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左
注
が
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
を
「
類
」
と
す
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
場
合

である。黄
葉
に
置
く
白
露
の
色
葉
に
も
出
で
じ
と
念
へ
ば
事
の
繁
け
く

（
巻
十
・
二
三
○
七
）

雨
零
れ
ば
滝
つ
山
川
石
に
触
れ
君
が
催
け
む
情
は
持
た
じ

（
巻
十
・
二
三
○
八
）

右
一
首
、
不
し
類
二
秋
歌
一
而
以
レ
和
載
レ
之
也
。

巻
十
は
季
節
ご
と
に
歌
を
分
類
し
て
お
り
、
こ
の
歌
は
「
秋
相
聞
」
に
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
二
三
○
八
番
歌
左
注
は
、
歌
の
配
列
基
準
を
「
類
」
と

「
萬
葉
集
』
に
は
、
歌
の
「
類
」
に
言
及
す
る
左
注
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

「
類
」
に
対
す
る
態
度
は
異
な
る
も
の
の
、
巻
の
方
針
に
反
す
る
よ
う
に

歌
を
持
ち
込
む
と
い
う
共
通
項
を
持
つ
。
整
然
と
し
た
歌
の
並
び
を
ま
る

で
壊
す
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

（１）か。
「
類
」
を
導
入
す
る
『
萬
葉
集
』
左
注
の
問
題

｜｜、「類」の枠組み

｜
、
は
じ
め
に

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉし

て
意
識
し
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い
と
の
判
断
を
示
す
。
そ
れ
は
、
秋
を

思
わ
せ
る
も
の
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
和
」

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
歌
を
載
せ
て
い
る
の
は
、
左
注
の
根
底
に
、

同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
歌
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
考
え
が
あ
る

か
ら
だ
ろ
う
。
二
三
○
七
番
歌
は
、
こ
れ
だ
け
で
詠
む
と
、
周
囲
の
人
が

う
る
さ
く
て
、
相
手
を
気
遣
い
、
思
う
よ
う
に
逢
瀬
が
か
な
わ
な
い
こ
と

を
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
二
三
○
八
番
歌
が
「
和
」
さ

れ
る
こ
と
で
、
人
に
知
ら
れ
ま
い
と
い
う
苦
心
を
述
べ
る
こ
と
が
、
逢
い

に
来
な
い
言
い
訳
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
三
○
七
番
歌
の

文
脈
を
正
し
く
固
定
す
る
た
め
に
は
、
二
三
○
八
番
歌
も
併
せ
て
載
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
。

同
様
の
見
方
は
、
以
下
の
例
か
ら
も
窺
え
る
。

闇
の
夜
は
辛
苦
し
き
物
を
何
時
し
か
と
吾
が
待
つ
月
も
早
も
照
ら
ぬ

か

（

巻

七

・

一

三

七

四

）

朝
霜
の
消
や
す
き
命
誰
が
為
に
千
歳
も
が
も
と
吾
が
念
は
な
く
に

（巻七・一三七五）

右
一
首
者
、
不
し
有
二
譽
嚥
歌
類
一
也
。
但
、
闇
夜
歌
人
所
心

之
故
並
作
二
此
歌
一
。
因
以
二
此
歌
一
載
二
於
此
次
一
。

村
本
舂
香
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一
三
七
五
番
歌
は
、
書
嶮
歌
の
部
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
よ

う
な
歌
に
は
見
え
な
い
。
一
三
七
四
番
歌
が
、
恋
し
い
相
手
を
「
月
」
に

瞼
え
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
首
は
作
者
が
共

通
し
て
い
る
の
で
、
並
べ
て
載
せ
る
の
だ
と
す
る
。
や
は
り
、
左
注
に
と
っ

て
は
、
同
じ
思
い
を
詠
む
歌
は
「
類
」
を
超
え
て
載
せ
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、
一
三
七
四
番
歌
の
、
恋
し
い
相
手
を
待
ち
望
む
苦
し
み

の
原
因
は
相
手
の
つ
れ
な
さ
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
一
三
七
五
番
歌
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
他
の
誰
で
も
な
い
、
た
だ
ひ
と
り
の
た
め
に
、

千
年
も
生
き
存
え
た
い
と
ま
で
思
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
逢
瀬
が
か

な
わ
な
い
苦
し
さ
が
「
闇
夜
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
思
い
を
正
し

く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
一
三
七
五
番
歌
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
二
例
と
も
、
歌
を
配
列
す
る
分
類
基
準
が
「
類
」
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
基
準
に
違
反
す
る
よ
う
な
歌
が
左
注
に
よ
っ
て
併
せ
ら
れ
る
こ

と
で
、
分
類
項
目
に
合
致
す
る
歌
か
ら
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
意

図
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
左
注
は
、
分
類
基
準
を
超
え
た
と
こ

ろ
に
、
実
は
歌
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
出
す
こ
と
と
な
っ
て
い

る。な
ぜ
、
「
類
」
に
よ
っ
て
歌
を
採
り
上
げ
る
だ
け
で
は
、
そ
の
歌
の
歌

意
が
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
「
類
」
と
は
歌
意
を
超
え
た

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
挙
げ

る
例
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
類
」
の
世
界
が
創
ら
れ
て
い
く
も
の

である。右
件
歌
等
、
雛
し
不
二
挽
レ
枢
之
時
所
一
レ
作
、
准
１
擬
歌
意
一
。
故
以

載
二
子
挽
歌
類
一
焉
。

巻
二
挽
歌
部
冒
頭
歌
群
に
付
さ
れ
た
こ
の
左
注
は
、
挽
歌
を
「
挽
レ
枢
」

の
際
の
歌
だ
と
敢
え
て
規
定
し
た
上
で
、
そ
の
分
類
基
準
か
ら
は
外
れ
る

歌
を
、
「
歌
意
」
に
よ
っ
て
載
せ
た
の
だ
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
挽
歌
と
は
、

『
文
選
』
の
部
立
に
倣
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
が
、
『
文
選
』
の
挽
歌
部
に

も
、
「
挽
レ
枢
」
に
関
わ
ら
な
い
詩
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
有
問

皇
子
の
歌
の
よ
う
に
、
そ
の
死
よ
り
も
前
に
詠
ま
れ
、
し
か
も
旅
の
無
事

を
祈
る
よ
う
な
も
の
ま
で
も
が
含
ま
れ
る
と
は
考
え
難
い
。
そ
こ
で
、
「
歌

意
」
に
よ
っ
て
、
と
い
う
左
注
が
付
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
本
来
な
ら
ば
挽

歌
に
含
ま
れ
な
い
よ
う
な
も
の
を
、
そ
の
近
似
性
に
よ
っ
て
纏
め
上
げ
て

し
ま
う
も
の
が
「
挽
歌
類
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
挽
レ
枢
」
に
関
わ
ら
な
い
、
そ
れ
に
類
似
す
る
歌
が
載
せ

ら
れ
る
の
は
こ
の
箇
所
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
人
麻
呂
が
自
ら
の
死
に

際
し
て
詠
ん
だ
二
二
三
番
歌
も
葬
送
と
は
関
わ
ら
な
い
が
、
題
詞
や
左
注

で
は
何
も
こ
と
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
一
四
五
番
歌
左
注
が
、
挽
歌
と
い

う
部
立
の
定
義
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
類
」

に
よ
っ
て
、
原
義
と
も
『
文
選
』
と
も
異
な
る
挽
歌
の
部
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
左
注
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
定
義
と
は
完
全
に
一

致
せ
ず
、
そ
の
裾
野
に
広
が
る
周
辺
が
「
類
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

先
の
二
例
と
異
な
り
、
何
が
「
類
」
な
の
か
、
そ
の
境
界
は
明
確
で
は
な

い
が
、
悲
哀
の
思
い
が
、
「
類
」
に
よ
っ
て
積
極
的
に
掬
い
取
ら
れ
て
い
る
。

「
類
」
と
い
う
言
葉
が
抱
え
る
暖
昧
さ
は
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
場
合
、

ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
二
一
番
歌
に
付
さ
れ
た
左
注
は

た
だ
「
類
」
と
の
み
述
べ
、
そ
の
内
実
に
は
言
及
し
な
い
。

右
一
首
、
高
橋
連
虫
麻
呂
之
歌
中
出
焉
。
以
レ
類
載
レ
此
。

ま
ず
は
、
「
右
一
首
」
の
範
囲
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
の
歌
の
み
を
指
す
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と
の
説
も
あ
る
が
、
「
詠
二
不
尽
山
一
歌
」
の
題
詞
を
も
つ
三
一
九
～
三
二

一
番
歌
の
三
首
の
こ
と
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
前
者
で
は
、
題
詞
に

作
者
名
を
記
さ
な
い
長
反
歌
に
、
な
ぜ
虫
麻
呂
の
短
歌
を
併
せ
る
よ
う
な

構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
の
歌
の
前
に
は
赤
人
の

不
尽
山
歌
が
、
そ
し
て
こ
の
後
ろ
に
も
、
伊
予
温
泉
に
赴
い
た
際
の
歌
、

神
岳
に
登
っ
た
歌
と
赤
人
の
歌
が
二
歌
群
続
く
。
赤
人
歌
群
の
な
か
に
、

虫
麻
呂
の
歌
が
挿
入
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
る
こ
と
へ
の
注
記
と
考
え
た
方

が
自
然
だ
ろ
う
。
巻
三
雑
歌
部
の
配
列
基
準
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、

こ
の
歌
の
前
後
に
赤
人
の
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
「
類
」
と
い

う
基
準
を
持
ち
込
む
こ
と
で
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

こ
の
時
に
左
注
が
た
だ
「
類
」
と
の
み
述
べ
る
の
は
、
歌
か
ら
も
題
詞

か
ら
も
、
双
方
が
不
尽
山
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
明

示
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
両
歌
群
は
、
不
尽
山
の
あ

ら
わ
し
方
と
い
う
点
で
も
一
致
を
み
る
。
虫
麻
呂
の
長
反
歌
に
共
通
す
る

「
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
」
は
、
赤
人
の
長
歌
三
一
七
番
歌
で
「
白
雲

も
い
行
き
は
ば
か
り
」
と
詠
ま
れ
る
。
ま
た
、
赤
人
が
「
時
じ
く
そ
雪
は

降
り
け
る
」
と
詠
ん
だ
雪
を
、
虫
麻
呂
は
第
一
反
歌
で
「
六
月
の
十
五
日

に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜
降
り
け
り
」
と
詠
ん
で
お
り
、
共
に
季
節
外
れ
の
雪

と
対
時
し
た
歌
に
な
っ
て
い
る
。
対
象
の
一
致
の
み
な
ら
ず
、
実
は
不
尽

山
を
把
握
す
る
見
方
ま
で
も
が
、
左
注
に
は
「
類
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
何
を
「
類
」
と
す
る
の
か
明
言

し
が
た
い
、
歌
の
表
現
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
が
、

た
だ
「
類
」
と
の
み
述
べ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

巻
六
に
は
前
半
部
に
三
例
の
「
類
」
に
言
及
す
る
左
注
が
あ
る
。
何
が

「
類
」
と
さ
れ
て
い
る
の
か
は
暖
昧
だ
が
、
同
時
に
こ
の
左
注
が
作
歌
時

期
を
不
明
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
巻
六
は
歌
を
年
次
別

に
並
べ
る
巻
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
、
歌
を
載
せ

る
根
拠
を
「
類
」
に
見
出
だ
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
左
注
は
、
時
間

軸
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
は
決
し
て
繋
が
れ
る
こ
と
の
な
い
歌
と
歌
と
を
繋

げ
る
論
理
と
し
て
「
類
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
何
と
対
時
し
て
い
る
の
か
。

五
年
戊
辰
幸
二
子
難
波
宮
一
時
作
歌
四
首

大
王
の
界
ひ
賜
ふ
と
山
守
居
ゑ
守
る
と
云
ふ
山
に
入
ら
ず
は
止
ま
じ

（巻六・九五○）

見
渡
せ
ば
近
き
物
か
ら
石
隠
り
か
が
よ
ふ
珠
を
取
ら
ず
は
已
ま
じ

（
巻
六
・
九
五
二

韓
衣
服
楢
の
里
の
嬬
ま
つ
に
玉
を
し
付
け
む
好
き
人
も
が
も

（巻六・九五二）

さ
を
壮
鹿
の
鳴
く
な
る
山
を
越
え
去
か
む
日
だ
に
や
君
が
は
た
あ
は

ざ

ら

む

（

巻

六

・

九

五

三

）

右
、
笠
朝
臣
金
村
之
歌
中
出
也
。
或
云
、
車
持
朝
臣
千
年
作

之也。

膳
王
歌
一
首

朝
に
は
海
辺
に
あ
さ
り
し
暮
去
れ
ば
倭
へ
越
ゆ
る
鴫
し
と
も
し
も

（巻六・九五四）

右
、
作
歌
之
年
不
し
審
也
。
但
、
以
二
歌
類
一
便
載
二
此
次
一
。

九
五
四
番
歌
左
注
は
、
作
歌
の
年
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
金
村
（
も
し
く

三
、
巻
六
の
「
類
」

-８７-
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は
千
年
）
の
歌
の
「
類
」
と
し
て
載
せ
た
と
す
る
。
同
じ
難
波
の
地
で
の

作
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
前
節
の
例
に
鑑
み
る
と
、
「
類
」

は
歌
の
細
部
に
ま
で
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
い
か
。
膳
王
が
同
行
し
た
可

能
性
の
あ
る
難
波
行
幸
関
連
歌
は
、
他
に
神
亀
二
年
の
も
の
が
巻
六
・
九

二
八
～
九
三
四
番
歌
に
見
え
る
。
長
歌
で
宮
の
造
営
を
寿
ぐ
神
亀
二
年
の

作
と
並
べ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
位
置
に
膳
王
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
前
四
首
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

九
五
四
番
歌
は
、
「
大
和
へ
越
ゆ
る
雁
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
『
評
釈
』
（
窪

田
）
が
、
「
歌
の
上
の
場
所
は
、
倭
に
近
い
海
辺
で
あ
る
か
ら
、
難
波
で

あ
り
、
行
幸
の
供
奉
と
い
ふ
こ
と
が
自
然
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
の
歌
は
、
難
波
の
地
を
思
わ
せ
る
。
大
和
へ
帰
る
こ
と
の
で
き
る
雁
を

目
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
自
ら
の
現
状
が
呼
び
起
こ
さ
れ

て
い
る
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
当
然
、
大
和
で
待
つ
人

と
逢
い
た
い
と
の
思
い
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
雁
と
の
対
比
の
構
図

は
、
九
五
三
番
歌
と
共
通
す
る
。
九
五
三
番
歌
の
妻
を
求
め
て
鳴
く
「
さ

壮
鹿
」
は
、
妻
と
の
出
逢
い
を
果
た
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、

恋
心
が
か
き
た
て
ら
れ
る
筈
の
日
で
あ
っ
て
も
、
「
君
」
は
逢
お
う
と
し

な
い
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「
さ
壮
鹿
」
と
自
身
の
対
比
が
あ
る
。
左
注
は
、

こ
れ
を
「
類
」
と
し
て
、
九
五
四
番
歌
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
だ

ろうか。
そ
の
結
果
、
難
波
の
地
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
の
な
か
っ
た
前
四
首

も
、
一
方
に
、
大
和
へ
の
思
い
が
底
流
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
文
脈
が

掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
恋
の
や
り
と
り
を
交
わ
す
前
四

首
に
望
郷
の
思
い
が
関
わ
る
と
は
一
見
、
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
九
五

四
番
歌
と
併
せ
る
と
、
や
み
が
た
い
大
和
へ
の
思
い
が
あ
る
た
め
に
、
九

五
二
番
歌
で
は
奈
良
の
里
が
選
ば
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え

て
く
る
。
更
に
、
九
五
一
番
歌
の
「
か
が
よ
ふ
珠
」
も
、
詠
歌
の
場
が
大

和
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。
巻
六
に
お
け
る
「
類
」
の
導
入
に
は
、

歌
に
新
た
な
意
味
合
い
を
付
与
し
て
い
く
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

歌
の
見
え
方
が
変
容
し
て
し
ま
う
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
異
な
る
機
会

に
詠
ま
れ
た
可
能
性
の
高
い
歌
と
歌
と
が
並
べ
ら
れ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
印
南
野
行
幸
関
連
歌
群
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
金
村
と
赤
人
の
歌

か
ら
構
成
さ
れ
る
九
三
五
～
九
四
七
番
歌
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
左
注
が

付
さ
れ
て
い
る
。

右
、
作
歌
年
月
未
し
詳
也
。
但
、
以
レ
類
故
載
二
於
此
次
一
。

こ
の
「
右
」
の
範
囲
は
諸
説
あ
る
が
、
九
三
八
番
歌
以
下
を
指
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
赤
人
の
印
南
野
歌
群
長
歌
九
三
八
番
歌
は
、
「
や
す
み
し
し

吾
が
大
王
の
神
な
が
ら
高
知
ら
せ
る
印
南
野
の
」
と
詠
み
出
す
等
、
行
幸

従
駕
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
群
は
、
作
者
名
し
か
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
行
幸
時
の
作
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
だ
ろ

（２）う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
辛
荷
歌
群
九
四
二
～
九
四
五
番
歌
、
敏
馬
歌
群
九

四
六
～
九
四
七
番
歌
に
そ
の
よ
う
な
表
現
は
見
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
時

の
行
幸
は
、
一
○
月
一
○
日
に
印
南
野
邑
美
頓
宮
に
至
り
、
一
九
日
に
は

帰
途
、
難
波
宮
へ
と
到
達
し
て
お
り
、
辛
荷
の
島
ま
で
足
を
の
ば
し
た
と

は
考
え
が
た
い
。
敏
馬
の
場
合
は
行
幸
の
途
上
に
位
置
す
る
も
の
の
、
目

的
地
へ
の
途
上
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
印
南
野
歌

群
第
三
反
歌
で
は
帰
路
の
思
い
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
同
じ
機
会
の
作
と
し

て
載
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
掲
載
の
順
序
が
逆
で
は
な
か
っ
た
か
。
従
っ
て
、

敏
馬
歌
群
も
ま
た
、
「
類
」
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
群
を
繋
ぐ
「
類
」
と
は
何
か
。
興
味
深
い
の
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は
、
印
南
野
の
地
の
価
値
を
認
め
、
そ
れ
を
讃
え
る
赤
人
の
印
南
野
歌
群

に
お
い
て
も
、
第
二
反
歌
に
「
家
し
し
の
は
ゆ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
続
く
第
三
反
歌
で
も
「
明
日
よ
り
は
し
た
咲
ま
し
け
む
家
近
附

け
ば
」
と
あ
り
、
帰
途
に
つ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
行
幸
歌
と
し
て
も
あ
ま
り
例
を
見
な
い
だ
け
で
な
く
、
印
南
野
の

地
を
讃
美
す
る
長
歌
と
も
対
照
的
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
思
慕
の
念
は
、
辛
荷
歌
群
で
は
、
歌
の
中
心
に
据
え
ら
れ

て
い
る
。
長
歌
末
尾
は
「
客
の
日
長
み
」
と
閉
じ
ら
れ
、
辛
荷
の
島
の
間

か
ら
大
和
の
方
を
望
ん
で
も
、
決
し
て
見
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
、
家
と
の

距
離
が
開
い
て
い
く
こ
と
で
、
家
へ
の
思
い
が
募
っ
て
い
る
こ
と
が
詠
ま

、

、

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
白
雲
も
千
重
に
な
り
来
ぬ
」
と
の
表
現
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
第
二
反
歌
で
も
「
倭
へ
上
る
ま
熊
野
の
船
」
と
の
対

比
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
和
か
ら
遠
ざ
か
り
、
思
い
が
募
る
さ
ま
が
提
示
さ

れる。こ
の
思
い
は
、
ゆ
る
や
か
に
で
は
あ
る
が
、
敏
馬
歌
群
に
も
見
て
取
れ

る
。
「
問
使
ひ
も
遣
ら
ず
て
吾
は
生
け
り
と
も
な
し
」
と
あ
り
、
家
郷
へ

残
し
て
き
た
恋
し
い
相
手
へ
の
思
い
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

従
っ
て
、
行
幸
歌
と
し
て
は
特
異
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
っ
た
印
南
野
歌
群
の

思
い
が
、
左
注
に
「
類
」
と
し
て
見
出
だ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

左
注
に
よ
っ
て
、
家
へ
の
思
慕
を
軸
に
世
界
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
類
」
は
金
村
歌
群
に
も
及
ぶ
の
か
。
金
村
歌
群
か

ら
望
郷
の
思
い
を
見
出
す
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
「
類
」
と
は
あ
く
ま
で
赤

人
歌
群
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
金
村
歌
群
は
、
「
海
人
娘
子
」
へ
の
思

慕
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
淡
路
島
の
「
海
人
娘
子
」
の
評

判
を
聞
き
つ
け
て
、
見
に
行
き
た
い
と
思
え
ど
も
、
船
梶
が
な
く
、
そ
こ

ま
で
到
達
で
き
な
い
、
た
だ
、
そ
の
一
事
ゆ
え
に
、
思
い
が
ま
す
ま
す
募
っ

て
い
く
、
そ
の
思
い
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
、
赤
人
の
敏
馬
歌
群
も
、
反
歌
で
「
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
き
衣
」

が
積
れ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
「
一
日
も
君
を
忘
れ
て
念
は
む
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
女
の
立
場
、
即
ち
、
自
ら
を
海
人
に
擬
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
長
歌
で
も
、
深
海
松
を
採
っ
た
り
、
な
の
り
そ
を
刈
る
と
い
う
、
海

人
の
行
為
が
詠
ま
れ
る
。
金
村
歌
群
と
は
、
海
人
と
逢
瀬
が
か
な
わ
な
い

恋
を
詠
ん
で
い
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、
「
類
」
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
敏
馬
歌
群
は
、
赤
人
・
金
村
双
方
の
印
南
野
歌
群
と
「
類
」

に
よ
っ
て
繋
ぎ
あ
わ
せ
ら
れ
る
、
か
す
が
い
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
機

能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
こ
の
時
の
行
幸
で
は
、
土
地
へ
の
讃
美
と
家
郷
へ
の
思
慕

の
両
方
の
思
い
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
矛
盾
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
ど
ち
ら
の
感
情
に
も
容
易
に
針
が
振
れ
る
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
金
村
歌
群
と
敏
馬
歌
群
に
、
こ

と
ば
か
ら
歌
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
あ
り
方
が
見
え
る
こ
と
で
あ

る
。
金
村
歌
群
で
は
、
淡
路
島
と
松
帆
の
浦
の
ア
ハ
・
マ
ツ
の
響
き
が
、

逢
え
な
い
が
故
に
高
ま
る
「
海
人
娘
子
」
へ
の
思
い
を
導
く
。
一
方
、
敏

馬
歌
群
で
は
、
淡
路
島
と
敏
馬
が
そ
れ
を
担
う
。
ま
た
、
深
海
松
と
な
の

り
そ
に
よ
る
連
想
も
働
い
て
お
り
、
金
村
歌
群
よ
り
も
、
名
前
か
ら
の
連

想
に
よ
る
構
成
の
面
は
強
い
。
こ
の
連
想
に
つ
い
て
も
、
左
注
は
「
類
」

と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
語
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
讃
美
と

望
郷
の
ど
ち
ら
に
も
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
二
つ
の
感
情
は

表
裏
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

従
っ
て
、
こ
の
四
歌
群
を
繋
ぎ
止
め
る
「
類
」
と
は
、
決
し
て
一
様
で

-８９-



特集・〈型〉のダイナミズム

は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
左
注
が
「
類
」
の
内
実
を
具
体
的
に
規
定
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
基
盤
に
な
っ
た
金
村
・
赤
人

歌
群
か
ら
望
郷
や
恋
と
い
っ
た
複
数
の
要
素
を
引
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を

軸
に
多
様
な
世
界
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

巻
六
冒
頭
に
位
置
す
る
吉
野
行
幸
歌
群
は
、
金
村
と
千
年
の
歌
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
そ
の
千
年
の
歌
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
左
注
が
見
え
る
。
「
類
」

に
よ
っ
て
行
幸
の
新
た
な
側
面
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
巻
の
冒
頭
か
ら
既

に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

右
、
年
月
不
し
審
。
但
、
以
二
歌
類
一
載
二
於
此
次
一
焉
。
或
本
云
、

養
老
七
年
五
月
幸
二
子
芳
野
離
宮
一
之
時
作
。

従
来
は
、
「
或
本
」
の
記
述
か
ら
、
金
村
の
作
と
同
じ
行
幸
時
の
作
だ
と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
左
注
に
よ
る
と
、
「
歌
類
」
に
従
っ
て
載
せ
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。
「
年
月
不
審
」
と
も
い
い
、
本
来
の
配
列
基
準
を
鮮

明
に
打
ち
立
て
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
歌
の
共
通
性
を
重
視
す
る
の

である。
こ
の
時
の
「
類
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
千
年
の
反
歌
九
一
四

番
歌
の
「
滝
の
上
の
三
船
の
山
」
と
い
う
詠
み
始
め
が
、
金
村
の
長
歌

九
○
七
番
歌
冒
頭
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
千
年
の
歌
は
、
恋
情
や
望

郷
を
詠
む
も
の
だ
と
さ
れ
、
金
村
と
の
差
異
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

な
か
で
、
「
滝
の
上
の
三
船
の
山
は
畏
け
ど
思
ひ
忘
る
る
時
も
日
も
無
し
」

と
詠
む
九
一
四
番
歌
は
、
三
船
の
山
は
恐
れ
多
い
も
の
の
、
恋
し
い
相
手

の
こ
と
は
忘
れ
な
い
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
「
或
本
」
反
歌
は
恋
情
が
中
心
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

長
歌
で
ひ
と
り
見
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
た
「
清
き
川
原
」
を
中
心
に
展
開

さ
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
船
の
山
を
取
り
あ
げ
る
本
伝
反
歌
に
、

人
へ
の
恋
情
を
読
み
取
れ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
歌
で
三
船
の
山
に

対
す
る
畏
怖
を
抱
く
の
は
、
長
歌
で
「
み
芳
野
の
真
木
立
つ
山
ゆ
見
降
ろ

せ
ば
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
の
高
さ
を
意
識
す
る
状
況
下
に
身

を
置
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
よ
う
。
こ
れ
ま
で
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
恐
ろ
し
さ
が
芽
生
え
る
と
同
時
に
、
「
清
き
川
原
」
を
目
に
し

た
感
慨
を
覚
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

例
え
ば
三
三
二
四
番
歌
で
は
「
君
の
御
門
を
天
の
如
仰
ぎ
て
見
つ
つ

畏
け
ど
思
ひ
綴
み
て
」
と
あ
り
、
「
皇
子
の
命
」
を
恐
れ
多
い
け
れ
ど
も
、

侍
ん
で
い
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
末
尾
の
「
玉
だ
す
き
懸
け
て
偲
は
な

恐
く
あ
り
と
も
」
も
含
め
、
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
挽
歌
の
影
響
下
に
あ
り
、

畏
怖
と
思
慕
と
い
う
相
反
す
る
思
い
が
共
存
す
る
こ
と
を
詠
む
。
他
に
、

一
三
三
一
番
歌
や
九
二
○
番
歌
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
千
年
の
歌
が
逆
接

句
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
三
船
の
山
へ
の
畏
怖
と
同
時
に
、
止
む
こ
と
な

く
繰
り
返
さ
れ
る
思
慕
の
念
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。

長
歌
で
は
、
人
伝
て
に
耳
に
す
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
時
期
に
、
吉
野

へ
の
思
い
が
募
っ
て
い
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で

初
め
て
吉
野
を
目
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
畏
怖
と
思
慕
が
絡
み
あ
っ
た
感
慨

を
覚
え
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
直
接
的
に
そ
の
地
の
あ
り
よ
う
を
捉
え
、

「
音
」
に
聞
く
以
上
の
地
で
あ
っ
た
と
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
認
め
て
い
る
。

三
船
の
山
を
端
緒
に
吉
野
の
地
の
素
晴
ら
し
さ
が
広
が
っ
て
い
く
点
は
、

金
村
歌
と
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
類
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れる。金
村
の
長
歌
は
「
滝
の
上
の
御
舟
の
山
に
み
づ
枝
さ
し
し
じ
に
生
ひ
た

る
と
が
の
樹
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
万
代
に
か
く
し
知
ら
さ
む
み
芳
野
の
蜻
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蛉
の
宮
」
と
詠
ま
れ
、
吉
野
に
宮
を
定
め
た
天
武
か
ら
皇
統
が
連
綿
と
続

い
て
い
く
様
が
、
「
と
が
の
木
」
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
と

が
の
木
」
が
生
え
て
い
る
場
所
こ
そ
が
、
三
船
の
山
な
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
三
船
の
山
と
は
、
天
武
に
始
ま
る
こ
の
世
の
統
治
の
伝
統
を
体
現
し

て
い
る
山
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
山
へ
の
畏
怖
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
千
年
歌
は
、
左
注
に
よ
っ

て
、
畏
怖
の
理
由
を
、
山
そ
の
も
の
の
荘
厳
さ
か
ら
、
皇
統
の
連
続
へ
と

読
み
か
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
左
注
は
、
吉
野
の
地
そ
の
も
の
が
も

つ
荘
厳
さ
を
、
皇
統
の
連
続
と
の
関
連
で
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
連
綿
と

続
い
て
い
く
皇
統
の
新
た
な
幕
開
け
と
し
て
聖
武
朝
を
前
面
に
押
し
出
そ

う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
観
念
化
さ
れ
た
金
村
歌
に
対
し
て
、
千
年
歌
で
は
、
む
し
ろ

山
そ
の
も
の
の
雰
囲
気
を
体
感
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
吉
野
の
地
そ

の
も
の
の
雰
囲
気
へ
の
感
慨
は
、
そ
の
景
の
共
有
を
も
望
ま
せ
る
。
「
類
」

を
軸
に
据
え
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
思
い
が
多
様
な
も
の
と

し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歌
を
年
次
別
に
並
べ
、
歴
史
を
紡
ぐ
と
い

う
姿
勢
を
鮮
明
に
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
「
類
」
と
い
う
異
な
る
基

準
を
持
ち
込
む
の
は
、
「
類
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
世
界
の
広
が
り
を
強

調
す
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

巻
六
に
お
け
る
「
類
」
の
導
入
と
は
、
本
来
な
ら
ば
相
互
に
関
連
す
る

こ
と
の
な
い
歌
と
歌
と
を
結
び
つ
け
、
行
幸
を
多
面
的
に
描
き
出
す
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
特
異
な
結
び
つ
き
は
、
作
歌
時
期
を
不
明
だ
と
述
べ
た

上
で
、
「
類
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
果
た
さ
れ
て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

作
歌
時
期
を
不
明
だ
と
述
べ
る
こ
と
は
、
既
に
巻
一
に
前
例
が
あ
る
。

三
九
番
歌
左
注
は
「
未
し
詳
二
知
何
月
従
し
駕
作
歌
一
」
と
述
べ
る
。
巻
一

で
は
、
『
日
本
書
紀
』
等
を
用
い
て
題
詞
を
検
証
し
な
が
ら
、
正
確
な
歴

史
を
紡
ご
う
と
す
る
。
複
数
の
御
代
の
史
を
並
べ
る
こ
と
で
歴
史
を
紡
ぐ

と
い
う
や
り
方
が
、
正
確
性
を
要
求
す
る
の
だ
ろ
う
。
正
確
な
時
期
の
特

定
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
三
九
番
歌
左
注
で
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
左
注
は
、
一
つ
の
〈
型
〉
を
な
し
て
い
る
。

巻
六
も
、
基
本
的
に
は
そ
の
〈
型
〉
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
巻
六
の
場
合
は
、
併
せ
て
「
類
」
を
導
入
す
る
。
そ
こ

で
は
、
作
歌
時
期
が
不
明
だ
と
述
べ
る
こ
と
が
、
本
来
的
に
は
関
係
の
な

い
歌
と
歌
と
を
結
び
つ
け
る
資
格
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
左
注

の
〈
型
〉
が
変
容
す
る
こ
と
で
、
巻
六
独
自
の
世
界
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る

のだ。こ
れ
は
、
一
代
史
を
紡
ぐ
巻
六
の
問
題
と
関
わ
ろ
う
。
巻
六
で
は
、
聖

武
朝
一
代
を
、
そ
れ
も
、
紡
ぐ
側
に
と
っ
て
非
常
に
身
近
な
御
代
の
こ
と

と
し
て
語
る
た
め
に
、
正
確
性
よ
り
も
、
そ
の
多
様
な
面
を
あ
ら
わ
す
こ

と
が
重
要
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
「
類
」
と
は
、
歌
の
要
素
を
取
り
出
し
、
そ
の
要
素
に
よ
っ

て
歌
と
歌
と
を
関
連
づ
け
、
位
相
の
違
い
を
も
超
え
て
結
び
つ
け
る
も
の

で
あ
る
。
歌
意
を
超
え
て
歌
を
繋
ぎ
あ
わ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
広
が
り
が
生

ま
れ
る
。
そ
れ
故
、
同
じ
作
者
の
歌
や
問
答
の
歌
を
併
せ
て
載
せ
る
こ
と

で
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
歌
意
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
す
る
左
注
も
存

在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
挽
歌
の
例
の
よ
う
に
、
積
極
的
に
「
類
」

を
推
し
進
め
る
こ
と
で
、
新
た
な
「
挽
歌
」
の
世
界
を
創
造
す
る
場
合
も

坐《》フ（》○
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し
か
し
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
本
来
の
配
列
基
準
と
、
そ
れ
に
違
反
す

る
よ
う
な
基
準
の
両
方
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
あ
る
観

点
か
ら
だ
け
で
は
決
し
て
見
え
て
こ
な
い
、
そ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
広

が
る
も
の
を
汲
み
と
る
こ
と
に
こ
そ
、
「
類
」
に
言
及
す
る
左
注
の
意
義

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
「
以
類
」
に
関
し
て
は
、
城
崎
陽
子
「
万
葉
集
の
編
纂
ｌ
「
以
類
」

と
記
す
こ
と
ｌ
」
含
万
葉
集
の
編
纂
と
享
受
の
研
究
」
お
う
ふ
う
、

二
○
○
四
年
五
月
）
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
類
」
の
内
実
や
、

導
入
す
る
こ
と
で
目
指
さ
れ
て
い
る
も
の
に
な
ど
は
、
検
討
す
べ
き

（
２
）
例
え
ば
三
一
番
歌
～
九
三
四
番
歌
も
同
様
の
形
式
を
と
る
。
題
詞

に
作
者
名
し
か
記
さ
な
い
場
合
、
直
前
に
置
か
れ
た
歌
群
と
同
じ
機

会
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
（
吉
井
巌
「
萬
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
」
「
萬

葉
集
研
究
」
第
一
○
集
、
一
九
八
一
年
二
月
）
。

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
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