
歌の構成について

歌
は
、
人
の
日
常
言
語
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
歌
が
表
出
さ
れ
る
時
に
は
文
字
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
ま
ず
音
声

と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
リ
ズ
ム
や
音
の
高

低
な
ど
の
要
素
を
伴
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
人
の
日
常
言
語
に
は
見
ら

れ
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
歌
は
、
人
の

日
常
か
ら
幾
分
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
人

（１１）

は
、
会
話
の
時
に
歌
を
用
い
な
い
し
、
何
か
を
書
き
記
し
た
り
す
る
時
に

歌
と
い
、
フ
形
式
を
用
い
た
り
し
な
い
。
あ
る
特
殊
な
場
合
に
の
み
、
人
び

と
は
歌
と
関
わ
り
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
万
葉
集
』
巻
十
七
・
三
九

と
う
き
っ

か

け

な

三
番
の
題
詞
を
見
る
と
、
「
榿
橘
初
め
て
咲
き
、
霊
公
烏
蹴
り
嘆
く
。

む
か

な
に

の

こ
の
時
候
に
対
ひ
て
、
誼
そ
志
を
暢
べ
ざ
ら
む
。
因
り
て
三
首
の
短
歌
を

う
っ
け
つ
こ
こ
ろ

作
り
て
、
鯵
結
の
緒
を
散
ら
さ
ま
く
の
み
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
歌

に
は
「
諺
結
の
緒
を
散
ら
」
す
は
た
ら
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
で

は
何
故
「
散
文
」
に
は
そ
の
よ
う
な
力
が
な
く
、
歌
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
「
歌
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
る
『
７
。

歌
の
構
成
に
つ
い
て

ｌ
そ
の
機
能
か
ら
Ｉ

■■■■■I■■

、

歌
と
は
何
か
を
考
え
る
に
は
、
歌
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
た
か
を
考
え

れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
は
、

歌
に
は
ど
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
か
を
考
え
る
の
に
等
し
い
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
歌
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

歌
の
機
能
に
つ
い
て
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
第
一
に
「
歌
」
と
い
う
名

前
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
歌
と
い
う
言
葉
の
語
源
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か

う

の
説
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
「
打
（
拍
）
つ
」
と
い
、
フ
言
葉
に

関
わ
る
と
い
、
７
も
の
。
歌
を
音
声
と
し
て
再
現
し
て
み
る
と
拍
子
が
と
れ
（２）

る
か
ら
、
「
、
フ
つ
」
と
い
、
フ
言
葉
と
の
結
び
つ
き
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
藤
井
貞
和
氏
は
、
「
う
た
だ
の
し
」
「
う
た
て
」
「
う
た
く
」

等
に
共
通
す
る
「
、
フ
た
」
と
い
う
言
葉
に
関
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
て

（３）
い
る
。
藤
井
氏
は
こ
の
「
う
た
」
と
い
う
言
葉
を
冠
す
る
よ
う
な
状
態
を

「
う
た
状
態
」
と
名
づ
け
、
「
う
た
状
態
」
で
発
せ
ら
れ
る
も
の
が
「
う

た
」
だ
と
す
る
。
藤
井
氏
の
説
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
歌
が
日
常
か
ら
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

折
口
信
夫
氏
が
、
神
に
関
わ
る
信
仰
か
ら
文
学
が
発
生
し
た
と
述
べ
て

（４）

い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
折
口
氏
の
意
見
で
あ

る
が
、
歌
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
次
の
、
「
う
つ
た
ふ
」
に
関
係

稲
垣

穣
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歌の構成について

し
て
い
る
と
い
う
説
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

う
た
ふ
は
う
つ
た
ふ
と
同
根
の
語
で
あ
る
。
訴
ふ
に
、
訴
訟
の
義
よ

り
も
、
梢
広
い
哀
願
・
愁
訴
な
ど
言
ふ
用
語
例
が
あ
る
。
始
め
終
り

を
總
述
し
て
、
其
に
伴
ふ
感
情
を
加
へ
て
、
理
会
を
求
め
る
事
に
使

ふ
・
此
義
の
分
化
す
る
前
に
は
、
神
意
に
依
っ
て
判
断
し
た
古
代
の

裁
判
に
、
附
随
し
て
行
は
れ
る
行
事
を
示
し
て
居
た
。
勿
論
う
た
ふ

と
言
ふ
形
で
其
を
示
し
た
。
神
の
了
解
と
同
情
と
に
槌
る
方
法
で
、

う
け
ひ
（
誓
約
）
と
言
ふ
方
式
の
一
部
分
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（
「
国
文
学
の
発
生
」
第
四
稿
）

こ
ち
ら
で
も
折
口
氏
は
、
神
に
関
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
歌
は
生
ま
れ
た
と
し

て
い
る
が
、
保
持
さ
れ
た
理
由
と
し
て
神
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
う
け
ひ
」
の
．
部
分
」
と
し
て
「
う
た
ふ
」
は
あ
り
、
「
神
の
了

解
と
同
情
と
に
槌
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
歌
は
人
か
ら

神
へ
の
「
言
葉
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歌
は

「
人
と
神
と
の
架
け
橋
」
と
な
っ
て
い
た
。

歌
が
「
人
と
神
と
の
架
け
橋
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
が
、
便
宜
上
こ
の
稿
で
は
人
に
対
立
す
る
も
の
を
設
定
し
、
単
な
る

神
で
は
な
く
、
「
神
」
と
表
記
す
る
。
こ
の
「
神
」
は
、
折
口
氏
の
述
べ

て
い
る
神
と
、
お
そ
ら
く
は
遠
く
離
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
宗
教

や
信
仰
な
ど
を
切
り
離
し
た
も
の
と
し
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
、
歌

に
含
ま
れ
て
い
る
リ
ズ
ム
や
音
の
高
低
、
言
語
表
現
に
関
わ
る
も
の
と
し

て
の
「
枕
詞
」
や
「
序
詞
」
等
の
部
分
は
、
人
に
と
っ
て
非
日
常
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
「
神
」
の
側
に
属
す
る
も
の
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら

（５）
れ
る
。
し
か
し
、
人
の
言
語
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
限
り
、
「
意
味
」

と
し
て
人
に
理
解
で
き
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
と
す
れ
ば
、
歌

は
、
人
と
「
神
」
の
両
方
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
両
方
の

性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
歌
に
は
「
両
義
性
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
も
の

の
間
を
自
由
に
往
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
の
場
合
は
人
と
「
神
」
の

間
で
あ
る
。
歌
の
語
源
と
し
て
、
前
掲
の
折
口
氏
の
説
に
、
「
う
つ
た
ふ
」

と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
歌
は
人
と
「
神
」
の
両
方
の
性
質
を

持
ち
、
な
か
だ
ち
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
使

っ
て
「
う
つ
た
」
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
佐
藤
和
喜
氏
は
「
古

（６）

代
の
和
歌
の
多
声
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
来
、
歌
に
は
、
異
質
な
二

つ
の
も
の
の
性
質
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
異

質
な
二
つ
の
も
の
」
と
は
、
こ
こ
で
は
人
と
「
神
」
と
理
解
す
る
こ
と
に

したい。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
自
己
と
他
者
の
間
に
通
路
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
路

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
は
暖
昧
に
な
り
、
秩
序
は
破
壊
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
自
他
の
区
別
が
な
い
状
態
と
考
え
ら
れ
、
自
己
と
他
者
の
両

方
の
存
在
を
不
安
定
な
状
態
に
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
両

者
の
間
を
取
り
持
つ
も
の
が
な
く
な
れ
ば
、
双
方
の
範
囲
は
守
ら
れ
、
秩

序
は
回
復
さ
れ
、
両
者
は
確
立
す
る
。
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
は
、
そ

の
存
在
が
秩
序
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
が
、
消
滅
す
る
と
き
に

秩
序
を
再
び
回
復
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
秩
序
が
混
乱
し
て
い
れ

ば
、
そ
の
回
復
の
た
め
に
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
は
用
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
を
「
第
三
項
」
と
名
づ
け
た
の
は
今
村

仁
司
氏
で
あ
る
。
氏
の
ま
と
め
た
「
第
三
項
」
の
性
質
を
引
用
し
て
み

（７）
１ｒ今、司ノ。
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歌の構成について

第
三
項
は
あ
ら
ゆ
る
差
異
の
抹
消
。
つ
ま
り
、
無
差
別
の
空
間
で
あ

つ（》◎第
三
項
は
、
一
に
し
て
他
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
義
性
で
あ
る
。

（
傍
点
今
村
氏
）

歌
は
「
両
義
性
」
を
持
つ
か
ら
、
「
第
三
項
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
「
第
三
項
」
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
混
沌
と
し
た
状
態

に
秩
序
を
も
た
ら
す
。
歌
は
外
側
に
表
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
秩
序

を
回
復
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
歌
は
「
信
仰
」
か
ら
の
み
生
ま

れ
る
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
個
的
な
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
も
か
ま

わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
存
在
が
他
者
に
よ
っ
て
危
う

く
な
っ
た
時
に
発
せ
ら
る
も
の
で
あ
る
。
自
他
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
、

再
び
自
己
を
確
立
す
る
た
め
に
。
「
両
義
性
」
を
持
つ
歌
の
は
た
ら
き
か

ら
す
れ
ば
、
自
己
が
不
安
定
に
な
っ
た
状
態
こ
そ
が
、
歌
の
発
せ
ら
れ
る

契
機
で
あ
っ
た
。
折
口
氏
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
中
か
ら
「
信
仰
」
に
関

わ
る
も
の
だ
け
が
伝
え
ら
れ
残
り
、
今
我
わ
れ
の
前
に
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
一
方
で
、
我
わ
れ
の
身
近
に
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
び
と

の
共
感
を
よ
ぶ
歌
が
歌
い
継
が
れ
て
い
く
と
い
っ
た
現
象
の
起
こ
り
得
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

魂
が
不
安
定
に
な
っ
た
状
態
か
ら
安
定
さ
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
か

ら
、
歌
を
表
出
す
る
行
為
は
「
鎮
魂
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
鎮
魂
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
普
通
は
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
さ

れ
な
い
。
一
般
的
に
は
仏
教
的
な
、
死
者
の
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
意
味
で

の
「
鎮
魂
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
者
に
対
す
る
「
鎮
魂
」
と
い
う
も
の

は
、
死
者
に
そ
の
成
否
を
問
う
術
は
な
い
の
で
、
実
際
は
生
者
の
側
を
満

足
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
も
し
死
者
の
魂
が
鎮
ま
っ
て
い
な
け
れ

ば
、
生
き
て
い
る
側
は
不
安
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
死
者
に

対
す
る
「
鎮
魂
」
と
い
う
の
は
、
実
は
生
者
の
魂
を
鎮
め
る
こ
と
と
等
し

い
。
生
者
は
「
死
」
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
不
安
定
に
な
る
。

そ
の
不
安
定
さ
は
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
死
」
と

い
う
も
の
は
、
普
遍
的
に
他
者
ｌ
「
神
」
ｌ
と
置
き
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
「
死
」
は
、
生
き
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
決

（８）

し
て
で
き
な
い
も
の
、
「
絶
対
的
他
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
者
と
接
触

し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
「
不
安
定
さ
」
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
解
消
す
る

た
め
に
、
た
と
え
ば
「
死
」
と
関
わ
っ
た
時
な
ど
に
、
歌
は
発
せ
ら
れ
た

のである。
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
は
、
そ
の
性
質
故
に
、
ど
ち
ら
に
も
所
属
で

き
な
い
か
ら
、
一
つ
の
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
流
さ
れ
る

こ
と
が
運
命
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
歌
は
、
本
来
「
文
字
」
と
相
容
れ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
表
記
さ
れ
て
こ
の
世
に
残
る
も
の
で
は
な
く
、
発
音
さ

れ
消
え
て
い
く
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
た
の
も
こ
の
よ
ミ
フ
な
理
由
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
歌
を
作
る
人
た
ち
が
、
そ
の
有
名
さ
と
裏
腹
に
政
治
的
に
中

心
に
属
さ
ず
、
身
分
が
低
い
ま
ま
で
あ
る
の
も
、
そ
れ
に
関
わ
り
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歌
が
非
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
常

に
接
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
差
別
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

（９）
あ
る
。
翻
っ
て
、
普
通
の
人
び
と
が
、
日
常
的
に
「
天
地
を
う
ご
か
し
、

目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名

序
）
て
は
困
る
の
で
あ
る
。

「
神
」
と
人
と
の
な
か
だ
ち
を
す
る
と
い
、
フ
歌
の
は
た
ら
き
か
ら
考
え

る
と
、
歌
は
、
歌
の
世
界
に
入
る
部
分
、
歌
本
来
の
部
分
、
歌
の
世
界
か

ら
人
の
日
常
に
復
帰
す
る
部
分
と
い
、
フ
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
は
ず
で
あ
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歌の構成について

る
。
歌
は
非
日
常
の
世
界
か
ら
依
り
懇
い
て
く
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な

状
態
に
な
っ
た
時
、
自
然
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
能
動
的
に
歌
を
作
る
時
、
そ
の
冒
頭
部
に
は
、
一
度

歌
の
世
界
に
転
移
す
る
た
め
の
装
置
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
歌
ら
し
い
特
徴
を
持
つ
呪
的
な
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
歌
本
来

の
部
分
。
す
な
わ
ち
、
人
の
日
常
言
語
と
は
最
も
遠
く
離
れ
た
部
分
が
来

る
。
そ
れ
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
「
意
味
」
を
担
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に

等
し
い
。
そ
し
て
、
歌
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
ま
ま
で
は
ま
ず
い
の
で
、

再
び
人
の
世
界
に
戻
る
た
め
の
「
呪
的
な
」
言
葉
が
あ
っ
て
、
歌
は
結
ば

れ
る
。
論
理
と
し
て
、
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
前
出
佐
藤
氏
が
『
古
今
集
』
九
九
四
番
の
歌
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い

（Ⅲ）

ることに、
琴
を
弾
き
な
が
ら
歌
を
詠
み
、
そ
の
後
、
寝
た
と
い
う
こ
と
は
、
次

第
に
神
懇
り
し
な
が
ら
歌
を
詠
み
、
そ
の
神
葱
り
状
態
か
ら
覚
め
て

寝
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
は
女
の
日
常
の
意
識
と
は
切
れ
た
、

葱
依
の
言
語
と
し
て
の
呪
術
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
神
懇
り
状
態
」
と
は
い
え
、
歌
に
よ
る
そ
れ
は
、

（Ⅱ）

向
こ
う
か
ら
依
り
葱
い
て
く
る
と
い
っ
た
よ
う
な
受
け
身
、
あ
る
い
は
自

然
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
で
制
御
で
き
る

（肥）

も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
者
と
の
接
触
に
よ
っ
て
日
常
の
秩

序
が
破
壊
さ
れ
た
時
、
再
び
秩
序
を
取
り
戻
す
た
め
の
手
段
と
し
て
こ
の

「
神
懸
り
状
態
」
は
用
い
ら
れ
る
。
先
程
も
述
べ
た
通
り
、
「
両
義
性
」
を

持
つ
も
の
は
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
神
葱
り
状
態
」
と
は

人
と
「
神
」
と
の
ど
ち
ら
に
属
し
て
い
る
の
か
暖
昧
な
状
態
で
あ
る
。

「
神
葱
り
状
態
」
に
な
り
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
暖
昧
な
言
葉
ｌ
歌
Ｉ

ｌ
と
共
に
「
神
懇
り
状
態
」
は
解
消
さ
れ
、
秩
序
も
回
復
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
歌
の
は
た
ら
き
は
、
そ
の
「
両
義
性
」
を
持
つ
と
い
う
性
質
か
ら
考

え
て
、
秩
序
の
回
復
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

自
分
で
制
御
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
手
続
き
が
確
立
し
て
い
る

と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
は
、
一
首
一
首
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
の
よ
う
に

見
え
る
が
、
あ
る
一
定
の
決
ま
り
に
則
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
善
フ
か
。
そ
れ
は
、
歌
は
人
に
と
っ
て
非
日
常
に
属
す
る
も
の
で
、
日
常

に
復
帰
す
る
手
段
が
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
危
険
な
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
歌
に
あ
る
決
ま
り
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
具
体

的
に
『
万
葉
集
」
の
中
の
歌
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
今
述

べ
た
よ
言
フ
に
「
歌
の
世
界
」
か
ら
日
常
に
復
帰
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
結
び
の
句
に
歌
と
し
て
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
中
の
人
麻
呂
長
歌
の
末
尾
の
分
析
か
ら
、
鈴
木
日

出
男
氏
は人

麻
呂
の
長
歌
の
末
尾
に
右
の
よ
急
フ
な
二
通
り
の
類
型
が
見
出
せ
る

よ
壱
フ
に
、
短
歌
一
般
の
後
半
も
も
と
も
と
、

（
Ａ
）
５
．
７
／
７
（
Ｂ
）
５
．
７
．
７

と
い
、
フ
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
の
二
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
る
。

（旧）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
末
尾
の
七
音
が
「
独
立
的
」
で
あ
る
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
短
歌
の
場
合
に
は
「
短
歌
一
般
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
だ
か
、
長
歌
の
場
合
で
も
人
麻
呂
の
も
の
に
限
る
必
要
は

な
く
、
ひ
ろ
く
長
歌
全
体
に
当
て
は
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
壱
フ
。
あ
る
い

｜｜、
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歌の構成について

は
、
佐
藤
和
喜
氏
は
、

五
七
調
の
短
歌
体
は
、
一
・
二
句
、
三
・
四
句
、
五
句
に
分
か
れ
、

そ
の
一
・
二
句
と
三
・
四
句
が
表
裏
の
関
係
を
な
し
、
五
句
は
四
句

ま
で
の
言
い
換
え
・
繰
り
返
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な

い。

（Ⅲ）

と
述
べ
て
い
る
。
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
は
、
結
び
の
こ
の
七
音
は
、

「
独
立
的
」
、
「
補
足
的
」
も
の
、
あ
る
い
は
「
言
い
換
え
・
繰
り
返
し
」

と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
で
は
何
故
結
び
の
七
音
に
は
そ
の
よ
う

な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
た
別
の
観

（旧）

点
か
ら
、
結
び
の
七
音
句
の
意
味
づ
け
を
考
え
て
み
る
。

（
前
略
）
大
夫
と
思
へ
る
わ
れ
も
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
思

ひ
遣
る
た
づ
き
を
知
ら
に
網
の
浦
の
海
処
女
ら
が
焼
く
塩

の
思
ひ
そ
焼
く
る
わ
が
下
心
（
五
）

冬
ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
鳴
か
ざ
り
し
烏
も
来
鳴
き
い
咲

か
ざ
り
し
花
も
咲
け
れ
ど
山
を
茂
み
入
り
て
も
取
ら
ず
草

深
み
取
り
て
も
見
ず
秋
山
の
木
の
葉
を
見
て
は
黄
葉
を
ば

取
り
て
そ
し
の
ふ
青
き
を
ぱ
置
き
て
そ
嘆
く
そ
こ
し
恨
め
し

秋
山
わ
れ
は
（
一
六
）

紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め
や
も

（一一一）

み
吉
野
の
山
の
嵐
の
寒
け
く
に
は
た
や
今
夜
も
わ
が
独
り
寝
む（七四）

我
が
大
君
物
な
思
ほ
し
皇
神
の
副
へ
て
賜
へ
る
我
が
な
け
な
く
に

（七七）

（
前
略
）
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
京
の
佐
保
川
に
い
行
き
至
り

て
わ
が
宿
た
る
衣
の
上
ゆ
朝
月
夜
さ
や
か
に
見
れ
ば

拷
の
穂
に
夜
の
霜
降
り
磐
床
と
川
の
氷
凝
り
寒
き
夜
を

い
こ
ふ
こ
と
な
く
通
ひ
つ
つ
作
れ
る
家
に
千
代
に
ま
で
来

ま
せ
大
君
よ
わ
れ
も
通
は
む
（
七
九
）

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
結
び
の
句
に
い
ず
れ
も
「
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
含

ま
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
（
と
そ
の
所
有
の
形
）
は
、
「
万
葉

集
』
の
歌
の
中
で
は
、
結
び
の
部
分
に
比
較
的
現
れ
易
い
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
前
述
の
「
神
懇
り
の
状
態
」
は
「
歌
の
世
界
」
そ
の
も
の
だ

と
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
歌
の
世
界
」
は
人
に
と
っ
て
非
日

常
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
考
え
て

み
る
に
、
そ
こ
か
ら
再
び
人
の
世
界
に
復
帰
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、

「
わ
れ
」
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
有
効
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

自
己
を
明
ら
か
に
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
範
囲
を
再
確
認

（脂）

し
、
「
歌
の
世
界
」
を
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
、
後
に
述
べ
る
歌
い
出
し
の
部
分
に
も
「
わ
れ
」
と
い
う
意
識
は
出

て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
わ
れ
」
は
所
有
の
形
が
多
く
、
主
語
と
な
っ

て
い
る
も
の
は
少
な
い
。

あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る（二○）

み
吉
野
の
耳
我
の
嶺
に
時
な
く
そ
雪
は
降
り
け
る
間
な
く

そ
雨
は
零
り
け
る
そ
の
雪
の
時
な
き
が
如
そ
の
雨
の
間

な
き
が
如
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し
そ
の
山
道
を（二五）

巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
思
は
な
巨
勢
の
春
野
を

（五四）
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歌の構成について

引
馬
野
に
に
ほ
ふ
榛
原
入
り
乱
れ
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に（五七）

七
・
七
と
い
う
、
音
数
と
し
て
は
単
な
る
繰
り
返
し
の
部
分
で
あ
る
が
、

『
万
葉
集
』
の
中
で
は
、
先
ほ
ど
の
鈴
木
氏
の
分
類
で
い
え
ば
（
Ａ
）
に

あ
た
る
も
の
も
比
較
的
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
短
歌
形
式
で
は

「
四
句
切
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
「
倒
置
法
」
と
い
、
フ
語
で
表
せ
る
よ
う
な
表
現
技
法
を
見
る
こ
と
も
で

き
る
。
日
常
の
言
語
秩
序
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
「
歌
の
世
界
」
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
装
置
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
意
識
的
に
語
順
を
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
歌
の
世
界
が
い
っ
た
ん
途
切
れ
、
日
常
の
世
界
に
戻
る
こ
と
が
明
白

に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
一
連
の
言
葉
の
終
結
を
先
に
持
っ
て
き
て

し
ま
え
ば
、
末
句
の
後
に
も
う
言
葉
が
来
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
。

だ
か
ら
「
歌
の
世
界
」
も
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
前
略
）
吉
野
の
国
の
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
に
宮
柱
太

敷
き
ま
せ
ば
百
磯
城
の
大
宮
人
は
船
並
め
て
朝
川
渡
り

船
競
ひ
夕
河
渡
る
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の

古
の
人
に
わ
れ
あ
れ
や
さ
さ
な
み
の
故
き
京
を
見
れ
ば
悲
し
き（一一一一一）

あ
ら
れ
打
つ
あ
ら
れ
松
原
住
吉
の
弟
日
娘
と
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（六五）

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

（一一一一一一）

い
や
高
知
ら
す
水
激
つ
滝
の
都
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も（一ニーハ）

現
に
も
今
も
見
て
し
か
夢
の
み
に
手
本
纏
き
寝
と
見
れ
ば
苦
し
も

（二八八○）

こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
結
び
の
句
で
「
見
る
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
感
情

パターン

を
表
出
す
る
と
い
う
型
が
認
め
ら
れ
る
。
「
見
る
」
主
体
は
当
然
「
わ

れ
」
で
あ
る
、
フ
か
ら
、
最
初
に
挙
げ
た
型
と
も
共
通
す
る
点
を
持
ち
、

「
私
と
い
、
フ
意
識
」
に
回
帰
す
る
表
現
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
何
か

を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
歌
を
発
す
る
必
要
性
が
生
じ
、
そ
れ
を
言
葉
に
し

た
時
の
表
現
の
型
で
あ
る
。
「
見
」
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
情
は
個

人
に
よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
皆
に
共
通
す
る
「
言
葉
」

と
し
て
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
強
引
に
「
言

葉
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
い
収
め
て
い
る
。
個
別
性
を
詳
細

に
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
に
共
通
す
る
表
現
の
型

に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
中
の
秩
序
を
回
復
し
よ
、
フ
と
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
の
「
言
葉
」
で
も
あ
る
一
方
で
、
皆
に
共
通
す

る
「
言
葉
」
は
「
両
義
性
」
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
に
挙
げ
る
歌
に
見
ら
れ
る
も
の
も
表
現
の
類
型
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

朝
霧
に
濡
れ
に
し
衣
干
さ
ず
し
て
独
り
か
君
が
山
道
越
ゆ
ら
む

（一一ハーハーハ）

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

（二二九）

楽
浪
の
志
賀
津
の
子
ら
が
罷
道
の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

（一二八）

古
に
妹
と
わ
が
見
し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
牛
潟
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も

（一七九八）
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歌の構成について

あ
し
ひ
き
の
山
の
黄
葉
に
雫
あ
ひ
て
散
ら
む
山
道
を
君
が
越
え
ま
く

（四二二五）

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
明
ら
か
に
「
山
道
越
ゆ
ら
む
」
と
い
う
句
か
そ
れ
に

近
い
表
現
で
歌
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
前
四
句
が
ど
う

で
あ
ろ
う
と
も
結
び
を
こ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
よ
っ
て
一
首
は
必
ず
安
定

し
て
終
結
す
る
。
他
に
も
、
志
貴
皇
子
の
一
四
一
八
番
「
萌
え
出
づ
る
春

に
な
り
に
け
る
か
も
」
に
代
表
さ
れ
る
、
「
な
り
に
け
る
か
も
」
に
よ
る

歌
い
お
さ
め
の
方
法
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
結
び
の
句
の
表
出
の
仕
方
が
、
い
く
つ

パ
タ
ー
ン

か
の
型
に
分
類
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
ど
、
う
い
、
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ

は
、
そ
こ
が
「
呪
文
の
よ
う
な
部
分
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
呪
文
の
よ
、
フ
な
部
分
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
「
決
ま
り
」
に

則
っ
て
表
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
等
し
い
だ
ろ
う
。
個
人
の
枠
を
越
え

た
「
決
ま
り
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
は
何
か
「
力
」
を
持
つ
と

い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
歌
の
世
界
を
そ
こ
で
終
わ
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
再
び
人
の
世
界

に
復
帰
さ
せ
得
る
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
歌
の
歌
い
収

草
陰
の
荒
藺
の
崎
の
笠
島
を
見
つ
つ
か
君
が
山
道
越
ゆ
ら
む
（
三
一

九二）
梓
弓
末
は
知
ら
ね
ど
愛
し
み
君
に
副
ひ
て
山
道
越
え
来
ぬ
（
三
一
四

九）玉
か
つ
ま
島
熊
山
の
夕
暮
に
独
り
か
君
が
山
道
越
ゆ
ら
む
（
三
一
九

一一一） 山
科
の
石
田
の
小
野
の
柞
原
見
つ
つ
か
君
が
山
道
越
ゆ
ら
む

（一七三○）

め
の
部
分
に
は
い
く
つ
か
の
表
出
の
型
が
あ
っ
て
、
個
人
の
枠
を
越
え
た

と
こ
ろ
の
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
に
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
歌
の
中
間
部
分
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
歌
の
中
間
に
お
い

て
顕
著
な
特
徴
は
、
対
句
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
短
歌
で

は
分
か
り
づ
ら
い
の
で
長
歌
を
対
象
と
し
て
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の

長
歌
は
そ
の
中
間
の
大
部
分
を
対
句
構
成
が
占
め
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な

言
葉
が
用
い
ら
れ
る
か
は
歌
の
主
題
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
が
、
構
成
と

い
、
フ
面
か
ら
は
、
や
は
り
類
型
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
巻
一
の
三
十
八
番
「
吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麿

の
作
れ
る
歌
」
を
例
に
し
て
見
て
み
よ
う
。

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と

吉
野
川
激
つ
河
内
に
高
殿
を
高
知
り
ま
し
て
登
り
立
ち

国
見
を
せ
せ
ば

畳
は
る
青
垣
山
山
神
の
奉
る
御
調
と

一

鱸垂Ⅷば花鋤撫机淵舳り｝

逝
き
副
ふ
川
の
神
も
大
御
食
に
仕
へ
奉
る
と

吐元柵嘩州剛湖肱朏す｝

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
の
御
代
か
も
（
三
八
）

先
に
挙
げ
た
十
六
番
額
田
王
の
歌
も
そ
う
な
の
だ
が
、
こ
の
歌
の
中
間
部

分
も
「
対
句
」
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
対
句
」
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
空
間
は
現
実
的
で
は
な
い
。
山
や
川
、
上
つ
瀬
、

下
つ
瀬
は
ま
だ
し
も
、
春
と
秋
の
風
景
が
現
実
に
一
度
に
眼
前
に
現
れ
る
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（Ⅳ）

わ
け
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
抽
象
的
な
虚
構
の
風
景
で
あ
っ
て
、

言
葉
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
歌
の
中
だ
け

に
現
出
し
た
世
界
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
歌
の
中
だ
け
の
世
界
」
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
現
実
的
に
は
何
も
「
意
味
」
し
て
い
な

い
。
当
然
、
こ
れ
は
「
人
に
と
っ
て
の
意
味
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

歌
が
何
に
対
し
て
表
出
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

性
質
は
理
解
で
き
る
。

も
と
も
と
歌
は
、
「
意
味
を
伝
達
す
る
」
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

先
に
折
口
氏
の
、
「
神
に
う
つ
た
ふ
」
こ
と
と
歌
に
は
関
連
が
あ
る
と
い

う
発
言
を
引
用
し
た
が
、
歌
が
「
神
」
に
向
か
っ
て
表
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
の
な
ら
、
「
人
」
に
と
っ
て
「
意
味
」
を
持
た
な
い
こ
と
は
当
然
で

あ
る
。
人
が
、
も
し
意
味
を
伝
達
し
た
い
の
な
ら
ば
、
「
散
文
」
を
用
い

れ
ば
よ
い
。
現
在
で
も
、
た
と
え
ば
新
聞
の
記
事
や
取
扱
説
明
書
な
ど
は

「
散
文
」
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
「
散
文
」
に
は

リ
ズ
ム
が
な
い
。
音
の
高
低
や
、
言
葉
の
音
の
数
の
制
限
も
な
い
。
「
散

文
」
に
は
よ
け
い
な
決
ま
り
事
が
な
い
か
ら
、
何
か
を
説
明
す
る
時
に
は

適
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
散
文
」
の
性
質
は
、
「
散
文
」

が
「
書
」
い
て
「
見
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
た
手
段
で
あ
る
こ
と
も
示
し

て
い
よ
う
。
誰
も
が
、
何
度
も
繰
り
返
し
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
が
、
「
散
文
」
に
よ
る
「
意
味
」
の
伝
達
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ

つ（》Ｏそ
れ
に
対
し
て
「
韻
文
」
は
、
よ
け
い
な
決
ま
り
事
が
い
ろ
い
ろ
あ

り
、
ま
ず
、
そ
れ
に
則
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
「
韻
文
」
の
言

語
表
現
の
中
に
は
、
「
枕
詞
」
や
「
序
詞
」
な
ど
、
直
接
の
「
意
味
」
の

伝
達
に
必
要
の
な
い
技
法
も
様
ざ
ま
あ
る
。
音
の
高
低
や
リ
ズ
ム
な
ど
と

合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
歌
は
人
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
を
伝
達
す
る
手
段

で
は
な
か
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
歌
と
い
う
形

式
に
よ
っ
て
問
い
か
け
ら
れ
た
時
に
、
歌
と
い
う
形
式
を
以
て
答
え
て
い

る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
意
味
」
と
い
う
も
の
が
歌

の
中
で
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
散
文
」
で
答
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
の

で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
歌
の
中
だ
け
の
「
意
味
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
か
．
だ
か
ら
、
普
通
の
問
い
か
け
に
対
し
て
歌
を
以
て
答
え
る
場
合

は
あ
る
が
、
歌
の
問
い
か
け
に
対
し
て
「
散
文
」
で
答
え
る
例
の
な
い
こ

と
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
歌
の
中
で
は
、
言
葉
が
重
ね
ら
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
「
意
味
」
と
し
て
ま
つ
す
ぐ
に
繋
が
っ
て
い

る
と
は
限
ら
な
い
・

で
は
、
最
後
に
歌
い
出
し
の
部
分
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
歌
い
出
し
の

部
分
を
見
て
ゆ
く
と
、
こ
こ
に
も
い
く
つ
か
の
表
出
の
型
が
あ
っ
た
よ
う

（旧）

に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
枕
詞
」
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
巻
一
か
ら
巻
三
の
中
に
は
、

「
あ
か
ね
さ
す
」
二
○
（
額
田
王
）
、
一
六
九
（
柿
本
人
麻
呂
）

「
あ
し
ひ
き
の
」
四
一
四
（
大
伴
家
持
）
、
四
七
七
（
大
伴
家
持
）
、
一
○

七
（
大
津
皇
子
）

「
あ
ま
ざ
か
る
」
一
三
七
（
不
詳
）
、
二
五
五
（
柿
本
人
麻
呂
）

「
あ
を
に
よ
し
」
八
○
（
不
詳
）
、
三
二
八
（
小
野
老
）

「
い
さ
な
と
り
」
一
五
三
（
倭
大
后
）

「
く
さ
ま
く
ら
」
四
二
六
（
柿
本
人
麻
呂
）
、
六
九
（
清
江
娘
子
）

「
さ
さ
な
み
の
」
一
五
四
（
石
川
夫
人
）
、
三
三
（
高
市
古
人
）
、
二
○
六

（
置
始
東
人
）
、
一
二
八
（
柿
本
人
麻
呂
）
、
三
一
、
三
○

（ともに柿本人麻呂）
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「
ち
は
や
ぶ
る
」
四
○
四
（
娘
子
）

「
と
ぶ
と
り
の
」
一
九
四
、
一
九
六
（
と
も
に
柿
本
人
麻
呂
）
、
七
八
（
持

統天皇か？）

「
ひ
さ
か
た
の
」
二
九
二
（
角
麿
）
、
三
七
九
（
大
伴
坂
上
郎
女
）
、
二
四

○
（
柿
本
人
麻
呂
）
、
二
○
○
（
柿
本
人
麻
呂
）
、
一
六

八
（
柿
本
人
麻
呂
）

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
は
じ
ま
り
方
に
対
し
て
、
現
代
人
の
我
わ
れ

は
よ
り
歌
ら
し
さ
を
感
じ
る
。
こ
の
「
歌
ら
し
さ
を
感
じ
る
」
こ
と
は
、

「
枕
詞
」
が
我
わ
れ
の
日
常
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
枕
詞
」
が
我
わ
れ
に
と
っ
て
同
時
代
的
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
わ
れ
の
日
常
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
荘
重
さ
（
非
日
常
性
）
が
感
じ
ら
れ
、
歌
ら

し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
頃
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
「
枕

詞
」
は
日
常
の
表
現
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
日
常
身
の
ま
わ
り
に
あ
る

も
の
す
べ
て
に
「
枕
詞
」
が
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
も

の
に
し
か
つ
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
「
枕
詞
」
が
つ
い
て
い
れ
ば
改
ま

っ
た
印
象
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
一
方
で
、
こ
れ
が
「
枕
詞
」
を
使
っ

た
歌
の
す
べ
て
の
例
で
は
な
い
が
、
全
体
的
に
、
人
麻
呂
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
所
謂
「
歌
人
」
の
歌
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
歌
の
世
界
に
近
い

も
の
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
は
り
「
歌
人
」
の
よ
』
フ
に

頻
繁
に
歌
と
接
す
る
人
び
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

あ
る
い
は
、
天
皇
に
関
わ
る
内
容
の
歌
の
時
に
、
「
や
す
み
し
し
わ

ご
大
君
」
と
い
う
句
で
は
じ
ま
る
の
も
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
。
次
に
挙
げ

る
よ
う
に
「
み
や
こ
」
に
関
す
る
歌
も
「
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
」
で

は
じ
ま
っ
て
い
る
。
「
み
や
こ
」
は
天
皇
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
同
じ
よ
、
フ
な
語
句
で
始
ま
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
三

六
番
も
「
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
」
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

外
に
も
い
く
つ
か
例
が
あ
る
。

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
敷
き
ま
せ
る
国
の
中
に
は
京
師
し
思
ほ
ゆ

（三二九）

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
高
敷
か
す
日
本
の
国
は
皇
祖
の

神
の
御
代
よ
り
敷
き
ま
せ
る
国
に
し
あ
れ
ば
生
れ
ま
さ
む

御
子
の
つ
ぎ
つ
ぎ
天
の
下
知
ら
し
ま
さ
む
と
八
百
万
千
年

を
か
ね
て
定
め
け
む
平
城
の
京
師
は
（
後
略
）
（
一
○
四
七
）

「
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
」
と
い
う
句
も
「
枕
詞
」
と
同
様
に
、
は
じ

ま
り
方
の
「
定
型
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
は
少
な
い

の
で
あ
る
が
、
歌
の
歌
い
は
じ
め
の
部
分
に
も
決
ま
り
が
あ
っ
た
と
言
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
び
の
句
に
比
べ
る
と
表
出
の
パ
タ
ー
ン
が
少

な
い
の
は
、
既
に
「
歌
の
世
界
」
に
入
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
歌
の
世
界
」
に
い
る
か
ら
こ
そ
歌
は
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
歌
の
世
界
」
に
入
る
た
め
の
詞
章
が
必
要
と
さ
れ

る
場
合
は
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
自
分
の
意
志
に
関
わ
り

な
く
、
他
人
か
ら
歌
を
詠
め
と
命
じ
ら
れ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
し
か

し
、
や
は
り
全
体
的
に
見
れ
ば
、
歌
に
は
そ
れ
に
則
れ
ば
歌
に
な
る
と
い

う
決
ま
り
が
あ
っ
た
。
誰
で
も
が
そ
の
方
法
に
則
れ
ば
歌
を
作
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
、
う
こ
と
で
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
決
ま
り
を
決
め
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
ほ
ど
歌
は
危
険
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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歌
を
冒
頭
の
部
分
、
中
間
部
、
そ
し
て
結
び
の
部
分
に
分
け
て
み
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
表
出
の
型
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
最
も
顕
著
な
特

徴
を
示
し
て
い
る
の
が
結
び
の
部
分
で
、
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
決
ま
り

文
句
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
則
れ
ば
、
そ
れ
以
前
が
ど
ん
な
に
個

別
性
に
あ
ふ
れ
た
詞
章
で
あ
る
、
フ
と
も
、
歌
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
。
す
な
わ
ち
一
首
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
歌
の
中
間
部
は
対
句
の
用
い
ら
れ
て
い
る
割
合
が
高
い
。
こ
れ

て
は
、
こ
の
部
分
が
現
実
か
ら
離
れ
た
、
歌
ら
し
い
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示

、乱している。ここで言う「現実から離れた」とは、我われの日常

帥の「意味」に真っ直ぐ向かっていかないということである。歌

備は中間部において、言葉によって「歌の世界」を構成する。だ

歌
か
ら
、
歌
と
し
て
の
「
内
容
」
は
こ
の
部
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日

常
の
「
意
味
」
は
担
わ
な
い
が
、
歌
が
何
故
発
せ
ら
れ
た
の
か
を
示
す

「
内
容
」
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

長
歌
に
お
い
て
は
、
今
述
べ
た
二
つ
の
部
分
に
は
明
ら
か
に
特
徴
が
あ

る
。
ま
た
、
短
歌
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
見
出
せ
る
。
短
歌
の
中
間
部

に
対
句
を
用
い
る
こ
と
は
音
数
か
ら
み
て
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
長
歌
と

同
じ
よ
う
に
、
意
味
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
に
分
岐
し
よ
う
と
す
る
詞
章
を
、

少
な
く
と
も
結
び
の
句
が
絡
め
と
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
短

歌
も
長
歌
も
、
結
び
の
句
の
は
た
ら
き
は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
長
歌
と
短
歌
の
結
び
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
た
と
え
ば

山
上
憶
良
の
作
と
見
ら
れ
る
八
九
七
番
と
八
九
八
番
で
あ
る
。
八
九
七
番

三
、

は
長
歌
で
、
「
た
ま
き
は
る
」
と
い
う
枕
詞
で
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
「
歌

人
」
の
歌
の
特
徴
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
結
び
の
句
は
「
実
の

み
し
泣
か
ゆ
」
で
、
自
分
の
動
作
で
は
あ
る
が
、
前
に
挙
げ
た
結
び
の
句

の
型
で
は
な
い
。
し
か
し
、
続
く
反
歌
の
八
九
八
番
も
「
実
の
み
し
泣
か

ゆ
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
長
歌
・
反
歌
が
同
じ
言
葉
で
結
ば

れ
る
例
は
八
九
四
、
八
九
五
番
に
も
見
ら
れ
、
長
歌
の
結
び
方
が
短
歌

（
反
歌
）
に
も
及
ぶ
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
長
歌
で
結
び
の
型
が
明
ら

か
で
な
い
場
合
で
も
、
短
歌
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
結
び
の
型
が
あ
る

よ、フだ。
そ
し
て
、
冒
頭
部
に
は
、
「
枕
詞
」
で
は
じ
ま
る
例
が
幾
つ
か
の
歌
に

見
ら
れ
る
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
は
、
結
び
の
部
分
や
中
間
部
と
比
べ
る

と
特
徴
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
「
枕
詞
」
は
歌
の
中
で

は
大
き
な
要
素
で
、
「
歌
ら
し
さ
」
を
醸
し
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
か
、
「
歌
人
」
が
発
す
る
歌
に
「
枕
詞
」
で
は
じ
ま
る
も
の
を
多
く
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
か
ら
「
歌
の
世
界
」
に
入
っ
て
い
こ
、
フ
と
す

る
時
に
必
要
な
装
置
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

歌
の
中
間
部
は
日
常
の
「
意
味
」
か
ら
離
れ
た
、
「
歌
の
世
界
」
で
あ

る
と
述
べ
た
が
、
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た
三
八
番
「
吉
野
の
宮
に
幸
し
し

時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麿
の
作
れ
る
歌
」
が
、
現
実
の
世
界
と
大
き
く
か
け

離
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
歌
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
眼
前
に
広
が
っ
て
い
る
風
景
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

を
、
も
し
散
文
で
表
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
「
嘘
」
に
な
る
。
受
け
手

は
何
の
現
実
感
も
抱
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
歌
が
受
け
手
に
あ
る
一
定

の
現
実
感
を
与
え
る
の
は
、
そ
れ
が
「
歌
」
と
い
う
形
で
表
出
さ
れ
た
か

ら
だ
。
歌
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
あ
る
一
定
の
表
出
の
仕
方
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に
則
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
受
け
手
に
現
実
感
を
も
た
ら
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
回
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
歌
の
中
で
の
現

実
で
し
か
な
い
が
、
歌
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
言
葉
に
よ
っ
て
一
つ
の
世

界
、
歌
の
中
で
の
現
実
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
歌
の
中
で

の
現
実
」
こ
そ
が
歌
の
「
意
味
」
で
あ
り
、
ま
た
機
能
で
あ
る
。
「
機
能
」

で
あ
り
「
意
味
」
で
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
は
人
の
日
常
に
と
っ
て
「
意

味
」
を
為
し
て
い
な
い
。
で
は
、
ど
こ
に
対
し
て
そ
の
「
機
能
」
を
発
揮

し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
折
口
氏
が
「
神
の
了
解
と
同
情
と
に
細
る
方

法
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
「
神
」
と
の
交
渉
の
手
段
と
し
て
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
歌
が
「
意
味
」
を
持
つ
の
は
「
神
」
の
側
に
対
し
て
で
あ
っ

た
。
歌
が
全
体
と
し
て
人
と
「
神
」
の
「
両
義
性
」
を
持
つ
の
で
あ
る
か

ら
、
人
の
日
常
に
と
っ
て
「
意
味
」
を
為
さ
な
い
部
分
は
「
神
」
の
側
に

は
た
ら
き
か
け
る
も
の
だ
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
現
実
的
で
は
な
い
と
思

わ
れ
て
い
た
「
歌
の
中
の
世
界
」
も
、
「
神
」
の
側
の
も
の
と
し
て
は

「
現
実
」
的
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

歌
が
、
人
び
と
の
日
常
か
ら
離
れ
た
「
楽
し
み
」
と
し
て
あ
る
こ
と

も
、
歌
の
機
能
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
が
発
せ
ら

れ
た
場
面
を
見
て
い
く
と
、
旅
に
あ
る
な
ど
喪
失
感
を
と
も
な
う
場
合
が

多
い
の
だ
が
、
一
方
で
酒
宴
な
ど
の
「
楽
し
み
」
の
場
も
あ
る
。
歌
が
信

仰
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
楽
し
み
」
の
場
で
発
せ
ら
れ
る
こ

と
に
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歌
の
機
能
が
自
分
の
内

な
る
も
の
を
他
者
に
投
げ
か
け
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
楽
し

み
」
の
場
で
発
せ
ら
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
稿
で
見
た
歌
の
構
成
の
特
徴
は
、
論
理
的
に
は
す
べ
て
の
歌
に
共

通
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
『
万
葉
集
』
を
見
て
み
る

と
、
す
べ
て
の
歌
に
同
じ
よ
う
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
完
全
に
構
成
が
整
っ
て
い
る
歌
は
少
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
少
な

い
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
前
節
の
歌
い
出
し
の
部
分
で
触
れ
た

よ
う
な
「
歌
人
」
の
歌
は
、
比
較
的
こ
の
構
成
に
則
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た
巻
一
・
十
六

番
の
額
田
王
の
歌
も
そ
う
で
あ
る
が
、
他
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

玉
裡
畝
火
の
山
の
～
大
宮
処
見
れ
ば
悲
し
も

（
二
九
）
柿
本
朝
臣
人
麻
呂

な
ま
よ
み
の
甲
斐
の
国
～
不
尽
の
高
嶺
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
三
一
九
）
高
橋
連
虫
麿

春
日
を
春
日
の
山
の
～
思
ひ
そ
わ
が
す
る
逢
は
い
児
ゆ
ゑ
に

（
三
七
二
）
山
部
宿
禰
赤
人

ひ
さ
か
た
の
天
の
原
よ
り
～
わ
れ
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
ぬ
か

も

（
三
七
九
）
大
伴
坂
上
郎
女

恐
意
的
に
、
構
成
の
当
て
は
ま
る
歌
の
冒
頭
部
と
結
び
の
部
分
を
抜
き
出

し
て
み
た
が
、
彼
ら
は
、
や
は
り
、
あ
る
一
定
の
「
歌
の
作
り
方
」
と
い

っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
に
歌
に
触
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
知
恵
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
歌
が
「
神
」
の
側

と
触
れ
合
う
手
段
で
あ
っ
て
、
人
に
と
っ
て
非
日
常
の
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
手
順
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
も
し
歌
を
作
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
「
歌
人
」
で
な
い
我

わ
れ
も
、
ど
こ
か
に
そ
の
よ
う
な
決
ま
り
を
感
じ
な
が
ら
歌
を
作
っ
て
い

るのではないだろ、フか。

本
稿
の
中
で
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
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文
付
』
講
談
社
文
庫
に
よ
る
。

注
（
１
）
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
に
は
、
神
武
天
皇
が
伊
須
気
余
理
比
売
に

求
婚
す
る
時
に
、
大
久
米
命
と
歌
で
問
答
を
す
る
記
事
が
あ
る
。

『
古
事
記
」
『
日
本
書
紀
』
の
中
に
は
、
歌
に
よ
っ
て
問
答
し
て
い
る

場
面
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
現
在
の
我
わ
れ
の
周
囲
か
ら
類
推

す
る
と
、
現
実
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
ま

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

た
、
現
在
、
舞
台
な
ど
で
「
音
楽
劇
」
を
観
る
時
、
何
か
違
和
感
を

感
じ
る
の
も
、
歌
で
会
話
が
成
り
立
つ
こ
と
に
不
自
然
さ
を
感
じ
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
違
和
感
」
が
い
く
ぶ
ん
か
の

「
は
ず
か
し
さ
」
で
あ
る
の
は
、
同
じ
言
語
表
現
で
あ
り
な
が
ら
歌

と
い
う
形
式
で
表
出
さ
れ
た
時
に
伝
わ
る
も
の
が
違
う
か
ら
で
あ
る

、『ノ。

（
２
）
し
か
し
、
和
歌
の
拍
を
西
洋
の
音
符
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
に

は
多
少
疑
問
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
太
鼓
の
演
奏
で
は
、
西

洋
の
音
楽
で
い
え
ば
ド
ラ
ム
や
ベ
ー
ス
ギ
タ
ー
が
担
当
す
る
よ
う

な
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
な
る
等
間
隔
の
打
撃
は
な
い
。
緩
急
が
あ
る

時
は
、
全
体
が
同
じ
よ
う
に
緩
急
を
持
つ
。
あ
た
か
も
メ
ト
ロ
ノ
ー

ム
に
合
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
和
歌
に
当
て
は
ま
る
の
だ
ろ
う

か。
（
３
）
藤
井
貞
和
『
物
語
文
学
成
立
史
』
東
京
大
学
出
版
会

（
４
）
「
國
文
學
の
發
生
（
第
四
稿
）
」
に
は

た
ず
今
、
文
學
の
信
仰
起
源
説
を
最
、
頑
な
に
把
っ
て
居
る
の

は
、
恐
ら
く
は
私
で
あ
ら
う
。
性
の
牽
引
や
、
咄
瑳
の
感
激
か

ら
出
發
し
た
と
す
る
學
説
な
ど
、
は
、
當
分
折
り
あ
へ
な
い
其

等
の
假
説
の
峡
鮎
を
見
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
常
識
の
範
囲
を
脱

し
な
い
合
理
論
は
、
一
等
大
切
な
唯
の
一
黙
を
す
ら
考
へ
洩
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
音
聲
一
途
に
葱
る
外
な
い
不
文
の
發
想

が
、
ど
う
言
ふ
訣
で
、
當
座
に
消
滅
し
な
い
で
、
永
く
保
存
せ

ら
れ
、
文
學
意
識
を
分
化
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
懸
愛

や
悲
喜
の
激
情
は
、
感
動
詞
を
構
成
す
る
事
は
あ
っ
て
も
、
文

章
の
定
型
を
形
づ
く
る
事
は
な
い
。
又
、
第
一
、
傳
承
記
憶
の

値
打
ち
が
何
虚
か
ら
考
へ
ら
れ
よ
う
。
口
頭
の
詞
章
が
、
文
學

意
識
を
發
生
す
る
ま
で
も
保
存
せ
ら
れ
て
行
く
の
は
、
信
仰
に

關
聯
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
信
仰
を
外
に
し
て
、
長
い
不
文

の
古
代
に
存
續
の
力
を
持
っ
た
も
の
は
、
一
つ
と
し
て
考
へ
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
に
根
ざ
し
あ
る
事
物
だ
け
が
、
長
い

生
命
を
持
っ
て
來
た
。
ゆ
く
り
な
く
發
し
た
言
語
詞
章
は
、
即

座
に
影
を
消
し
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
は
、
「
文
学
の

発
生
」
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
維
持
さ
れ
た
理
由
」
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
発
言
を
見
て
み
る
と
、
口
頭
で
発
せ
ら
れ
た
詞
章
が

や
が
て
文
学
意
識
を
伴
う
よ
、
フ
に
な
る
の
だ
が
、
文
学
意
識
を
伴
う

ま
で
保
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
信
仰
」
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る

と
と
れ
る
。
実
際
、
残
っ
て
い
る
も
の
し
か
我
わ
れ
は
相
手
に
で
き

な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
共
通
し
て
「
信
仰
」
の
影
を
見

る
の
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
過
去
か
ら
現

在
へ
と
、
一
方
向
に
流
れ
る
時
間
を
前
提
と
し
て
い
て
、
今
現
在
も

文
学
が
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
答
え
と
は
な
ら
な
い
。
我
わ
れ
が

過
去
か
ら
与
え
ら
れ
て
歌
と
い
、
フ
形
態
を
持
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
短
歌
は
今
も
作
ら
れ
、
散
文
に
よ
る
文
学
作
品
も
産
み

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
も
、
「
文
学
の
発
生
」
と
い
う

こ
と
で
は
、
同
列
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
関

- ８３ -



歌の構成について

し
て
、
折
口
氏
の
よ
う
に
「
信
仰
」
に
関
わ
っ
て
文
学
が
発
生
し
た

と
考
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
「
発
生
」
し
て
し
ま
っ
た
も

の
が
維
持
さ
れ
続
け
る
理
由
と
、
何
故
「
発
生
」
し
た
か
と
は
、
ま

た
別
の
問
題
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

（
５
）
こ
こ
で
い
う
「
神
」
は
、
「
自
己
」
に
対
す
る
概
念
と
し
て
持
ち

出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
体
の
上
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
当

然
「
共
同
性
」
と
も
関
わ
ら
な
い
。
「
他
者
」
と
言
い
換
え
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
自
己
と
他
者
が
あ
る
場
合
、
共
同
体
は
そ
の
二
者
の

対
立
関
係
か
ら
離
れ
た
、
む
し
ろ
第
三
者
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
佐
藤
和
喜
「
多
声
の
歌
体
か
ら
単
声
の
歌
体
へ
１
１
歌
物
語
の
生

成
Ｉ
」
国
語
と
国
文
学
一
九
九
五
・
五

佐
藤
氏
は
、
五
七
調
の
短
歌
の
一
・
二
句
と
三
・
四
句
に
つ
い
て
、

ど
ち
ら
か
が
神
の
声
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
人
の
声
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
例
に
挙
が
っ
て
い
る
『
万
葉
集
』
二
八

番
の
歌
に
つ
い
て
、
「
ら
し
」
と
い
う
言
葉
が
神
意
を
示
し
て
い
る

か
ら
一
・
二
句
は
神
の
声
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
の
解
釈
に
よ

る
、
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
神
意
」
で
あ
る
。
人
の
言
語
を

用
い
て
表
現
し
て
い
る
限
り
、
「
人
の
声
」
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
つ

の
歌
の
中
の
言
葉
を
神
の
声
と
人
の
声
に
分
け
る
こ
と
は
難
し
い
の

ではなかろ壱フか。

（
７
）
今
村
仁
司
『
排
除
の
構
造
」
ち
く
ま
学
芸
文
庫

「
第
三
項
」
が
生
じ
る
理
由
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
お
く
。
ま

ず
「
第
一
項
」
は
「
第
二
項
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
持

っ
た
力
を
根
本
的
に
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
第
二
項
」
は
〈
反

第
一
項
〉
で
あ
る
か
ら
、
「
第
一
項
」
が
存
在
す
る
限
り
な
く
な
る

こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
「
第
一
項
」
か
ら
見
て
「
第
二
項
」
と

等
価
物
で
あ
る
「
第
三
項
」
が
産
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
「
第
三
項
」

を
排
除
す
る
こ
と
が
、
「
第
二
項
」
を
排
除
す
る
こ
と
の
代
償
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
「
第
二
項
」
を
排
除
し
た
こ
と
で

は
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
、
フ
な
こ
と
が
も
し
な
さ
れ
た
と
し
て
も
不
満

は
依
然
と
し
て
残
り
、
そ
れ
故
に
第
三
項
の
排
除
は
永
遠
に
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
８
）
「
絶
対
的
他
者
」
は
、
本
来
な
ら
ば
知
覚
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
知
覚
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
幾
分
か
で
も
共
通
す
る
部
分
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
「
絶
対
的
」
と
は
言
え
な
い
。

（
９
）
注
（
７
）
『
排
除
の
構
造
』
の
中
で
、
今
村
氏
は
「
第
三
項
排
除

は
、
つ
ね
に
必
ず
、
鉄
の
法
則
の
ご
と
く
、
下
方
排
除
の
方
向
を
と

る
。
」
（
傍
点
今
村
氏
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
歌
人
」
の
扱
い
は
こ
れ

に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
皿
）
注
（
６
）
参
照
。

（
ｕ
）
歌
が
向
こ
う
か
ら
依
り
懇
い
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
を
解
消
す
る
手
段
は
よ
り
一
層
大
切
に
な
る
は
ず
だ
。
ど
の
よ
う

に
し
て
「
神
懸
り
状
態
か
ら
覚
め
」
た
の
か
、
当
然
歌
を
発
す
る
こ

と
に
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
岨
）
歌
が
向
こ
う
側
か
ら
よ
り
つ
い
て
き
た
結
果
、
歌
が
発
せ
ら
れ
た

と
い
、
フ
考
え
方
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
歌
が
葱
依
し
た
の
と
、
そ

れ
を
解
消
す
る
た
め
に
歌
が
発
せ
ら
れ
た
の
は
同
時
だ
と
考
え
る
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
歌
人
」
と
い
わ
れ
る
よ
園
フ
な
、

頻
繁
に
歌
を
発
す
る
人
は
そ
れ
で
は
困
る
だ
ろ
う
。
何
か
し
ら
自
分

か
ら
歌
の
世
界
に
転
移
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。

（
咽
）
鈴
木
日
出
男
『
王
の
歌
古
代
歌
謡
論
』
筑
摩
書
房
「
第
六
章

短
歌
形
式
の
成
立
」

（
Ｍ
）
注
（
６
）
参
照
。

（
略
）
記
紀
歌
謡
に
対
し
て
は
、
内
田
賢
徳
氏
が
「
短
歌
・
長
歌
の
成
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歌の構成について

（
Ⅳ
）
「
神
」
の
視
点
か
ら
も
の
を
見
て
い
る
（
上
か
ら
傭
職
し
て
い
る
）

と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
春
・
秋
は
時
間
と
し

て
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
難
し
い
が
、
上
つ
瀬
と
下
つ
瀬
を
い
っ
ぺ

ん
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
び
の
句
で
「
神
の

御
代
か
も
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
人
の
視
点

で
歌
を
作
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
肥
）
短
歌
の
上
三
句
の
構
成
に
つ
い
て
鈴
木
日
出
男
氏
は
「
枕
詞
十
地

名
十
物
象
」
と
い
う
語
順
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
皿
な

ど
参
照
）
。
氏
は
和
歌
に
お
け
る
音
数
が
五
・
七
音
に
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
と
関
わ
っ
て
こ
の
よ
う
な
分
析
を
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

図
ら
ず
も
そ
れ
は
歌
い
出
し
の
仕
方
に
つ
い
て
決
ま
り
が
あ
っ
た
こ

立
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
』
第
一
巻
文
学
の
誕
生
よ
り
八

世
紀
ま
で
岩
波
書
店
）
の
「
二
歌
謡
の
終
結
法
」
で
細
か
く
分

析
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
終
結
法
」
と
し
て
分
析
で
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
一
定
の
決
ま
り
が
あ
っ
た
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
い
ず
れ
の
分
析
で
も
、
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
決
ま
り
が
あ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
略
）
古
代
歌
謡
に
お
け
る
「
わ
れ
」
と
い
う
一
人
称
に
つ
い
て
、
古
橋

信
孝
氏
は
〈
巡
行
叙
事
〉
と
い
う
視
点
か
ら
、
神
と
重
な
る
と
述
べ

て
い
る
倉
古
代
和
歌
の
発
生
歌
の
呪
性
と
様
式
」
東
京
大
学
出

版
会
な
ど
）
。
し
か
し
、
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
古
代
日
本

に
は
、
残
念
な
が
ら
、
巡
行
か
ら
国
見
に
至
る
〈
巡
行
叙
事
〉
の
神

謡
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
」
（
前
掲
書
）
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の

歌
の
中
に
も
〈
巡
行
叙
事
〉
（
の
一
部
）
と
い
う
形
式
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
る
が
、
そ
の
主
体
が
神
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で

と
を
示
し
て
い
る
。

は
な
い
。

（
い
な
が
き
ゆ
ず
る
）
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