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万
葉
集
中
「
人
目
・
人
言
」
の
語
を
一
首
の
中
に
読
み
込
む
歌
は
多

い
。
そ
れ
は
恋
歌
に
集
中
し
て
お
り
、
人
目
は
二
三
首
、
人
言
は
三
○
首

（１０）

に
見
ら
れ
る
。
ま
た
人
目
・
人
言
は
、
他
の
上
代
文
献
に
は
見
ら
れ
ず
、

歌
の
世
界
だ
け
の
特
殊
な
言
葉
、
歌
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
解
は

万
葉
恋
歌
の
理
解
を
一
層
深
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

人
目
・
人
言
と
は
恋
人
達
に
対
し
向
け
ら
れ
た
他
人
の
眼
差
し
で
あ
り

噂
の
謂
で
あ
る
。
歌
表
現
に
見
ら
れ
る
恋
人
達
を
取
り
巻
く
「
周
囲
の

人
々
の
態
度
」
は
、
狭
い
村
落
社
会
の
在
り
様
と
共
に
考
え
ら
れ
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
当
時
の
社
会
生
活
ま
で
も
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
典
型
は
家
父
長
権
と
か
ら
め
て
と
ら
え
た
西
郷
信
綱
「
萬
葉
の

（２）
相
聞
」
で
あ
ろ
う
。
歌
表
現
を
実
態
に
そ
の
ま
ま
横
滑
り
さ
せ
て
と
ら
え

た
、
こ
の
西
郷
論
の
よ
、
フ
な
極
端
な
態
度
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の

の
、
一
部
に
は
と
も
す
る
と
歌
の
中
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
実
態
を

映
し
た
言
葉
と
す
る
理
解
と
未
分
化
の
ま
ま
、
こ
の
言
葉
が
論
じ
ら
れ
て

来
て
い
る
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。
歌
の
言
葉
は
直
接
に
実
態
に
還
元
で
き
る

恋
と
噂

｜
は
じ
め
に

ｌ
万
葉
歌
の
「
人
言
」
を
考
え
る
Ｉ

も
の
で
は
な
い
。
表
現
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
の
表
現

を
生
み
出
す
基
と
な
っ
た
観
念
だ
け
で
あ
る
。

人
目
・
人
言
を
観
念
の
側
、
神
婚
幻
想
か
ら
説
い
た
の
は
古
橋
信
孝
で

（３）
あ
る
。
恋
人
達
は
神
の
通
婚
に
倣
い
、
人
の
目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
、
人

の
噂
に
上
ら
な
い
よ
う
に
行
動
し
、
他
人
に
知
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
恋
は

破
綻
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
理
解
の
中
で
、
多
田

一
臣
は
人
目
・
人
言
と
言
う
時
の
「
人
」
の
聖
・
俗
の
二
面
性
を
説

（４）
い
た
。
ま
た
古
橋
信
孝
は
、
共
同
体
に
対
す
る
個
別
の
側
も
、
個
別
的
な

も
の
で
あ
り
つ
つ
共
同
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
持
つ
と
論

じ
た
。
つ
ま
り
共
同
体
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
個
別
の
側
の
表
現
で
あ

る
人
目
・
人
言
も
、
共
同
幻
想
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で

（５）
あ
る
。
森
朝
男
は
こ
の
神
婚
幻
想
を
更
に
展
開
さ
せ
、
神
の
位
置
に
天
皇

を
置
き
、
女
は
全
て
天
皇
の
妻
で
あ
る
と
す
る
「
宮
廷
」
の
論
理
か
ら
、

人
目
・
人
言
に
見
る
タ
ブ
ー
の
論
理
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
タ
ブ
ー
を

歌
う
こ
と
が
、
即
ち
天
皇
へ
の
讃
歌
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
も
の
で

（６）
あ
る
。一

方
、
斎
藤
英
喜
は
神
婚
幻
想
と
い
う
共
同
体
内
部
の
観
念
に
対
し
、

共
同
体
外
部
の
視
点
を
導
入
し
、
歌
垣
、
道
と
い
う
言
葉
か
ら
人
目
・
人

新
谷
正
雄
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（７）

言
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
。
「
人
」
が
恋
人
で
も
あ
り
、
使
い
で
も
あ
り
、

第
三
者
に
も
な
る
と
い
う
指
摘
、
ま
た
第
三
者
の
介
在
に
よ
り
自
分
達
の

恋
の
成
熟
を
認
識
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

共
同
体
、
ま
た
宮
廷
を
モ
デ
ル
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
論
理

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
根
拠
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
人
目
・
人
言
は

結
局
は
歌
表
現
の
中
の
言
葉
で
あ
り
、
古
橋
の
言
う
よ
う
に
共
同
幻
想
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
古
橋
論
は

「
二
重
性
」
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
た

個
別
の
側
の
共
同
幻
想
、
個
別
の
側
が
人
目
・
人
言
と
歌
う
こ
と
の
内
実

を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
内
実
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
恋
を
禁
忌
と
す
る
共
同
体

の
側
に
対
す
る
恋
人
達
の
側
の
思
い
の
共
同
性
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
問

題
を
明
ら
め
る
中
で
、
多
田
一
臣
の
言
う
二
面
性
も
止
揚
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、
改

め
て
表
現
を
読
み
直
す
と
こ
ろ
か
ら
人
目
・
人
言
を
考
え
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
歌
表
現
の
分
析
と
い
う
点
に
限
っ
て
も
、
人
目
・
人
言
の
考

察
が
十
分
に
な
さ
れ
て
来
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
表
現
を
詳
細
に
見
て
い

く
こ
と
で
、
人
目
・
人
言
論
に
つ
い
て
の
新
し
い
展
望
が
開
け
て
く
る
よ

う
に
思
う
の
で
あ
る
。
尚
、
森
論
も
万
葉
集
の
成
立
・
意
義
と
か
か
わ
っ

て
興
味
あ
る
指
摘
と
考
え
る
が
、
本
稿
は
歌
表
現
に
沿
っ
て
そ
の
意
味
を

考えよ、フとしたものである。

述
べ
た
共
同
体
を
モ
デ
ル
と
し
た
論
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
人
目
・
人

（８）

言
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
多
田
み
や
子
の
論
に
も
触
れ
て
お
く
。
そ
こ
で

は
「
見
る
」
と
歌
う
こ
と
の
考
察
か
ら
出
発
し
、
人
の
眼
差
し
の
中
で
我

と
汝
は
姿
を
と
る
、
即
ち
表
現
と
な
る
、
と
い
う
。
出
発
点
は
異
な
る
も

の
の
斎
藤
論
と
似
た
指
摘
も
あ
り
、
興
味
深
い
が
、
人
目
・
人
言
を
忌
避

す
る
表
現
が
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
見
失
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
や
は
り
共
同
体
モ
デ
ル
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
論

を
立
て
る
こ
と
は
難
し
い
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。

（９）

と
こ
ろ
で
近
年
、
中
国
少
数
民
族
文
化
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
辰
巳
正
明
に
よ
り
見
出
さ
れ
た
「
歌
垣
」
の
中
の
「
歌
路
」
を

参
考
と
し
て
、
人
目
・
人
言
に
つ
い
て
の
新
見
が
飯
田
勇
に
よ
り
出
さ

（旧）
れ
た
。
歌
路
と
は
恋
歌
の
道
筋
の
意
で
あ
り
、
人
々
は
実
際
に
「
恋
の
状

態
」
（
以
下
、
こ
の
言
葉
は
男
女
が
相
思
の
恋
愛
状
態
に
あ
る
、
と
い
う

意
味
で
使
わ
れ
る
）
に
な
る
以
前
に
、
歌
の
掛
け
合
い
の
中
で
歌
路
に
沿

い
、
恋
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
を
経
験
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
万
葉
の
恋

歌
は
こ
の
恋
の
状
態
に
入
る
前
に
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
目
・
人
言

の
歌
は
恋
の
状
態
に
な
る
こ
と
へ
の
男
女
の
跨
跨
を
意
味
し
て
い
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
実
際
の
歌
の
場
に
お
け
る
人
目
・
人
言
の
意
味
、
歌
の

機
能
を
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
歌
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
把

握
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
同
論
で
は
、
多
田
み
や

子
論
で
も
指
摘
し
た
と
同
様
、
人
目
・
人
言
を
忌
避
す
る
表
現
が
ど
こ
か

ら
来
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
説
明
し
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
人
目
・
人
言
を
跨
跨
と
説
明
で
き
て
も
、
跨
膳
か
ら
は
人

目
・
人
言
は
出
て
こ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
論
理
が
歌
の
機
能
に
傾
き
、
表

現
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

尚
、
恋
と
は
直
接
関
係
し
な
い
２
．
一
七
○
歌
（
島
の
宮
勾
の
池
の
放

ち
鳥
人
目
に
恋
ひ
て
池
に
潜
か
ず
）
や
３
．
四
六
○
歌
（
拷
綱
の
新
羅

の
国
ゆ
人
言
を
よ
し
と
聞
か
し
て
…
…
）
に
人
目
・
人
言
の
用
例
を

見
る
。
元
も
と
は
恋
に
特
定
さ
れ
た
用
語
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
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人
言
と
は
「
他
人
の
言
葉
。
世
間
の
噂
」
（
岩
波
古
語
辞
典
）
の
意
と

さ
れ
る
が
、
述
べ
た
よ
う
に
恋
に
か
か
わ
る
人
々
の
噂
と
し
て
と
ら
え
た

方
が
万
葉
集
の
実
態
に
は
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
に
つ
い

て
、
更
に
検
討
を
加
え
て
い
く
。
ま
ず
比
較
の
意
味
で
、
人
言
と
歌
う
も

（Ⅱ）

の
以
外
の
、
恋
に
か
か
わ
る
噂
の
歌
を
見
て
み
る
。

１
波
の
む
た
な
び
く
玉
藻
の
片
思
に
わ
が
思
ふ
人
の
言
の
繁
け
く

（ｎ．三○七八）

２
紀
の
海
の
名
高
の
浦
に
寄
す
る
波
音
高
き
か
も
逢
は
ぬ
子
ゆ
ゑ
に

（ｎ．二七三○）

３
暫
く
も
見
ね
ば
恋
し
み
吾
妹
子
は
日
に
日
に
来
れ
ば
言
の
繁
け
く

（ｎ．二三九七）

４
う
つ
せ
み
の
八
十
言
の
上
は
繁
く
と
も
争
ひ
か
ね
て
吾
を
言
な
す
な

（Ｍ・三四五六）

い
。
が
、
歌
言
葉
に
特
化
さ
れ
て
い
っ
た
歴
史
を
思
う
べ
き
で
あ
る
、
フ
。

用
例
が
恋
歌
に
偏
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の

である。
こ
れ
ま
で
人
目
・
人
言
と
、
両
者
を
並
べ
て
述
べ
て
き
た
が
、
次
節
以

下
で
は
人
言
、
人
の
噂
に
問
題
を
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
恋
に
か
か
わ

る
噂
の
意
味
を
考
え
る
本
稿
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
人

目
・
人
言
も
述
べ
た
よ
う
に
、
恋
人
達
に
と
っ
て
の
禁
忌
と
い
う
基
本
的

な
と
こ
ろ
で
同
一
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
人
言
を
考
え
る
こ
と
が
、
人

目
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
為
で
あ
る
。

二
恋
の
噂

１
歌
は
片
思
い
で
あ
り
恋
の
状
態
に
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

思
う
異
性
に
他
の
人
と
の
噂
が
激
し
く
、
心
を
痛
め
て
い
る
。
２
歌
は
逢

っ
て
も
い
な
い
娘
子
と
の
間
に
、
恋
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
噂
が
立
っ
て

い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
３
歌
は
暫
く
妹
に
逢
わ
な
い
と
恋
し
い

と
歌
い
、
作
者
と
妹
と
は
恋
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
中
で
二
人
の
間
の
恋

の
関
係
に
つ
い
て
の
噂
が
立
つ
こ
と
を
憂
い
て
い
る
。
４
歌
の
作
者
も
ま

た
恋
の
状
態
に
あ
っ
て
、
そ
の
相
手
が
他
人
に
自
分
達
の
恋
を
話
し
て
し

ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
見
方
か
ら
こ
の
よ
う
な
恋
の
噂
の
分
類
を
試
み
て
み
る
。
一
つ

の
分
類
は
、
作
者
と
作
者
の
思
い
の
対
象
と
が
歌
の
中
で
恋
の
状
態
に
あ

る
の
か
ど
言
う
か
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
１
．
２
は
共
に
恋
の
状
態
に
は

な
い
と
言
え
よ
う
。
３
．
４
は
共
に
恋
の
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
。

も
う
一
つ
の
分
類
は
噂
の
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
第

一
の
分
類
と
も
か
ら
む
の
で
あ
る
が
、
噂
の
対
象
が
、
歌
作
者
と
そ
の
思

、
フ
人
の
二
人
の
、
一
方
に
つ
い
て
の
噂
な
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
に
対
す

る
、
即
ち
両
者
の
関
係
の
在
り
様
に
つ
い
て
の
、
或
い
は
恋
の
関
係
の
有

無
に
つ
い
て
の
噂
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１
歌
は
恋
の
状
態
に
あ
る
二
人
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
思
い
の
対

象
一
人
に
つ
い
て
の
噂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
２
歌
は
実
体
は
な

い
も
の
の
、
噂
は
二
人
に
対
す
る
噂
で
あ
り
、
３
．
４
は
実
体
が
あ
っ

て
、
そ
の
上
で
の
二
人
に
対
す
る
噂
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
人
言
」
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
全
て
を
掲
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
次
の
例
を
見
ら
れ
た
い
。

５
垣
穂
な
す
人
言
聞
き
て
わ
が
背
子
が
情
た
ゆ
た
ひ
逢
は
い
こ
の
こ
ろ

（４．七一三）
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６
人
言
の
繁
き
間
守
る
と
逢
は
ず
あ
ら
ば
終
に
や
子
ら
が
面
忘
れ
な
む

（
Ⅱ
．
二
五
九
二

７
人
言
を
繁
み
言
痛
み
吾
妹
子
に
去
に
し
月
よ
り
い
ま
だ
逢
は
ぬ
か
も

（岨．二八九五）

８
ね
も
こ
ろ
に
思
ふ
吾
妹
を
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
よ
ど
む
頃
か
も

（岨・三一○九）

９
人
言
の
繁
く
し
あ
ら
ぱ
君
も
わ
れ
も
絶
え
む
と
い
ひ
て
逢
ひ
し
も
の

か
も

（皿．三一一○）

ま
ず
作
者
と
そ
の
思
い
の
対
象
と
が
恋
の
状
態
に
あ
る
か
否
か
、
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
る
。
５
歌
で
は
「
逢
は
い
こ
の
こ
ろ
」
で
あ
り
、
逢
わ
な

い
の
は
人
言
の
為
で
、
二
人
は
依
然
と
し
て
恋
の
状
態
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
６
歌
は
「
逢
は
ず
あ
ら
ば
」
、
７
歌
は
「
去
に
し
月
よ
り
」
と
あ

り
、
共
に
恋
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
８
．
９
は
一
対
の
問
答

歌
で
あ
る
が
、
問
歌
で
「
よ
ど
む
」
答
歌
で
「
絶
え
む
…
…
も
の
か
も
」

と
歌
わ
れ
て
お
り
、
逢
え
な
い
で
い
る
も
の
の
二
人
は
恋
の
状
態
に
あ

ブ（》◎人
言
と
は
恋
の
状
態
に
あ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
し
て
よ
い
と
考
え

る
が
、
例
外
と
な
り
そ
、
フ
な
歌
も
見
て
お
き
た
い
。
即
ち
次
の
歌
で
あ

う（》○皿
人
言
は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も
妹
と
わ
れ
と
し
携
は
り
寝
ば

（帥．一九八三）

ｎ
人
言
を
繁
み
こ
ち
た
み
わ
が
背
子
を
目
に
は
見
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
も

無
し

（皿．二九三八）

皿
歌
は
作
者
と
妹
と
が
恋
の
状
態
に
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
必
ず
し
も
明

か
と
は
言
え
な
い
。
更
に
「
寝
ば
」
の
仮
定
の
意
味
を
重
く
と
ら
え
れ

ば
、
今
ま
で
共
寝
を
し
た
こ
と
が
な
く
、
更
に
現
在
恋
の
状
態
に
は
な
い

こ
と
を
背
景
と
し
た
言
い
方
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

歌
も
、
今
現
在
二
人
は
恋
の
状
態
に
あ
っ
て
既
に
噂
が
立
っ
て
い
る
が
、

共
寝
さ
え
で
き
た
な
ら
ば
よ
い
の
だ
が
、
と
い
っ
た
意
味
に
と
る
こ
と
は

可
能
で
、
そ
の
理
解
の
方
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
全
集
、
釈
注
は
ま
た
別

に
、
歌
末
「
ぱ
」
を
仮
定
条
件
の
確
定
的
用
法
と
し
て
と
ら
え
、
逢
っ
た

の
だ
か
ら
後
は
噂
が
立
っ
て
も
構
わ
な
い
、
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
解

釈
は
、
二
人
が
恋
の
状
態
に
あ
る
場
合
に
人
言
が
使
わ
れ
る
と
す
る
本
稿

の
立
場
と
は
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
Ⅱ
歌
も
二
人
の
関
係
が
恋
の
状

態
に
あ
る
か
ど
う
か
明
か
で
は
な
い
。
が
し
か
し
こ
れ
も
逢
会
後
、
噂
が

立
ち
、
そ
の
為
に
以
後
二
人
は
逢
、
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
恋
の
状
態
に

お
け
る
人
言
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
と
め
れ
ば
、
人
言
が
二
人
の
恋
の
状
態
を
前
提
と
し
て
の
人
々
の
噂

の
意
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
示
す
歌
が
一
方
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
否

定
す
る
例
と
な
る
歌
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
人
言
に
よ
り
逢
え
な

い
と
歌
う
の
は
、
単
に
噂
だ
け
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
体

（
表
現
内
部
で
の
実
体
）
と
し
て
恋
の
関
係
が
あ
り
、
そ
こ
に
立
つ
人
々

の
噂
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
人
言
で
な
さ
れ
る
噂
の
内
容
、
一
人
に
つ
い
て
の
噂
な
の
か
、
二

人
に
対
し
て
の
も
の
な
の
か
と
い
、
フ
点
に
つ
い
て
、
本
稿
の
立
場
か
ら
確

認
し
て
お
き
た
い
。
人
言
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
中
で
そ
れ
を
具

体
的
に
示
し
て
い
る
も
の
は
殆
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
多
く
「
人
言
繁

し
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
人
言
が
激
し
い
と
す
る
も
の
が
殆

ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
恋
は
人
々
の
噂
の
対
象
と
な
っ
て
は
い
け
な

い
、
と
い
う
観
念
か
ら
の
み
説
明
が
可
能
で
、
そ
の
噂
の
内
容
は
二
人
が
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恋
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
為
に
恋
を
す
る
男
女
は
、
５
歌
で
は
「
た
ゆ
た
ひ
」
、
６
歌
で
は
「
逢

は
ず
」
、
７
で
は
「
逢
は
い
」
状
態
に
あ
り
、
８
．
９
歌
で
は
「
よ
ど
む
」

のである。

作
者
と
そ
の
思
い
の
対
象
と
が
恋
の
状
態
に
は
な
い
場
合
で
あ
り
な
が

ら
、
「
二
人
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
噂
を
歌
っ
た
も
の
と
し
て
先
に
２
歌

を
見
た
が
、
更
に
二
例
程
見
て
お
く
。

岨
風
吹
か
い
浦
に
波
立
ち
あ
ら
ぬ
名
を
わ
れ
は
負
へ
る
か
逢
ふ
と
は
な

し
に

（Ⅱ．二七二六）

略
波
の
間
ゆ
雲
居
に
見
ゆ
る
粟
島
の
逢
は
い
も
の
か
ら
吾
に
寄
す
る
児

ら

（ｎ．三一六七）

い
ず
れ
も
噂
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
真
実
で
は
な
い
も
の
で
あ

る
。
即
ち
岨
歌
「
あ
ら
ぬ
名
」
、
過
歌
「
逢
は
い
も
の
か
ら
」
と
あ
り
、

共
に
真
の
二
人
の
関
係
を
反
映
し
た
噂
で
は
な
い
。
人
言
の
歌
で
は
二
人

の
関
係
が
既
に
成
立
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
未
だ
成
立
し
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
の
歌
と
比
較
し
て
み
る
と
、
人
言
の
歌
と
は
、
二
人
が
恋
の

状
態
に
あ
る
所
に
立
つ
、
そ
の
二
人
の
関
係
に
対
す
る
噂
の
歌
と
理
解
さ

れ
、
人
言
と
は
特
別
な
意
味
を
担
っ
た
言
葉
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

のである。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
所
で
、
こ
の
理
解
に
対
す
る
反
証
と
な
り
そ
う
な

例
を
見
て
お
く
。
次
の
二
首
で
あ
る
。

皿
人
言
の
謡
す
を
聞
き
て
玉
桙
の
道
に
も
逢
は
じ
と
言
へ
り
し
吾
妹

（
ｎ
．
二
八
七
二

妬
妹
な
ろ
が
使
ふ
川
津
の
さ
さ
ら
荻
あ
し
と
人
言
語
り
よ
ら
し
も

（Ｍ・三四四六）

Ｍ
歌
の
「
議
す
」
を
、
作
者
個
人
に
対
す
る
中
傷
と
い
う
意
味
に
と
ら
え

る
こ
と
が
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
他
の
人
言
歌
が
二
人
の
関
係
の

存
在
に
つ
い
て
の
噂
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
作
者
自
身
に
つ
い
て
の
例

え
ば
他
に
恋
人
が
居
る
、
素
行
が
悪
い
等
の
悪
い
噂
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
、
個
人
に
対
す
る
噂
と
と
ら
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
可
能
性
に
止
ま
り
、
こ
こ
も
二
人
に
は
関
係
が
あ
る
と
し

た
上
で
、
そ
の
関
係
は
良
く
な
い
と
中
傷
し
て
い
る
噂
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。
そ
の
よ
、
フ
な
中
傷
に
妹
が
困
惑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

妬
歌
は
難
し
い
歌
だ
が
、
第
四
句
「
安
志
等
比
登
其
等
」
は
、
以
下
と

の
続
き
で
言
え
ば
「
悪
し
と
人
言
」
と
と
ら
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

最
近
の
注
釈
書
も
多
く
が
こ
の
見
方
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
と
る
時
、

「
悪
し
」
と
人
の
噂
す
る
対
象
が
、
二
人
の
一
方
、
歌
作
者
の
相
手
と
理

解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
可
能
性
と
し
て
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
皿
歌
で
述
べ
た
と
同
様
、
二
人
の
関
係
を
良
く
な
い
も
の
と
す
る
噂
、

関
係
の
存
在
を
悪
い
関
係
と
表
出
し
た
表
現
と
と
ら
え
、
こ
こ
も
人
言
の

歌
の
例
外
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
Ｍ
・
明
歌
共

に
、
他
の
人
言
と
は
異
っ
た
意
味
に
と
る
べ
き
積
極
的
な
理
由
は
見
出
だ

せない。
以
上
述
べ
来
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
言
と
は
、
恋
の
状
態
に
あ
る
二

人
に
対
す
る
、
関
係
の
存
在
に
つ
い
て
の
噂
で
あ
る
と
し
て
よ
い
と
考
え

つ（》◎次
に
人
言
と
い
う
言
葉
を
誰
が
発
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か

三
噂
を
噂
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ら
論
を
進
め
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
例
外
無
く
恋

人
の
側
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
掲
げ
て
き

た
人
言
の
歌
か
ら
で
も
確
認
で
き
よ
、
フ
。
人
言
の
側
で
あ
る
周
囲
の
人
々

の
口
か
ら
、
人
言
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。
ま
た
人
言
の

歌
は
、
相
聞
往
来
の
巻
で
あ
る
巻
二
・
一
二
を
中
心
と
し
て
、
や
は
り

（旧）

歌
が
贈
答
さ
れ
た
巻
四
な
ど
に
そ
の
多
く
を
見
る
。
と
す
れ
ば
ま
た
人
言

と
い
う
言
葉
は
、
恋
人
達
の
内
部
で
、
恋
人
の
一
方
か
ら
一
方
へ
と
歌
い

掛
け
ら
れ
た
歌
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
述
べ
た
こ
と
は
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
女

が
恋
の
状
態
に
あ
る
男
に
対
し
、
人
言
が
激
し
く
使
を
遣
れ
な
い
と
し
て

贈
っ
た
次
の
歌
を
参
考
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

陥
人
言
を
繁
み
と
君
に
玉
梓
の
使
も
遣
ら
ず
忘
る
と
思
ふ
な

（Ⅱ・二五八六）

更
に
、
人
言
歌
の
内
容
は
、
焔
歌
も
そ
う
で
あ
る
が
、
先
に
触
れ
た
よ

う
に
大
部
分
が
「
繁
み
」
と
か
「
言
痛
し
」
と
か
の
言
葉
で
人
言
が
形
容

さ
れ
、
噂
が
激
し
い
と
い
、
フ
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
噂
が
ど
の

よ
う
な
噂
で
あ
る
か
を
歌
の
主
題
と
し
て
い
た
り
、
或
い
は
具
体
的
に
説

明
し
て
い
た
り
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
先
に
掲
げ
た
皿
・
妬
歌
が
二

人
の
関
係
を
良
く
な
い
も
の
、
と
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
次
の
Ⅳ
歌

で
は
、
初
・
二
句
の
序
詞
が
人
言
を
説
明
し
て
い
る
。

、つみ勺

Ⅳ
松
が
浦
に
騒
ゑ
群
立
ち
ま
人
言
思
ほ
す
な
も
る
わ
が
思
ほ
の
す
も

（Ⅲ・三五五二）

し
か
し
序
詞
の
意
味
は
噂
の
激
し
さ
の
譽
噛
で
あ
り
、
人
言
の
内
容
を
述

べ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
人
言
と
は
、
言
葉
と
し
て
一
首
の
中
に
歌
い
込
め
ら
れ

は
す
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
殆
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
言
の
内
容
が
歌
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
人
言

の
歌
で
は
何
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
、
噂
が
激
し
い
か

ら
逢
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
わ
け

だ
が
、
し
か
し
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
更
に
そ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
の
意

味
、
表
現
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

人
言
を
歌
、
フ
意
味
を
考
え
る
際
、
重
要
な
点
は
こ
の
言
葉
が
恋
の
状
態

に
あ
る
二
人
の
口
か
ら
出
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
人

言
は
、
恋
人
達
の
一
方
が
一
方
に
歌
い
掛
け
た
歌
表
現
の
中
に
あ
る
。
と

す
る
と
殊
更
恋
人
達
が
噂
を
歌
の
中
に
読
み
込
む
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
来
る
。
噂
と
は
一
般
的
に
神
の
言
葉
と

と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
先
に
触
れ
た
、
多
田
一
臣
が
人
言
と
は
聖
で
も
あ
る

し
俗
で
も
あ
る
二
面
性
を
持
つ
、
と
述
べ
た
聖
で
あ
る
。
し
か
し
果
た
し

て
そ
れ
は
聖
で
も
あ
り
俗
で
も
あ
る
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
二
面
性
の
視
点
は
恋
人
達
も
周
囲
の
人
々
も
共
に
視
野
の
中
に
収
め

よ
う
と
す
る
、
全
体
を
傭
職
す
る
見
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

恋
人
達
は
そ
の
よ
う
な
視
点
は
持
て
な
い
の
で
は
な
い
か
。
飽
く
ま
で
自

分
の
位
置
か
ら
し
か
周
囲
を
見
ら
れ
な
い
は
ず
だ
。
と
す
る
と
、
こ
の
人

言
は
や
は
り
俗
の
意
味
を
持
つ
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
自
分
達
を
神
の
位
置
に
持
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
周
囲
を
俗
と
見
る
こ
と
に
よ
り
自
分
達
を
神
と
し
、
自
分
達
の
行
為

を
神
婚
に
倣
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
人
言
の
「
人
」
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
も
導
か
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
人
と
は
神
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
恋
は
神

の
所
行
で
あ
る
。
恋
の
状
態
に
あ
る
自
分
達
は
神
の
位
置
に
置
か
な
け
れ

-１０３-
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ば
な
ら
ず
、
一
方
、
他
人
は
神
に
対
す
る
俗
で
あ
る
人
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
人
言
と
歌
う
こ
と
は
、
自
分
達
が
神
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の

宣
言
で
あ
り
、
周
囲
の
人
達
と
は
区
別
、
聖
別
（
聖
な
る
も
の
と
し
て
他

か
ら
区
別
）
さ
れ
て
あ
る
こ
と
の
宣
言
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
少
し
方
向
を
変
え
て
考
え
て
み
る
。
人
言
と
は
周
囲
の
人
々
の

噂
の
意
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
直
接
に
は
恋
の
状
態
に
あ
る
二
人
の

間
で
だ
け
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
人
言
と
は
恋
人
達
が
周
囲
へ

眼
差
し
を
向
け
る
中
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
人
言
と

は
、
や
や
唐
突
だ
が
、
二
人
の
話
の
種
、
更
に
言
え
ば
噂
と
い
う
こ
と
に

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
二
人
の
間
で
噂
と
は
語
弊
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
噂
話
と
い
っ
た
軽
い
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
「
周

囲
で
我
々
の
こ
と
を
噂
し
て
い
る
」
と
い
う
噂
話
を
二
人
が
し
て
い
る
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
歌
贈
答
の
当
事
者
以
外
に
は
分
ら
な
い
、
客
観
的

に
は
証
明
し
よ
う
の
な
い
噂
、
あ
る
か
な
い
か
分
ら
な
い
話
の
種
を
弄
び

な
が
ら
、
二
人
の
恋
の
関
係
を
確
認
し
た
り
、
熟
さ
せ
よ
う
と
す
る
等
の

意
図
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
述

べ
た
よ
、
フ
な
人
言
の
内
容
に
具
体
性
の
な
い
こ
と
が
こ
の
考
え
方
を
支
え

よ
う
。
先
に
掲
げ
た
５
歌
、
６
歌
等
、
噂
は
実
体
と
し
て
あ
る
、
と
受
け

取
ら
れ
て
し
ま
い
そ
、
７
で
あ
る
が
、
恋
の
状
態
に
あ
る
二
人
の
側
の
一
方

的
な
歌
の
み
で
あ
り
、
噂
が
実
体
と
し
て
あ
る
と
す
る
客
観
的
な
状
況
は

何
一
つ
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
噂
の
話
題
は
何
で
も
よ
い
の
だ
ろ

う
。
い
や
余
り
深
刻
で
な
い
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
論
議
を
闘
わ
そ
う
と
い

う
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
難
し
い
問
題
を
取
り
上
げ
、
意
見
が
割
れ
る

な
ど
し
て
、
二
人
の
関
係
が
危
う
く
な
っ
て
は
元
も
子
も
無
い
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
何
故
人
言
な
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
蕾
フ
。
軽

い
話
題
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
言
が
多
く
歌

わ
れ
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
こ
に
話
の
種
が
「
周
囲
の
人
々
の

噂
」
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
が
浮
び
上
っ
て
来
る
。

噂
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
と
ら
え
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、（旧）

本
稿
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
噂
は
互
い
の
感
情
の
擦
り
合
せ
と
考
え
る
。

個
々
人
の
感
情
は
皆
少
し
ず
つ
異
っ
て
い
る
。
狭
い
村
落
の
共
同
社
会
に

お
い
て
も
、
個
的
な
思
い
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
個
々
に
区
別
さ
れ
る
個
人

は
存
在
し
、
人
々
の
間
の
感
情
の
ず
れ
は
必
ず
存
在
す
る
。
こ
の
感
情
の

ず
れ
は
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
て
も
長
い
間
に
は
修
復
で
き
な
い
程
に
広
が

る
危
険
が
あ
る
。
そ
の
為
に
常
に
感
情
の
擦
り
合
わ
せ
を
行
う
の
で
あ

る
。
機
能
的
な
見
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
噂
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
噂

の
対
象
と
な
る
問
題
の
大
小
に
は
関
係
な
く
、
狭
い
社
会
程
噂
は
常
に
行

（Ⅲ）

われていよう。

ま
た
噂
は
あ
る
人
物
・
集
団
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
当
事
者
（
集
団
）
は
噂
の
輪
の
中
に
は
入
れ
な
い
。
彼
等
の
耳

に
入
る
場
合
は
あ
る
が
、
必
ず
そ
の
当
事
者
（
集
団
）
を
排
除
す
る
形
で

噂
が
流
れ
て
い
く
。
更
に
言
え
ば
、
噂
の
人
物
・
集
団
の
側
の
者
と
見
ら

れ
る
人
々
も
こ
の
輪
の
中
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
噂
は
、
集
団
か
ら

排
除
さ
れ
た
者
達
を
対
象
と
し
て
、
親
密
な
者
同
士
（
共
同
体
）
の
間
に

し
か
交
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
噂
は
、
噂
を
行
、
フ
人
達
と
噂
の

対
象
に
な
る
側
の
人
達
と
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
以
上
の
こ
と

を
逆
に
言
い
直
し
た
だ
け
だ
が
、
噂
は
、
噂
す
る
人
々
の
親
密
度
を
高
め

る
働
き
を
持
つ
。
噂
を
す
る
こ
と
に
よ
り
一
種
の
共
同
体
を
作
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
噂
に
よ
り
世
界
は
、
噂
を
す
る
側
と
、
噂
の
対
象
と
な

る
人
々
・
集
団
の
側
と
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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恋
人
達
の
間
で
言
わ
れ
る
人
言
も
こ
の
種
の
も
の
で
は
な
い
か
。
人
言

と
歌
う
こ
と
で
互
い
の
噂
の
種
を
作
り
、
互
い
の
共
同
性
を
高
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
二
人

の
噂
の
対
象
も
、
周
囲
の
人
々
の
噂
、
我
々
の
噂
を
す
る
人
々
の
そ
の
噂

と
と
ら
え
て
お
り
、
世
界
を
二
つ
に
分
け
よ
、
フ
と
す
る
の
に
最
も
効
果
的

な
言
葉
だ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
為
、
人
言
に
よ
り
逢

え
な
い
な
ど
と
歌
わ
れ
て
も
、
人
言
と
言
っ
た
時
点
で
直
ち
に
周
囲
と
二

人
の
間
に
境
界
線
が
引
か
れ
、
互
い
の
恋
の
関
係
を
前
面
に
押
出
す
働
き

を
こ
の
言
葉
は
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
周
囲
の
人
々
の

悪
意
あ
る
噂
を
仮
想
し
、
そ
れ
に
対
抗
し
、
恋
人
の
一
方
が
放
つ
異
性
を

取
り
込
む
為
の
言
葉
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

う（》◎人
言
歌
は
周
囲
と
聖
別
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
を
持
つ
こ
と
、
又
そ
れ
は

噂
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
人
言
を
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
に
よ

り
、
自
ず
と
作
者
と
そ
の
歌
を
贈
る
相
手
と
が
、
周
囲
と
は
隔
絶
さ
れ
た

中
で
恋
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

噂
の
歌
は
単
に
周
囲
か
ら
自
分
達
を
聖
別
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
先
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
橋
の
言
う
個
別
の
側
の

共
同
性
の
内
実
は
更
に
突
き
詰
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

常
陸
国
風
土
記
に
、
万
葉
集
に
異
伝
歌
（
後
掲
皿
歌
）
を
持
つ
次
の
歌

謡がある。

肥
言
痛
け
ば
小
泊
瀬
山
の
石
城
に
も
率
て
篭
ら
な
む
な
恋
ひ
そ
我
妹

四
二
人
の
世
界

（風・二

人
言
と
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
は
「
言
痛
け
ば
」
と
あ

り
、
人
言
と
歌
う
意
味
を
考
え
る
本
稿
に
と
り
、
参
考
に
し
た
い
歌
で
あ

つ（》Ｏこ
こ
に
は
掲
げ
な
か
っ
た
地
の
文
と
の
関
係
に
は
間
然
と
し
た
と
こ
ろ

が
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
は
歌
意
を
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な

い
。
が
、
こ
の
歌
だ
け
で
そ
の
意
味
を
と
ら
え
れ
ば
、
噂
が
激
し
い
の
で

小
泊
瀬
山
の
石
城
に
で
も
隠
ろ
う
、
吾
が
妹
よ
、
と
い
っ
た
程
の
意
味
で

あ
る
。
石
城
と
は
こ
こ
で
は
墳
墓
の
地
で
あ
る
大
和
の
泊
瀬
と
も
併
せ
、

墓
を
意
味
し
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
こ
こ
は
周
囲
の
噂
の

為
に
共
に
死
の
う
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
隠
り
を
死
と
と

ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
次
の
挽
歌
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

岨
河
内
王
を
豊
前
国
の
鏡
山
に
葬
り
し
時
に
、
手
持
女
王
の
作
れ
る

歌
三
首
（
内
一
首
）
卜

豊
国
の
鏡
山
の
石
戸
立
て
隠
り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ず

（３．四一八）

（旧）

こ
こ
で
は
人
の
死
に
つ
い
て
、
墳
墓
の
地
に
隠
る
と
歌
っ
て
い
る
。
肥
歌

に
つ
い
て
、
或
い
は
生
物
的
・
自
然
的
な
死
ま
で
考
え
な
く
と
も
よ
い
の

か
も
知
れ
な
い
。
石
城
即
ち
、
周
囲
か
ら
遮
断
さ
れ
た
場
所
に
二
人
で
身

を
置
き
た
い
と
い
う
意
味
に
と
り
、
そ
こ
か
ら
社
会
的
な
死
、
周
囲
と
の

関
係
を
断
つ
こ
と
の
謂
と
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
人

言
に
よ
り
逢
え
な
い
と
い
う
先
に
は
死
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

前
節
で
は
、
人
言
と
歌
う
こ
と
が
世
界
を
我
々
の
側
、
聖
な
る
恋
人
の

側
と
、
周
囲
の
俗
な
る
人
々
の
側
と
に
分
け
る
こ
と
を
述
べ
た
、
と
す
る
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恋 と 噂

と
噂
を
歌
管
う
こ
と
は
周
囲
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
歌
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
今
述
べ
た
社
会
的
な
死
を
意
味
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
こ
の
歌
が
証
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
共
同
体
に
お
け
る
死
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
純
な
死
で

は
な
い
。
周
囲
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
の
死
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
共

同
体
内
部
で
の
死
、
一
つ
の
共
同
体
を
一
つ
の
世
界
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

こ
の
世
界
で
の
死
で
あ
り
、
他
の
世
界
で
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
或
い
は
こ
の
場
合
、
他
の
世
界
で
生
き
る
為

に
こ
の
世
界
で
死
ぬ
の
だ
、
と
言
っ
た
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
世
界
で
は
結
ば
れ
な
い
が
、
別
の
世
界
、
二
人
だ
け
の
世

界
で
結
ば
れ
る
こ
と
を
願
う
表
現
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
次
の
歌
を
見
ら
れ
た
い
。

別
大
伴
宿
禰
家
持
の
坂
上
家
の
大
嬢
に
贈
れ
る
二
首
［
離
り
絶
ゆ
る

こ
と
あ
ま
た
年
に
し
て
、
復
会
ひ
て
相
聞
往
来
せ
り
］
（
内
一
首
）

人
も
無
き
国
も
あ
ら
ぬ
か
吾
妹
子
と
携
ひ
行
き
て
副
ひ
て
を
ら
む

（４．七二八）

題
詞
脚
注
に
あ
る
よ
う
に
、
家
持
が
一
旦
断
絶
し
た
大
嬢
と
の
か
つ
て
の

関
係
を
、
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い

る
、
人
が
居
な
い
国
に
行
き
そ
こ
で
一
緒
に
住
み
た
い
、
と
は
ど
の
様
な

意
味
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
述
べ
て
き
た
こ
の
世
界
で
の
死
を
意
味
し
、

又
別
の
世
界
で
の
生
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
》
フ
か
。
二
人
だ

け
の
世
界
を
持
ち
、
そ
こ
で
結
ば
れ
た
い
と
い
、
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の

である。
更
に
、
他
人
が
居
な
い
国
に
行
く
の
に
、
吾
妹
子
と
共
に
行
く
と
は
、

（旧）

（Ⅳ）

大
胡
太
郎
「
復
会
と
歌
」
が
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
兄
妹
婚
幻
想
を
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
は
異
る
が
『
今
昔
物
語
』
巻
二
六

第
一
○
「
土
佐
国
の
妹
兄
、
知
ら
ざ
る
島
に
行
き
住
み
し
語
」
に
拠
り
な

が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
は
、
船
の
中
で
寝
て

い
た
兄
妹
が
風
に
流
さ
れ
、
遙
か
沖
に
あ
る
無
人
島
に
流
れ
着
い
た
、
と

い
う
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
人
は
そ
こ
で
生
活
を
始
め
、
年
頃

に
な
り
結
婚
し
子
を
産
み
、
更
に
そ
の
子
供
が
次
々
に
子
を
産
ん
で
子
孫

が
繁
栄
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
両
親
に
と
り
、
二
人
の
兄
妹
を
失
っ
た

こ
と
は
死
に
等
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
見
方
を
変
え
、
兄
妹
の
子

孫
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
二
人
は
他
の
世
界
か
ら
や
っ
て
来
た
始
祖
と
見
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
兄
妹
が
新
た
な
一
つ
の
世
界
を
作
り
子
を

産
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
船
が
流
さ
れ
た
こ
と
は
物
語
世
界
の
中
で

死
、
社
会
的
な
死
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
世
界
或
い
は
生
の
場
を
二
つ
に

分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
間
的
な
「
世
界
」
と
い
う
言
い
方
を
時
間
的

な
言
い
方
に
改
め
れ
ば
、
そ
れ
は
前
世
と
今
世
、
或
い
は
現
世
と
来
世
と

（旧）

の
関
係
と
言
え
よ
う
。
兄
妹
が
親
の
元
に
あ
っ
た
時
が
前
世
で
あ
り
、
島

に
流
れ
着
い
て
か
ら
の
二
人
の
生
活
が
今
世
で
あ
る
。
前
世
の
死
は
今
世

の
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
人
の
兄
妹
の
結
婚
が
神
話
と
し
て
語
ら
れ
れ
ば
、
二
人
は
別
の
世

界
・
前
世
か
ら
や
っ
て
来
た
祖
先
神
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
述
べ
た
世

界
・
生
の
在
り
様
は
記
の
岐
美
二
神
の
国
造
り
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き

る
。
他
の
世
界
・
前
世
で
死
ん
だ
岐
美
二
神
が
、
こ
の
世
界
・
今
世
に
現

れ
て
結
婚
し
国
を
作
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
あ
る
。
二
神
が

（旧）

兄
妹
で
あ
る
こ
と
は
西
郷
信
綱
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
肥
歌

で
二
人
で
共
に
死
の
う
と
歌
う
こ
と
、
ま
た
家
持
が
加
歌
で
人
の
居
な
い
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国
に
行
こ
う
と
歌
う
こ
と
は
、
兄
妹
婚
幻
想
を
踏
ま
え
た
、
二
人
を
始
祖

神
と
す
る
新
た
な
世
界
を
築
こ
う
と
す
る
意
味
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

ヲ（》◎社
会
的
な
死
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
来
て
い
る
が
、
次
に
肥
歌
に
対
す

る
万
葉
集
の
異
伝
歌
に
沿
い
な
が
ら
、
別
の
角
度
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て

補
足
し
て
お
き
た
い
。
一
首
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

皿
事
し
あ
ら
ぱ
小
泊
瀬
山
の
石
城
に
も
隠
ら
ば
共
に
な
思
ひ
わ
が
背

（舶・三八○六）

右
は
伝
へ
て
云
は
く
「
時
に
女
子
あ
り
き
。
父
母
に
知
れ
ず
て

穎
か
に
壮
士
に
接
ひ
き
。
壮
士
そ
の
親
の
呵
噴
は
む
こ
と
を
煉

暢
り
て
梢
に
猶
予
ふ
意
あ
り
。
こ
れ
に
因
り
て
娘
子
の
こ
の
歌

を
裁
作
り
て
そ
の
夫
に
贈
り
与
へ
き
」
と
い
へ
り
。

左
注
に
よ
れ
ば
、
恋
愛
或
い
は
結
婚
を
錆
膳
す
る
男
に
女
が
決
断
を
迫
っ

た
も
の
と
思
し
い
。
決
断
の
内
容
は
歌
表
現
に
「
共
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
別
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
緒
に
居
る
方
向
で
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
無
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
歌
の
中
で
隠
り
が
歌
わ
れ
て

い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
歌
理
解
の
一
つ
は
、
蛆
歌
の
隠
り
の
意
味
に

基
づ
い
た
生
物
的
な
意
味
で
の
死
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
に
隠
っ

て
共
に
死
の
、
フ
と
い
う
の
で
あ
る
。
心
中
と
い
う
と
日
本
文
学
に
お
い
て

は
殆
ど
近
世
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
上
代
に
お
い
て
は
記
に
お

け
る
軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
同
母
兄
妹
の
心
中
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
同

母
兄
妹
の
沙
本
比
古
・
沙
本
比
売
も
、
同
じ
稲
城
の
中
に
入
っ
た
ま
ま
共

に
死
ぬ
わ
け
で
、
こ
れ
も
心
中
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
別
歌
に
心
中

を
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
ミ
フ
。

し
か
し
一
方
、
女
が
心
中
を
灰
め
か
し
つ
つ
男
に
結
婚
の
決
断
、
周
囲

に
関
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
迫
っ
た
も
の
、
と
い
う
理
解
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
こ
の
理
解
は
、
隠
り
を
社
会
的
な
死
と
す
る
見
方
に
即
か
せ
る
こ

と
に
な
る
。
石
城
に
隠
っ
た
後
に
、
そ
こ
か
ら
二
人
が
今
ま
で
生
活
し
て

い
た
社
会
に
戻
っ
た
と
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
但
し
そ
の
際
、
そ
の
社

会
を
二
人
は
全
く
新
し
い
眼
差
し
で
見
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
が
周
囲
に

対
し
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
っ
た
関
係
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
隠
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
と
隔
絶
さ
れ
た
二
人
だ
け
の
世
界
、
周
囲
の

世
界
と
は
異
っ
た
世
界
を
二
人
が
作
っ
た
為
で
あ
る
。
言
わ
ば
そ
れ
は
社

会
的
な
死
の
後
の
再
生
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
、
フ
。
隠
り
が
再
生
を
も
含
意

し
た
こ
と
は
「
母
が
養
ふ
蚕
の
繭
隠
り
」
（
ｎ
．
二
四
九
五
歌
他
）
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
蚕
は
成
虫
に
な
る
為
に
繭
に
隠
る

の
で
あ
る
。
女
は
、
周
囲
の
圧
力
に
負
け
そ
う
な
男
に
対
し
、
決
断
の
で

き
る
強
い
人
間
に
生
れ
変
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
、
だ
か
ら
再
生
の
為
の

隠
り
を
勧
め
た
、
と
も
と
れ
る
。
成
功
す
れ
ば
周
囲
と
の
関
係
を
新
し
い

形
で
形
成
す
る
、
即
ち
新
し
い
二
人
の
人
生
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
見
方
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
に
こ
の
別
歌

を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

や
や
遠
回
り
し
た
が
、
こ
こ
で
漸
く
結
論
に
辿
り
着
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
人
言
と
は
こ
の
二
人
の
世
界
を
作
ろ
う
と
す
る
意
図
に
よ
り
発
せ

ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
、
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
、
フ
か
。
周
囲
と
隔
絶

さ
れ
た
二
人
だ
け
の
世
界
で
あ
る
。
歌
の
作
者
一
人
一
人
が
直
接
に
死
、

社
会
的
な
死
ま
で
を
考
え
て
人
言
を
歌
に
詠
み
込
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
て
も
、
歌
の
言
葉
と
し
て
は
そ
こ
ま
で
を
含
ん
だ
言
葉
で
あ
り
、
そ

の
為
に
強
い
力
を
持
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
力
は
、
逢
え
な

い
と
歌
わ
れ
る
内
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
現
を
直
ち
に
恋
表
現
と
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人
言
が
恋
人
達
に
向
け
ら
れ
た
周
囲
の
人
々
の
噂
の
意
と
し
て
使
わ

れ
、
ま
た
恋
を
す
る
二
人
の
一
方
か
ら
一
方
へ
の
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
人
言
の
歌
の
背
後
に
存
在

し
た
観
念
と
、
そ
れ
が
恋
歌
と
な
る
所
以
に
つ
い
て
述
べ
来
っ
た
。
や
や

抽
象
的
な
論
理
に
傾
い
た
が
、
歌
言
葉
と
し
て
の
人
言
は
こ
の
よ
う
な
形

で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

人
言
を
読
み
込
む
歌
が
実
際
に
歌
わ
れ
る
場
面
は
様
々
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
れ
は
思
い
の
相
手
を
絡
め
と
ろ
う
と
い
う
意
図
で
歌
わ
れ
た
り
、

単
な
る
起
居
相
問
の
歌
と
し
て
歌
わ
れ
た
り
、
普
段
義
理
を
欠
い
て
い
る

相
手
に
謝
る
意
味
で
歌
わ
れ
等
し
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
相
聞

の
歌
に
多
用
さ
れ
た
の
は
、
二
人
が
恋
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ

る
こ
と
に
な
る
「
人
言
」
が
、
歌
を
贈
る
相
手
に
向
か
う
作
者
の
心
を
確

実
に
担
い
え
た
為
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
の
歌
贈
答
の
場
を
考
え
る
こ
と

は
考
察
の
範
囲
外
と
な
る
。
本
稿
は
飽
く
ま
で
表
現
に
関
わ
っ
て
考
察
を

加
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

し
、
更
に
詠
み
掛
け
る
相
手
を
自
分
の
側
・
歌
作
者
の
側
に
囲
い
込
ん
で

し
ま
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
数
字
は
訓
み
に
よ
り
振
れ
る
。
人
目
で
は
Ⅱ
．
二
七
六
七
歌
（
数

字
の
外
）
、
人
言
で
は
Ⅲ
．
三
四
四
六
歌
（
数
字
の
内
・
本
文
妬
歌
）

で
理
解
が
分
れ
て
い
る
。

（
２
）
平
凡
社
『
萬
葉
集
大
成
第
五
巻
』
昭
和
二
九
年
一
二
月

五
お
わ
り
に

（
３
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
神
謡
か
ら
〃
う

た
／
色
昭
和
六
○
年
一
月
。
講
談
社
学
術
文
庫
『
万
葉
歌
の
成

立
』
平
成
五
年
二
月
。

（
４
）
「
隠
り
妻
と
人
妻
と
」
（
明
治
書
院
『
万
葉
歌
の
表
現
』
平
成
三
年

七月）

（
５
）
注
３
に
同
じ
。

（
６
）
「
恋
と
宮
廷
」
（
『
ま
ひ
る
野
」
平
成
八
年
三
月
）

（
７
）
「
恋
と
人
言
ｌ
万
葉
相
聞
歌
の
一
側
面
と
し
て
」
（
『
語
文
』
第
七

五
輯
平
成
元
年
一
二
月
）
。
「
人
目
・
人
言
と
歌
垣
Ｉ
万
葉
相
聞
歌

論
の
た
め
に
」
（
翰
林
書
房
『
森
淳
司
博
士
古
稀
記
念
論
集
萬
葉

の
課
題
』
平
成
七
年
二
月
）
。
「
恋
の
ト
ポ
ス
と
し
て
の
一
道
」
ｌ

『
古
今
相
聞
往
来
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
雄
山
閣
出
版
『
万
葉
集
相
聞

の
世
界
恋
ひ
て
死
ぬ
と
も
」
平
成
九
年
八
月
）
。

（
８
）
「
万
葉
集
・
恋
歌
に
お
け
る
『
人
』
の
意
味
」
（
『
上
代
文
学
」
第

七
六
号
平
成
八
年
四
月
）

（
９
）
工
藤
隆
『
歌
垣
と
神
話
を
さ
か
の
ぼ
る
～
少
数
民
族
文
化
と
し
て

の
日
本
古
代
文
学
～
』
（
新
典
社
平
成
二
年
七
月
）
、
辰
巳
正
明

『
詩
の
起
源
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
恋
愛
詩
」
（
笠
間
書
院
平
成
一

二
年
五
月
）
等
。

（
皿
）
「
万
葉
恋
歌
の
常
識
を
疑
う
ｌ
『
万
葉
集
」
巻
二
○
・
四
四
五
五

～
六
の
贈
答
歌
を
読
む
ｌ
」
（
言
本
文
学
』
第
四
八
巻
第
一
○
号

平
成
二
年
一
○
月
）

（
Ⅱ
）
万
葉
集
か
ら
の
引
用
は
、
中
西
進
・
講
談
社
文
庫
『
万
葉
集
全
訳

注
」
に
よ
る
。
ま
た
風
土
記
歌
謡
は
土
橋
寛
・
岩
波
大
系
『
古
代
歌

謡
集
』
に
よ
っ
た
。

（
岨
）
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
３
．
四
六
○
歌
を
例
外
と
し
て
除
き
、

３
．
四
三
六
歌
は
挽
歌
で
あ
る
が
、
死
者
生
前
の
相
聞
の
や
り
取
り
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が
挽
歌
と
共
に
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

（
過
）
ジ
ャ
ン
Ⅱ
ノ
エ
ル
・
カ
プ
フ
ェ
レ
『
う
わ
さ
」
（
法
政
大
学
出
版

局
『
う
わ
さ
［
増
補
版
］
も
っ
と
も
古
い
メ
デ
ィ
ア
』
古
田
幸
男
訳

平
成
五
年
九
月
）
は
「
う
わ
さ
は
、
情
緒
を
含
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
賛
意
を
表
し
た
い
。

（
ｕ
）
多
田
一
臣
注
４
論
は
、
人
言
に
つ
い
て
「
共
同
体
の
内
部
を
浮
遊

（
妬
）
本
稿
の
拠
っ
た
中
西
『
全
訳
注
』
の
他
、
塙
本
等
、
多
く
が
こ
こ

の
原
文
「
隠
」
を
コ
モ
リ
と
訓
ん
で
い
る
．
一
方
、
新
編
全
集
等
は

こ
れ
を
カ
ク
リ
と
し
て
い
る
。
記
の
「
天
照
大
御
神
、
見
畏
み
、
天

の
石
屋
の
戸
を
開
き
て
、
刺
し
こ
も
り
（
Ⅱ
許
母
理
）
坐
し
き
」
と

い
、
フ
記
述
、
ま
た
次
の
四
一
九
歌
の
「
石
戸
破
る
」
と
の
整
合
性
か

ら
、
本
稿
は
コ
モ
リ
の
訓
が
よ
い
と
考
え
る
。

（
略
）
副
題
「
大
伴
家
持
・
坂
上
大
嬢
の
相
聞
往
来
歌
を
通
し
て
」
（
『
セ

ミ
ナ
ー
古
代
文
学
筋
家
持
の
歌
を
〈
読
む
こ
昭
和
六
一
年
七
月
）

（
Ⅳ
）
兄
妹
婚
に
つ
い
て
は
古
橋
信
孝
「
兄
妹
婚
の
伝
承
」
（
ぺ
り
か
ん

社
『
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
」
平
成
四
年
四
月
初
出
亜
武
蔵
野
書

院
『
シ
リ
ー
ズ
古
代
の
文
学
５
』
昭
和
五
五
年
二
月
）
を
参
照
。

（
肥
）
固
よ
り
こ
こ
で
言
う
「
世
」
は
仏
教
の
そ
れ
と
は
異
る
。

（
岨
）
「
近
親
相
姦
と
神
話
ｌ
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
こ
と
ｌ
」
（
未
来

社
『
古
事
記
研
究
』
昭
和
四
八
年
七
月
初
出
薑
展
望
」
昭
和
四

多
田
一
臣
注
４
論
は
、
-

す
る
言
説
」
と
し
て
い
る
。

五年七月）

（
し
ん
た
に
ま
さ
お
）
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