻
の
心
に
つ
い
て
の
謂
と
し
て
あ
り
、
異
界
の

側
の
捉
え
難
い
所
の
も
の
を
い
う
詠
嘆
的
表
現
で
あ
る
。
家
持
は
不
可
知
な
も

の
を
〈
さ
と
ら
せ
る
〉
立
場
に
立
つ
こ
と
で
、
個
体
の
心
の
不
可
知
性
に
向
き

合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
の
Ａ
の
歌
の
よ
う
に
氏
族
共
同
体
に
対
し

た
時
に
は
起
こ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
の
歌
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
に
近
似
し
て
、
作
者
は
天
皇
と
氏
族
と
の
間
を
仲
介
す

る
、
言
わ
ば
神
と
人
と
の
こ
と
ば
の
交
通
を
行
う
巫
者
的
位
置
を
保
ち
得
た

が
、
Ｂ
の
歌
の
場
合
、
作
者
は
巫
者
的
立
場
か
ら
発
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に

「
す
べ
な
さ
」
と
い
う
個
体
の
心
の
不
可
知
性
に
向
き
合
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
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さとす歌考

〈
さ
と
す
〉
は
神
意
の
間
接
的
な
顕
れ
の
表
現
で
、
そ
の
〈
た
と
へ
〉
を
解

き
明
か
す
巫
者
的
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
の
〈
さ
と
す
歌
〉
と

し
て
は
ワ
ザ
ウ
タ
や
南
島
の
生
産
叙
事
歌
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
家
持
の

〈
さ
と
す
歌
〉
は
そ
う
い
う
神
謡
と
は
し
尋
ヘ
ル
を
異
に
し
つ
つ
も
、
神
謡
の
様

式
の
あ
る
部
分
を
踏
ま
え
る
形
で
歌
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
〈
さ
と
す
歌
〉
と
い

う
も
の
が
、
家
持
以
降
、
後
世
の
歌
の
歴
史
の
中
で
神
祇
歌
や
託
宣
歌
、
或
は

釈
教
歌
と
い
う
様
式
で
そ
の
命
脈
が
保
た
れ
る
と
い
う
文
学
史
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
、
神
の
〈
さ
と
し
〉
に
発
し
た
一
つ
の
歌
の
流
れ
が
、
家
持
に
よ
り
受
け

止
め
ら
れ
て
や
や
展
開
を
遂
げ
、
そ
し
て
一
時
途
絶
え
、
や
が
て
別
な
形
を
と

っ
て
現
れ
る
と
い
う
、
歌
の
歴
史
に
お
け
る
家
持
の
特
異
な
位
置
が
見
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。

なる。
に
お
い
て
は
神
と
人
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
、
こ
の
歌
で
は
、
少
咋
と
妻
、

そ
し
て
左
夫
流
児
と
の
間
を
取
り
持
つ
仲
介
者
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ

は
又
、
物
語
歌
或
は
物
語
の
位
置
に
近
く
、
現
に
表
現
か
ら
見
て
も
、
登
場
人

物
に
敬
語
を
用
い
、
や
や
客
観
的
、
物
語
的
に
叙
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
有

す
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
の
歌
は
〈
さ
と
す
歌
〉
の
様
式
を
と
り
つ
つ
、
物
語
的
位

相
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

注
へ へ へ へ

４ ３ ２ １
ｰ ｰ し -

結

さ
て
、
以
上
述
べ
て
来
た
こ
と
を
ま
と
め
て
結
論
づ
け
る
と
、
次
の
よ
う
に

万
葉
集
の
算
用
数
字
は
巻
、
漢
数
字
は
歌
番
号
を
示
す
。
以
下
同
。

古橋信孝「きく」（「古代語を読む』）。

多田一臣「おもひ」（『古代語を読む』）。

猪
股
と
き
わ
「
歌
の
く
こ
こ
ろ
〉
と
無
心
所
着
歌
」
（
「
古
代
文
学
」
二
六

号
）
。
野
田
浩
子
「
〈
景
〉
あ
る
い
は
〈
物
〉
と
く
こ
こ
ろ
〉
ｌ
〈
寄
物
陳
思
〉
序

説」（「古代文学」二九号）他。

（
５
）
吉
田
「
〈
み
こ
と
も
ち
〉
の
論
」
（
「
折
口
博
士
古
代
研
究
所
紀
要
」
五
輯
）
。

（
６
）
吉
田
「
調
倒
語
の
論
」
（
「
古
代
文
学
」
一
九
号
）
。

（
７
）
守
屋
俊
彦
「
鵜
養
が
伴
今
助
け
に
来
れ
」
（
「
上
代
文
学
」
六
四
号
）
。

（
８
）
小
野
重
朗
『
南
島
の
古
歌
謡
」
。
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
。

（
９
）
吉
田
前
掲
論
文
注
（
５
）
。

（
、
）
中
西
進
『
山
上
憶
良
』
。

（
、
）
こ
こ
で
は
、
憶
良
の
「
惑
へ
る
情
を
反
さ
し
む
る
歌
」
、
家
持
の
「
尾
張
少

昨
を
教
へ
職
す
歌
」
と
も
に
、
簡
単
に
扱
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
も
う
少

し
細
か
な
読
み
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
改
め
て
別
に
考
え
た
い
。
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