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王
朝
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
歌
語
の
多
く
は
、
語
句
そ
れ
自
体
だ
け
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
既
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
語
が
内
包
し
喚
起
す
る
意
味
の
層
、
つ
ま
り
そ
の
伴
示
的
な
意
味
性
（
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
吟
味
し
て

行
く
と
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
変
遷
な
い
し
は
深
化
と
い
っ
た
あ
り
よ
う
が
指
摘
で
き
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
王
朝
和
歌
的
な

コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
ほ
ぼ
内
包
す
る
万
葉
歌
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
萌
芽
を
既
に
う
か
が
わ
せ
る
万
葉
歌
も
あ
る
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
、

『
万
葉
集
』
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
へ
の
百
五
十
年
余
り
の
歳
月
を
通
し
て
も
、
そ
う
し
た
様
々
な
歌
語
の
変
遷
・
深
化
と
い
う
現
象
は
起

こ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
歌
集
自
体
が
百
年
の
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
を
抱
え
る
『
万
葉
集
』
の
中
で
も
同
じ
現
象
が
見
ら
れ
る
。
本
稿

で
は
、
『
万
葉
集
』
の
〈
秋
風
〉
と
い
う
語
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
そ
の
喚
起
す
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
問
題
を
中
心
に
据

え
て
、
歌
語
と
し
て
の
〈
秋
風
〉
の
位
相
を
検
討
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
〈
秋
風
〉
の
中
で
歌
語
と
し
て
の
最
も
レ
ト
リ
カ
ル
な
意
味
性
を
そ
な
え
た
も
の
は
次
の
よ
う
な

恋
歌
に
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
。

1
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秋
風
は
身
を
わ
け
て
し
も
ふ
か
な
く
に
人
の
心
の
そ
ら
に
な
る
ら
む
（
紀
友
則
　
1
5
・
七
八
七
）

秋
風
の
吹
き
と
吹
き
ぬ
る
武
蔵
野
は
な
べ
て
草
葉
の
色
か
は
り
け
り
（
読
人
不
知
　
1
5
・
八
二
一
）

秋
風
に
逢
ふ
た
の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
身
む
な
し
く
な
り
ぬ
と
思
へ
ば
（
小
野
小
町
　
1
5
・
八
二
二
）

2

　
こ
う
し
た
歌
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
は
単
に
四
季
の
三
番
目
の
シ
ー
ズ
ン
に
吹
く
風
と
い
っ
た
明
示
的
な
意
味
合
い
（
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
）

以
外
に
、
何
層
か
の
意
味
を
揺
曳
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
首
目
の
友
則
歌
は
、
秋
風
は
人
の
体
内
に
吹
き
こ
ん
で
来
る
わ
け

で
も
な
い
の
に
、
そ
の
時
節
に
な
る
と
、
人
の
心
は
秋
風
に
吹
き
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
、
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
う
ら
し
い
、
と
い
っ
た

内
容
な
の
だ
が
一
契
沖
は
『
古
今
除
材
抄
』
で
次
の
よ
う
に
こ
の
〈
秋
風
〉
を
読
み
解
い
て
見
せ
る
。

こ
・
の
歌
は
ふ
た
つ
に
か
よ
ひ
て
き
こ
ゆ
。
我
と
人
と
を
対
し
て
い
は
・
、
秋
風
と
い
ふ
に
飽
心
を
そ
へ
た
り
。
こ
れ
は
ふ
た
つ
の
心
に

通
す
。
な
へ
て
世
の
秋
風
は
、
人
を
わ
け
て
、
な
ど
か
わ
か
心
は
松
の
み
と
り
の
こ
と
く
か
は
ら
ぬ
を
、
人
の
心
は
も
み
ち
の
こ
と
く
空

に
散
ゆ
く
ら
む
と
よ
め
る
欺
。
又
人
の
身
ひ
と
つ
に
と
り
て
い
は
・
、
人
は
も
と
の
人
に
し
て
、
秋
風
の
吹
に
つ
け
て
、
お
も
が
は
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
み
ゆ
る
事
も
な
き
を
、
な
ど
か
心
の
み
さ
そ
は
れ
て
、
こ
の
は
の
こ
と
く
、
空
に
ち
り
ゆ
く
ら
む
と
よ
め
る
歎
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
歌
が
恋
歌
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
〈
秋
風
〉
は
〈
飽
き
風
〉
と
い
う
意
味
を
伴
っ
て
い
る
も
の
と
読
む
の
が

自
然
で
あ
り
、
修
辞
的
に
は
懸
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
二
首
目
の
読
人
不
知
歌
、
三
首
目
の
小
町
歌
で
も
恋
歌
で
あ
る
以
上
、

事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
て
、
〈
秋
風
〉
を
〈
飽
き
風
〉
と
解
し
て
は
じ
め
て
そ
の
恋
の
心
情
表
出
が
読
者
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、



こ
う
し
た
古
今
歌
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
に
は
、
ま
ず
恋
か
ら
醒
め
た
倦
怠
感
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
付
随
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、

契
沖
の
掲
出
部
分
に
〈
な
へ
て
世
の
秋
風
は
、
人
を
わ
け
て
、
な
ど
か
わ
か
心
は
松
の
み
と
り
の
こ
と
く
か
は
ら
ぬ
を
、
人
の
心
は
も
み
ち

の
こ
と
く
空
に
散
ゆ
く
ら
む
〉
〈
人
は
も
と
の
人
に
し
て
、
秋
風
の
吹
に
つ
け
て
、
お
も
が
は
り
し
て
み
ゆ
る
事
も
な
き
を
、
な
ど
か
心
の

み
さ
そ
は
れ
て
、
こ
の
は
の
こ
と
く
、
空
に
ち
り
ゆ
く
ら
む
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
古
今
歌
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
は
〈
飽
き
風
〉
に
加
え
て
、

移
ろ
っ
て
や
ま
ぬ
も
の
、
無
常
な
る
も
の
を
喚
起
す
る
性
格
を
も
帯
び
て
い
る
と
い
え
る
。
友
則
歌
の
〈
そ
ら
に
な
る
ら
む
〉
、
読
人
不
知

歌
の
〈
な
べ
て
草
葉
の
色
か
は
り
け
り
〉
、
小
町
歌
の
〈
わ
が
身
む
な
し
く
な
り
ぬ
〉
と
い
っ
た
無
常
感
ま
た
は
無
常
を
連
想
さ
せ
る
表
現
は
、

〈
秋
風
〉
と
不
可
分
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
た
意
味
合
い
は
『
新
古
今
和
歌
集
』

に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
顕
著
な
も
の
と
な
る
。

朽
ち
に
け
る
長
柄
の
橋
を
来
て
み
れ
ば
蔵
の
枯
れ
葉
に
秋
風
ぞ
吹
く
（
藤
原
実
定
　
1
7
・
一
五
九
四
）

そ
の
山
と
契
ら
ぬ
月
も
秋
風
も
す
す
む
る
袖
に
露
こ
ぼ
れ
つ
つ
（
藤
原
家
隆
　
1
8
・
一
七
六
〇
）

、
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二
首
と
も
に
雑
歌
で
あ
っ
て
、
実
定
歌
の
朽
ち
果
て
た
〈
長
柄
の
橋
〉
の
跡
を
吹
く
＜
秋
風
〉
、
家
隆
歌
の
出
家
遁
世
を
促
す
か
の
よ
う

な
〈
秋
風
〉
は
、
読
者
の
無
常
感
を
深
く
喚
び
起
こ
す
風
と
し
て
巧
み
に
措
か
れ
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
秋
風
〉
は
、
移
ろ
い
や
す
い
人

の
心
を
対
象
と
し
た
〈
飽
き
風
〉
か
ら
、
人
の
世
そ
の
も
の
の
移
り
変
わ
っ
て
や
ま
ぬ
無
常
の
相
を
も
喚
起
す
る
歌
語
へ
と
深
化
し
て
行
っ

た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
新
古
今
歌
に
突
如
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
掲
出
し
た
三
首
に
も
端
的
に
う
か
が
わ
れ

る
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
も
確
実
に
そ
の
萌
芽
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
文
化
と
し
て
の
言
語
が
時
間
の
累
積
に
よ

り
、
そ
の
深
み
を
増
し
て
行
く
と
い
う
事
情
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3
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い
う
ま
で
も
な
く
、
『
古
今
和
歌
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
王
朝
和
歌
に
お
い
て
、
〈
秋
風
〉
は
如
上
の
意
味
だ
け
を
担
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

文
字
ど
お
り
秋
と
い
う
季
節
を
吹
く
天
候
気
象
た
る
風
と
し
て
の
用
法
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
辞
書
の
第
一
項
目
に
記
さ
れ
る
よ
う

な
意
味
合
い
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
秋
と
い
う
季
節
と
そ
こ
か
ら
触
発
さ
れ
る
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た
心
情
を
歌
の
上
に
定
着
し
て

行
っ
た
と
い
え
る
。
『
万
葉
集
』
の
〈
秋
風
〉
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
、
そ
ち
ら
の
方
向
か
ら
検
討
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

歌
語
〈
秋
風
〉
は
『
万
葉
集
』
の
中
で
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
王
朝
和
歌
的
な
’
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
至
る
に
は
時
間
的
な
熟
成

が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

2

　
『
万
葉
集
』
の
歌
に
は
〈
秋
風
〉
お
よ
び
〈
秋
の
風
〉
の
用
例
が
五
三
首
（
一
首
の
中
の
重
複
な
し
）
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
〈
風
〉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
）

用
例
が
以
上
を
含
ん
で
一
五
九
首
＝
ハ
ニ
例
で
あ
る
か
ら
、
〈
秋
風
〉
〈
秋
の
風
〉
が
全
体
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

〈
風
〉
と
複
合
し
た
語
で
こ
れ
ほ
ど
の
用
例
数
を
も
つ
も
の
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
〈
秋
風
〉
（
以
下
、
便
宜
上
〈
秋
の
風
〉
も
〈
秋
風
〉
に

一
括
し
て
考
え
る
）
に
次
い
で
用
例
数
の
あ
る
〈
時
つ
風
〉
に
し
て
も
、
巻
2
・
二
二
〇
、
同
6
・
九
五
八
、
同
7
・
一
一
五
七
、
同
1
2
・

三
二
〇
一
の
四
首
四
例
が
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
以
下
〈
沖
つ
風
〉
〈
松
風
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
三
首
三
例
、
〈
朝
風
〉
〈
あ
ゆ
の
風
〉
〈
浜
風
〉
が
そ
れ

ぞ
れ
二
首
二
例
、
残
り
の
〈
朝
東
風
〉
〈
明
日
香
風
〉
〈
嵐
の
風
〉
〈
伊
香
保
風
〉
〈
家
風
〉
〈
河
風
〉
〈
佐
保
風
〉
〈
白
山
風
〉
〈
神
風
〉
〈
泊
瀬
風
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

〈
早
見
浜
風
〉
〈
春
風
〉
〈
比
良
山
風
〉
〈
湊
風
〉
〈
夕
風
〉
〈
よ
こ
し
ま
風
〉
が
各
一
首
一
例
ず
つ
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相

対
的
に
傭
鰍
す
る
と
、
〈
秋
風
〉
が
万
葉
歌
の
典
型
的
な
〈
風
〉
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
、
ま
ず
用
例
の
上
だ
け
で
も
見
通
す
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
最
も
愛
好
さ
れ
、
普
及
し
た
〈
風
〉
に
関
わ
る
熟
語
で
あ
り
歌
語
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

4
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左
に
掲
げ
た
表
は
〈
秋
風
〉
の
歌
を
所
属
の
巻
・
国
歌
大
観
番
号
・
部
立
・
作
者
・
製
作
年
代
を
記
し
、
通
し
番
号
を
付
し
た
も
の
で
あ

る
（
以
下
、
関
係
〈
秋
風
〉
歌
を
本
稿
で
扱
う
場
合
は
こ
の
通
し
番
号
で
明
記
し
て
行
く
も
の
と
す
る
）
。
な
お
、
巻
七
．
十
．
十
一
の
作

者
未
詳
歌
の
製
作
年
代
の
判
定
に
関
し
て
は
、
巻
七
か
ら
巻
十
二
の
編
纂
構
造
を
柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
含
、
古
歌
集
・
古
集
）
を
規
範
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
冒
頭
に
据
え
、
次
い
で
奈
良
朝
現
代
歌
集
を
対
比
的
に
配
列
し
た
〈
古
今
倭
歌
集
〉
と
す
る
伊
藤
博
説
に
従
い
、
い
ず
れ
も
万
葉
第
田
期

か
ら
第
W
期
の
作
品
と
考
え
た
。

　
こ
の
一
覧
表
か
ら
直
ち
に
う
か
が
え
る
の
は
、
〈
秋
風
〉
が
奈
良
朝
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
た
歌
語
だ
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
奈
良
朝

以
前
の
作
は
、
わ
ず
か
に
額
田
王
と
人
麻
呂
歌
集
と
合
わ
せ
て
計
四
首
（
額
田
王
の
3
と
1
1
は
同
一
歌
で
あ
る
か
ら
、
一
首
と
見
な
し
た
）

数
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
額
田
王
の
著
名
な
〈
秋
の
風
〉
の
相
聞
に
関
し
て
、
か
つ
て
私
は
初
期
万
葉
の
歌
で
は
な
く
、
七
夕

歌
に
見
ら
れ
る
〈
待
つ
恋
と
秋
風
〉
と
い
う
相
聞
モ
チ
ー
フ
が
流
布
し
た
以
後
の
作
、
つ
ま
り
天
平
貴
族
の
手
に
な
る
仮
託
歌
と
考
え
る
べ

き
と
す
ゑ
襲
を
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
・
表
に
は
〈
額
田
王
思
近
江
天
皇
作
歌
一
首
〉
（
3
も
u
も
同
一
の
表
記
）
と
い
う
題
詞
お
よ
び

通
説
に
従
っ
て
第
－
期
の
作
と
し
た
が
、
〈
秋
風
〉
の
歌
の
年
代
が
問
題
に
な
る
場
合
は
、
こ
れ
を
私
見
の
第
W
期
作
歌
と
し
て
扱
っ
て
行

く
こ
と
と
す
る
。

　
以
上
の
前
提
に
立
っ
て
、
五
三
首
の
〈
秋
風
〉
歌
を
検
討
し
て
行
く
と
、
ま
ず
時
期
的
に
最
も
早
い
と
考
え
ら
れ
る
柿
本
人
麻
呂
歌
集
所

出
の
三
首
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

15

H
風
に
山
吹
の
瀬
の
響
る
な
べ
に
天
雲
翔
け
る
雁
に
逢
ふ
か
も

17

V
の
河
水
陰
草
の
秋
風
に
な
び
く
を
見
れ
ば
時
は
来
に
け
り

18

ﾜ
日
長
く
恋
ふ
る
心
ゆ
秋
風
に
妹
が
音
聞
こ
ゆ
紐
解
き
行
か
な

い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
5
1
略
体
歌
で
あ
る
が
・
稲
岡
耕
議
に
よ
れ
ば
・
・
う
し
た
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
の
筆
録
は
人
麻
呂
自
身
の
手
に

5
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巻 番　号 部立 作　　　者 製作年代
1 3 361 雑 山辺赤人 皿期

2 462 挽歌 大伴家持 VI期（天平11年）

3 465 挽歌 大伴家持 VI期（秤11年）

4 488 相聞 額　田　王 1期

5 7 1161 雑（4旅） 作者未詳 皿～VI期

6 1327 磐喩（寄玉） 作者未詳 皿～VI期

7 8 1468 夏雑 小治田広瀬王 H～皿期

8 1523 秋雑（七タ） 山上憶良 皿期（秤2年）

9 1535 秋雑 藤原宇合 皿～VI期

10 1597 秋雑 大伴家持 VI期（天平15年）

11 1606 秋相聞 額　田　王 1期

12 1626 秋相聞 大伴家持 VI期（天平11年）

13 1628 秋相聞 大伴家持 VI期（秤12年）

14 1631 秋相聞 大伴家持 VI期（酬）

15 9 1700 雑 柿本人麻呂歌集 II期

16 ※1757 雑 高橋虫麻呂歌集 VI期

17 10 2013 秋雑（七タ） 柿本人麻呂歌集 H期

18 2016 秋雑（七タ） 柿本人麻呂歌集 H期

19 2041 秋雑（七タ） 作者未詳 皿～VI期

20 2043 秋雑（七タ） 作者未詳 皿～VI期

21 2046 秋雑（七タ） 作者未詳 皿～VI期

22 ※2089 秋雑（七タ） 作者未詳 皿～VI期

23 ※2092 秋雑（七タ） 作者未詳 皿～VI期

24 2096 秋雑（詠花） 作者未詳 皿～VI期

25 2102 秋雑（詠花） 作者未詳 1皿～VI期

27 2108 秋雑（詠花） 作者未詳 皿～VI期

6
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巻 番　　号 部立 作　　　者 製作年代
28 10 2109 秋雑（詠花） 作者未詳 皿～VI期

29 2121 秋雑（詠花） 作者未詳 皿～VI期

30 2128 秋雑（詠履） 作者未詳 皿～V澗

31 2134 秋雑（詠履） 作者未詳 皿～VI期

32 2136 秋雑（詠贋） 作者未詳 皿～VI期

33 2158 秋雑（詠怪） 作者未詳 皿～VI期

34 2175 秋雑（詠露） 作者未詳 皿～VI期

35 2189 秋雑（繊） 作者未詳 1皿～VI期

36 2193 秋雑（詠鰻） 作者未詳 皿～Vi期

37 2204 秋雑（鐡） 作者未詳 皿～VI期

38 2231 秋雑信風） 作者未詳 皿～VI期

39 2260 秋相聞（寄風） 作者未詳 皿～VI期

40 2298 秋相聞（翻） 作者未詳 皿～VI期

41 2301 秋相聞（額） 作者未詳 皿～VI期

42 11 2626 寄物陳思 作者未詳 皿～VI期

43 15 3585 雑 遣新羅使人 VI期（秤8年）

44 17 3946 雑 大伴池主 VI期（秤18年）

45 3947 雑 大伴家持 VI期（秤18年）

46 3953 雑 大伴家持 VI期（天平18年）

47 19 4145 雑 大伴家持 VI期（天判腔2年）

48 4219 雑 大伴家持 VI期（撒2年）

49 20 4295 雑 大伴池主 VI期（XM5年）

50 4306 雑（七タ） 大伴家持 VI期（艦6年）

51 4309 雑（七タ） 大伴家持 VI期（天蹴6年）

52 4311 雑（七タ） 大伴家持 VI期（天濫6年）

53 4515 雑 大伴家持 VI期（辮2年）

（※は長歌）
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な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
時
期
は
天
武
九
年
以
降
持
統
三
年
以
前
の
十
年
間
に
当
る
こ
と
に
な
る
。
1
5
は
〈
宇
治
河
作
歌
二
首
〉
と
題
詞
の
あ

る
中
の
二
首
目
で
あ
り
、
〈
人
麿
が
何
処
か
の
山
に
ゐ
た
折
、
遽
に
荒
い
秋
風
が
吹
き
立
つ
て
、
そ
の
ゐ
る
山
を
吹
き
、
山
川
の
瀬
々
は
響

を
あ
げ
、
そ
れ
に
従
つ
て
天
上
で
は
、
乱
れ
立
つ
雲
の
中
を
雁
が
翔
つ
て
行
く
の
を
見
た
と
い
ふ
の
で
、
自
然
界
の
大
き
な
力
を
も
つ
て
動

乱
す
る
さ
ま
を
、
子
細
に
見
や
つ
て
、
そ
の
力
を
身
に
感
じ
て
ゐ
る
心
〉
と
『
萬
葉
集
評
釈
』
で
窪
田
空
穂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
叙
景
的

な
モ
チ
ー
フ
を
超
え
て
、
何
か
大
き
く
動
き
乱
れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
と
調
べ
と
を
そ
な
え
た
実
に
不
思
議
な
印
象
を
受
け
る
一
首
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
に
季
節
感
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
読
む
と
、
こ
こ
は
〈
秋
風
〉
以

外
に
〈
雁
〉
と
い
う
、
い
わ
ば
秋
の
風
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
作
者
の
意
図
的
配
置
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、

と
り
あ
え
ず
置
く
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
秋
の
季
題
的
風
物
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
一
首
中
に
二
つ
の
季
題
的
風
物
を

配
し
た
効
果
を
求
め
る
な
ら
ば
、
1
5
の
作
意
の
一
つ
に
季
節
感
の
表
現
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
、
土

屋
文
明
は
万
葉
の
季
節
感
に
触
れ
て
、
〈
季
節
感
と
い
ふ
に
は
単
に
季
節
に
関
係
あ
る
風
物
に
感
興
を
よ
ぶ
と
い
ふ
以
上
に
、
四
季
の
運
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

暦
時
の
大
概
を
幾
分
な
り
背
景
に
持
つ
て
居
て
の
感
興
を
さ
す
の
で
あ
ら
う
〉
と
述
べ
た
が
、
ま
さ
に
〈
秋
風
〉
〈
山
吹
〉
〈
雁
〉
と
い
っ
た

秋
の
風
物
を
一
首
に
配
し
た
1
5
に
は
、
土
屋
の
定
義
す
る
暦
法
に
基
づ
い
た
明
確
な
季
節
観
念
に
よ
る
季
節
感
の
表
出
が
読
み
取
れ
る
か
と

思
う
。

　
人
麻
呂
の
作
品
世
界
に
既
に
季
節
感
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
諸
家
の
つ
と
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
人
麻
呂
歌
集

非
略
体
歌
に
お
い
て
、
歌
の
場
で
も
あ
る
季
節
行
事
を
基
盤
と
し
て
春
・
秋
・
冬
の
風
物
（
特
に
霞
・
霧
・
雪
）
を
通
し
て
の
季
節
感
が
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

本
文
学
史
上
初
め
て
の
も
の
と
し
て
発
生
し
て
い
た
、
と
す
る
渡
瀬
昌
忠
説
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
麻
呂
作
歌
に
は
歌

集
非
略
体
歌
ほ
ど
顕
著
な
季
節
感
は
見
ら
れ
な
い
が
、
彼
の
作
歌
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
持
統
朝
に
お
い
て
初
め
て
宋
の
元
嘉
暦
と
唐
の
儀

鳳
暦
と
が
正
式
に
施
行
さ
れ
た
事
実
（
『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
十
一
月
十
一
日
条
）
な
ど
は
決
し
て
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
天
武
以
来
の

8



律
令
体
制
の
強
化
発
展
の
政
策
を
堅
持
し
た
持
統
朝
に
お
い
て
、
正
式
な
暦
法
の
導
入
普
及
は
そ
う
し
た
政
策
の
重
要
な
一
環
で
あ
り
、
律

令
制
度
の
よ
り
円
滑
に
し
て
厳
格
な
運
営
の
基
礎
と
さ
れ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
明
確
な
四
季
の
意
識
を
前
提
に
、
季
節
の
節
目
ご
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
）

行
っ
た
宮
中
節
会
に
し
て
も
、
例
え
ば
七
夕
節
な
ど
は
既
に
持
統
五
年
に
そ
れ
ら
し
き
も
の
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
考
慮

す
る
と
、
1
5
に
は
明
ら
か
に
秋
の
季
節
感
の
表
現
が
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
主
要
な
一
つ
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
秋
の
風
物
の
導
入
も
、
暦
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
中
国
に
ま
ず
規
範
を
求
め
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
む

カ
ろ
う
カ

A
平
生
無
志
意

如
何
乗
苦
心

　
咬
較
天
月
明

瀟
琵
含
風
蝉

　
寒
商
動
清
閨

　
歌
介
繁
慮
積

少
少
嬰
憂
患

矧
復
値
秋
曇

突
突
河
宿
燗

蓼
嗅
度
雲
雁

孤
灯
曖
幽
帳

展
転
長
宵
半

（
謝
恵
連
「
秋
懐
一
首
」
『
文
選
』
第
2
3
巻
）

淑徳国文33

B
秋
風
何
洌
例

　
柔
條
旦
夕
勤

　
明
月
出
雲
崖

　
高
志
局
四
海

　
壮
歯
不
恒
居

白
露
為
朝
霜

緑
葉
日
夜
黄

畷
傲
農
雁
翔

塊
然
守
空
堂

歳
暮
常
慨
慷

（
左
太
沖
「
雑
詩
一
首
」
『
文
選
』
第
2
9
巻
）

9
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A
は
秋
の
風
物
に
触
発
さ
れ
た
人
生
へ
の
〈
繁
慮
〉
を
述
べ
た
詠
懐
詩
、
B
は
同
じ
く
秋
の
風
物
に
そ
そ
ら
れ
て
老
年
の
〈
慨
慷
〉
を
述

べ
た
雑
詩
で
あ
る
が
、
と
も
に
秋
の
季
節
感
と
心
情
表
出
と
が
緊
密
に
連
繋
し
た
作
品
と
い
え
る
。
傍
線
部
は
詠
み
込
ま
れ
た
秋
の
風
物
を

明
示
し
た
も
の
だ
が
、
A
で
は
〈
月
〉
〈
蝉
〉
（
H
鯛
）
〈
雁
〉
〈
寒
商
〉
（
‖
秋
風
）
が
、
B
で
は
〈
秋
風
〉
〈
白
露
〉
〈
霜
〉
〈
黄
〉
（
‖
黄
葉
）

〈
明
月
〉
〈
雁
〉
と
い
っ
た
素
材
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
秋
の
季
節
感
を
担
う
風
物
と
し
て
当
時
の
中
国
文
学
に
好
ん
で
取
り
挙

げ
ら
れ
る
鳥
は
、
こ
の
二
首
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
〈
雁
〉
で
あ
り
、
そ
の
他
、
南
へ
帰
る
〈
燕
〉
、
〈
鴻
〉
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、
『
芸
文
類
聚
』
第
三
巻
「
歳
時
部
上
」
に
お
け
る
〈
秋
〉
の
項
目
に
も
・
こ
れ
ら
の
三
種
類
の
鳥
が
散
見
さ
匙
・
そ
う
い
う
意
味
で
・

〈
雁
〉
は
万
葉
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
秋
の
鳥
と
し
て
文
芸
上
の
規
範
的
動
物
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
1
5
の
人
麻
歌
集

非
略
体
歌
が
〈
秋
風
〉
に
〈
雁
〉
を
配
し
た
意
図
に
は
A
・
B
に
典
型
化
さ
れ
る
よ
う
な
中
国
文
学
へ
の
規
範
視
が
働
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
〈
天
雲
翔
け
る
雁
〉
と
い
う
表
現
も
、
B
に
あ
る
雲
海
の
果
て
に
上
る
明
月
と
そ
の
煙
々
た
る
雲
海
を
飛
翔
す
る
雁
の
群
れ
、

と
い
っ
た
『
文
選
』
に
限
ら
ず
中
国
文
学
の
表
現
で
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
表
現
に
学
ん
だ
跡
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の

歌
の
上
三
句
が
描
き
出
す
情
景
は
、
〈
山
吹
の
瀬
〉
（
こ
れ
を
先
掲
空
穂
『
評
釈
』
は
〈
山
吹
き
瀬
々
に
〉
と
訓
む
が
、
こ
こ
は
『
私
注
』
等
の

地
名
説
に
従
う
）
に
強
い
〈
秋
風
〉
が
吹
き
つ
け
、
そ
の
せ
せ
ら
ぎ
が
激
し
い
波
音
を
立
て
て
轟
い
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
下
句
の
、

雲
居
の
果
て
を
天
翔
け
る
〈
雁
〉
の
、
当
時
と
し
て
は
新
鮮
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
拮
抗
す
る
よ
う
な
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
で
、
確
か
に
〈
動
乱
〉
的
な
印
象
を
湛
え
た
一
首
で
あ
る
。
万
葉
の
〈
秋
風
〉
歌
と
し
て
は
清
爽
感
は
喚
起
す
る
も
の
の
、
異
例
に
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現
と
な
っ
た
用
例
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
奈
良
朝
の
歌
の
〈
秋
風
〉
が
い
か
に
も
草
木
の
凋
落
の
季
節
と
呼
応
し
な

が
ら
一
種
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
寂
蓼
相
を
帯
び
て
来
る
傾
向
と
は
、
か
な
り
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
〈
秋
風
〉
に
日
本
独
自
の
コ
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
が
蓄
積
さ
れ
て
行
く
の
に
は
い
ま
少
し
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

10
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3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
1
7
・
1
8
は
七
夕
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
二
首
を
含
む
一
連
を
物
語
的
な
構
成
を
も
っ
た
連
作
と
し
て
と
ら
え
る
説
も
あ
る
が
、
確
か
に
牽
牛

と
織
女
と
に
交
互
に
な
り
代
わ
っ
て
の
詠
風
は
、
そ
う
し
た
推
定
を
可
能
に
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
1
7
は
牽
牛
、
織
女
あ
る
い
は
作
者

自
身
の
い
ず
れ
と
も
断
定
で
き
な
い
が
、
1
8
は
明
ら
か
に
牽
牛
の
立
場
で
の
作
で
あ
る
。
1
7
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
〈
秋
風
〉
が
牽
牛
・

織
女
の
再
会
の
〈
時
〉
、
即
ち
七
夕
の
日
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
一
首
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
措
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
論
理
的
に
考
え
れ
ば
実
に
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
太
陰
暦
で
は
七
月
一
日
よ
り
秋
は
始
ま
る
わ
け
だ
か
ら
、
〈
秋
風
〉
が
吹
き
始
め
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
に
七
夕
の
日
は
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
水
陰
草
〉
を
な
び
か
せ
る
〈
秋
風
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
リ
ア
ル
な
清
爽
感
を
は
ら
ん
だ
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
地
上
と
懸
け
離
れ
た
〈
天
の
河
〉
を
吹
く
風
で
あ
り
、
明
ら
か
に
想
像
の
産
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
1
7
の
〈
秋
風
〉
は
暦
の
上
で
の
観
念
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
産
物
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
意
図
的
な
、
初
秋
の
爽
や
か
な
季
節
感
の
演
出
が
う

か
が
わ
れ
る
。
1
8
の
〈
秋
風
〉
も
上
の
〈
ま
日
長
く
恋
ふ
る
心
〉
を
受
け
て
お
り
、
一
年
が
経
ち
、
よ
う
や
く
秋
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す

る
意
図
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
最
も
古
い
七
夕
歌
た
る
1
7
・
1
8
の
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
に
用
い
ら
れ
た
〈
秋
風
〉

に
は
、
明
ら
か
に
季
題
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

C
落
日
隠
欄
櫨
　
升
月
照
房
瀧

　
団
団
満
葉
露
　
析
析
振
條
風

　
…
…
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
（
謝
恵
連
「
七
月
七
日
夜
詠
牛
女
」
『
玉
台
新
詠
』
巻
三
）

D
白
露
月
下
円
　
秋
風
枝
上
鮮

11
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瑳
台
含
碧
霧
　
壇
幕
生
紫
煙

　
…
…
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
（
梁
武
帝
「
七
夕
」
『
玉
台
新
詠
』
巻
七
）

　
C
・
D
と
も
に
七
夕
詩
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
C
で
は
、
日
が
落
ち
、
月
が
上
り
、
草
木
の
葉
に
露
が
置
き
、
枝
を
震
わ
せ
て
秋
風
が
吹
く

情
景
を
掲
出
四
句
の
冒
頭
部
で
ま
ず
描
い
て
、
牽
牛
・
織
女
へ
の
感
慨
を
述
べ
る
主
題
部
へ
の
導
入
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
季
節
風
物
に

よ
っ
て
七
夕
の
宵
の
イ
メ
ー
ジ
を
鮮
明
に
描
き
出
す
表
現
だ
と
い
え
る
。
D
も
露
が
月
光
の
下
に
置
き
、
秋
風
が
枝
の
上
を
吹
く
、
と
冒
頭

二
句
で
七
夕
の
宵
の
自
然
風
物
を
描
き
、
牽
牛
・
織
女
の
逢
う
瀬
に
比
し
て
現
実
の
男
女
の
そ
れ
を
述
べ
る
主
題
部
へ
の
導
入
と
し
て
い
る

構
成
は
C
と
同
様
で
あ
る
。
中
国
詩
の
場
合
で
も
、
C
・
D
に
端
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
〈
秋
風
〉
が
〈
露
〉
な
ど
と
共
に
爽
や
か
な
初

秋
の
季
節
感
を
醸
し
出
す
季
題
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
『
芸
文
類
聚
』
第
四
巻
「
歳
時

部
中
」
の
〈
七
月
七
日
〉
の
項
目
に
引
用
さ
れ
た
詩
の
数
節
に
も
〈
風
〉
の
表
現
を
伴
う
例
が
比
較
的
多
い
。
お
そ
ら
く
、
1
7
・
1
8
に
見
ら

れ
る
季
題
意
識
も
、
こ
う
し
た
中
国
詩
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
季
題
意
識
は
、
1
7
・
1
8
よ
り
遥
か
後
、
天
平
勝
宝
期
に
歌
わ
れ
た
大
伴
家
持
の
七
夕
歌
に
現
れ
る
〈
秋
風
〉
で
は
、
い
っ
そ
う

の
深
ま
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。

50

縁
H
風
涼
し
き
夕
解
か
む
と
そ
紐
は
結
び
し
妹
に
逢
は
む
た
め

52

H
風
に
今
か
今
か
と
紐
解
き
て
う
ら
待
ち
居
る
に
月
か
た
ぶ
き
ぬ

　
5
0
の
〈
初
秋
風
〉
と
い
う
表
現
は
、
七
夕
の
季
節
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
は
〈
秋
風
〉
よ
り
も
正
確
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
秋
の
風
は
初
秋
か
ら
晩
秋
に
わ
た
っ
て
吹
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
、

35

I
霜
の
寒
き
夕
の
秋
風
に
も
み
ち
に
け
り
も
妻
梨
の
木
は

と
い
っ
た
〈
秋
風
〉
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
七
夕
の
よ
り
正
確
で
リ
ア
ル
な
季
節
感
を
〈
初
秋
風
〉
な
る
語
は
は
ら
ん
で
い
る
わ
け

12
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で
、
こ
こ
は
季
題
と
し
て
の
〈
秋
風
〉
を
日
本
の
風
土
に
即
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
識
と
同
時
に
、
よ
り
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す

る
修
辞
意
識
を
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
き
ら
に
5
2
に
は
、
七
夕
の
、
そ
の
日
の
到
来
を
告
げ
る
〈
秋
風
〉
が
吹
い
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
牽
牛
が
な
か
な
か
訪
れ
ず
月
が
す
っ
か
り
傾
い
て
、
夜
が
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
情
景
と
そ
の
余
情
と
し
て
の
、
待
ち
焦
が
れ

る
織
女
の
焦
燥
・
悲
嘆
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
措
か
れ
た
〈
秋
風
〉
は
単
な
る
季
題
的
な
表
現
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
寂
蓼
感
や
落

醜
感
を
揺
曳
し
た
歌
語
と
し
て
の
様
相
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

　
七
夕
歌
と
〈
秋
風
〉
と
の
関
係
で
、
も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
点
は
、
牽
牛
の
訪
れ
を
待
つ
織
女
の
心
情
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
待
つ

恋
と
秋
風
〉
と
い
う
相
聞
的
モ
チ
ー
フ
を
形
成
し
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
5
2
も
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
内
包
し
て
い
る
し
、
ま
た
山
上
憶

良
や
藤
原
宇
合
の
次
の
七
夕
歌
に
も
、
そ
れ
が
端
的
に
う
か
が
え
る
。

8
秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し
か
と
わ
が
待
ち
恋
ひ
し
君
そ
来
ま
せ
る

9
わ
が
背
子
を
い
つ
そ
今
か
と
待
つ
な
べ
に
面
は
や
見
え
む
秋
の
風
吹
く

　
9
は
七
夕
歌
と
し
て
の
題
詞
は
も
た
ぬ
が
、
『
萬
葉
考
』
以
来
の
七
夕
歌
と
す
る
通
説
に
従
い
た
い
。
さ
て
、
5
2
を
含
め
た
三
首
を
天
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

界
な
ら
ぬ
地
上
の
相
聞
と
考
え
た
場
合
、
天
平
期
に
大
伴
坂
上
郎
女
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
好
ん
で
題
材
に
さ
れ
た
、
と
伊
藤
博
の
指
摘
す
る

〈
待
つ
恋
〉
あ
る
い
は
〈
片
恋
〉
と
い
っ
た
系
列
の
歌
に
ご
く
無
難
に
入
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
8
・
9
・
5
2
は
そ
れ
ら
に
〈
秋
風
〉
と
い

う
モ
チ
ー
フ
を
加
え
た
新
趣
向
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
七
夕
歌
の
〈
待
つ
恋
と
秋
風
〉
な
る
モ
チ
ー
フ
の
影
響
下
に
、

4
（
1
1
）
君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く

の
歌
が
額
田
王
の
仮
託
歌
と
し
て
、
天
平
期
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
推
定
を
先
述
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
私
は
し
た
の

　
　
（
1
3
）

で
あ
る
が
、
そ
の
論
証
の
詳
細
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
〈
秋
風
〉
は
秋
の
季
節
感
を
一
首
に
醸
し
出
す
語
と
し
て
、
ま
ず
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
に
現
れ
た
。
さ
ら
に
、
人
麻

13
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呂
歌
集
以
後
に
現
れ
た
奈
良
朝
七
夕
歌
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
は
、
相
聞
的
な
新
し
い
モ
チ
ー
フ
を
形
成
す
る
契
機
に
も
な
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
前
者
の
季
題
的
な
性
格
は
様
々
な
秋
の
自
然
風
物
と
連
合
し
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
自
覚
的
に
深
め
ら
れ
て
行
く
。

7
ほ
と
と
ぎ
す
声
聞
く
小
野
の
秋
風
に
萩
咲
き
ぬ
れ
や
声
の
と
も
し
き

10

H
の
野
に
咲
け
る
秋
萩
秋
風
に
靡
け
る
上
に
秋
の
露
置
け
り

24

^
葛
原
な
び
く
秋
風
吹
く
ご
と
に
阿
太
の
大
野
の
萩
の
花
散
る

25

ｱ
の
夕
秋
風
吹
き
ぬ
白
露
に
あ
ら
そ
ふ
萩
の
明
日
咲
か
む
見
む

28

墲
ｪ
屋
前
の
萩
の
う
れ
長
し
秋
風
の
吹
き
な
む
時
に
咲
か
む
と
思
ひ
て

30

H
風
に
大
和
へ
越
ゆ
る
雁
が
ね
は
い
や
遠
さ
か
る
雲
隠
れ
つ
つ

31

ｯ
辺
な
る
荻
の
葉
さ
や
ぎ
秋
風
の
吹
き
来
る
な
へ
に
雁
鳴
き
渡
る

33

H
風
の
寒
く
吹
く
な
へ
わ
が
屋
前
の
浅
茅
が
も
と
に
蟻
蜂
鳴
く
も

35

I
霜
の
寒
き
夕
の
秋
風
に
も
み
ち
に
け
り
も
妻
梨
の
木
は

36

H
風
の
日
に
け
に
吹
け
ば
水
茎
の
岡
の
木
の
葉
も
色
づ
き
に
け
り

37

H
風
の
日
に
け
に
吹
け
ば
露
し
げ
み
萩
の
下
葉
は
色
づ
き
に
け
り

38

汲
ﾌ
花
咲
き
た
る
野
辺
に
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
な
る
な
へ
に
秋
の
風
吹
く

　
い
ず
れ
も
奈
良
朝
貴
族
の
手
に
な
る
歌
と
考
え
ら
れ
る
が
、
〈
秋
風
〉
と
共
に
一
首
に
配
さ
れ
た
秋
の
自
然
風
物
の
種
類
は
豊
か
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
〈
ほ
と
と
ぎ
す
〉
〈
萩
〉
〈
白
露
〉
〈
雁
〉
〈
荻
〉
〈
浅
茅
〉
〈
蜷
蜂
〉
〈
露
霜
〉
〈
妻
梨
の
木
〉
〈
ひ
ぐ
ら
し
〉
あ
る
い

は
色
づ
く
＜
木
の
葉
〉
と
い
っ
た
風
物
が
掲
出
歌
か
ら
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
秋
の
風
物
は
既
に
掲
げ
た
中
国
詩
A
・
B
・
C
・
D
に
も

歌
い
込
ま
れ
て
い
た
。
3
8
の
〈
ひ
ぐ
ら
し
〉
な
ど
は
、
中
国
文
学
に
お
い
て
〈
寒
蝉
〉
〈
秋
蝉
〉
〈
寒
蟹
〉
と
記
さ
れ
、
晩
夏
か
ら
初
秋
の
風

14
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物
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
季
題
的
な
小
動
物
で
あ
る
。
3
8
に
も
そ
う
し
た
影
響
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
A
・
B
・
C
・
D
に

見
え
な
か
っ
た
〈
蜷
蜂
〉
も
、
例
え
ば
玩
嗣
宗
「
詠
懐
詩
十
七
首
」
の
七
首
目
（
『
文
選
』
第
2
3
巻
）
、
「
古
詩
十
九
首
」
の
七
首
目
（
同
上
）
、

張
景
陽
「
雑
詩
十
首
」
の
一
首
目
（
同
上
・
第
2
9
巻
）
、
謝
恵
連
「
儒
衣
一
首
」
（
同
上
・
第
3
0
巻
）
、
宋
玉
「
九
弁
五
首
」
の
一
首
目
（
同
上
・

第
3
3
巻
）
、
あ
る
い
は
魏
文
帝
「
於
清
河
見
朝
船
士
新
婚
別
妻
一
首
」
（
『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）
等
に
は
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
〈
蜷
蜂
〉

は
秋
の
典
型
的
な
季
節
風
物
と
し
て
歌
い
込
ま
れ
る
と
同
時
に
、
例
え
ば
、
追
放
さ
れ
た
孤
独
と
憂
悶
と
を
か
こ
つ
屈
平
の
詠
懐
を
主
題
と

し
た
宋
玉
の
「
九
弁
五
首
」
に
お
い
て
、
ま
ず
冒
頭
部
に
〈
秋
風
〉
に
よ
っ
て
草
木
の
葉
が
衰
え
、
落
ち
て
行
く
秋
の
も
の
寂
し
い
季
節
感

が
描
か
れ
、
後
半
で
〈
独
申
日
而
不
疾
乎
　
哀
聴
蜂
之
宵
征
〉
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
び
し
い
心
情
を
誘
う
風
物
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
中
国
文
学
に
お
い
て
は
、
当
時
既
に
〈
蜷
蜂
〉
は
人
間
や
そ
の
人
生
の
寂
蓼
相
を
喚
起
す
る
秋
の
季
題
と
し
て
の
位
置
を

占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
3
3
の
〈
釆
裳
竿
虫
虫
〉
も
寒
い
〈
秋
風
〉
と
呼
応
し
な
が
ら
、
晩
秋
の
寂
蓼
感
を
醸
し
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う

し
た
歌
に
は
人
麻
呂
歌
集
1
7
・
1
8
の
〈
秋
風
〉
の
段
階
か
ら
、
さ
ら
に
季
節
の
自
然
に
対
す
る
意
識
そ
の
も
の
の
深
ま
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

7
の
〈
ほ
と
と
ぎ
す
〉
は
夏
の
風
物
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
当
時
の
中
国
文
学
に
頻
繁
に
歌
わ
れ
る
南
に
帰
る
〈
燕
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
位
相
に

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
夏
か
ら
秋
へ
の
移
ろ
い
の
相
を
、
〈
ほ
と
と
ぎ
す
〉
と
〈
秋
風
〉
〈
萩
〉
と
の
同
時
性
に
よ
っ
て
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
〈
秋
風
〉
に
配
さ
れ
た
風
物
の
中
で
、
〈
萩
〉
は
一
四
例
数
え
ら
れ
、
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。
中
国
文
学
に
比
較
的
目
に
つ
く
＜
桂
樹
〉
（
‖

木
犀
）
と
同
等
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
掲
出
し
た
歌
々
に
は
〈
秋
風
〉
と
〈
萩
〉
と
の
関
係
が
デ
リ
ケ
ー
ト
な
観
察
に
よ
っ

て
様
々
な
相
を
見
せ
て
い
る
点
を
問
題
と
し
た
い
。
7
で
は
、
今
ま
で
鳴
い
て
い
た
〈
ほ
と
と
ぎ
す
〉
の
声
が
途
絶
え
た
原
因
を
、
〈
秋
風
〉

に
誘
発
さ
れ
た
〈
萩
〉
の
開
花
に
求
め
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
季
節
の
推
移
を
知
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
発
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
〈
秋
風
〉
が
自
然
を
推
移
さ
せ
て
行
く
と
い
う
認
識
が
明
晰
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
2
4
に
も
、
〈
秋
風
〉
が
〈
萩
〉
を

15
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咲
か
せ
る
と
同
時
に
、
散
ら
せ
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
明
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
て
、
や
は
り

当
時
の
対
自
然
観
の
問
題
と
し
て
考
え
れ
ば
、
か
な
り
知
的
な
発
想
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
3
5
・
3
6
な
ど
に
も
同
じ
事
情
が
う
か
が
え
よ
う
。

ま
た
、
〈
秋
〉
尽
く
し
と
も
呼
ぶ
べ
き
趣
を
も
つ
1
0
は
、
〈
秋
風
〉
に
よ
っ
て
靡
く
＜
萩
〉
の
上
の
〈
露
〉
が
揺
れ
動
く
繊
細
な
情
景
を
歌
っ

た
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
〈
秋
風
〉
〈
萩
〉
〈
露
〉
と
い
っ
た
秋
の
典
型
的
な
風
物
を
、
季
題
意
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
観
察
の
対
象
と

し
て
見
つ
め
る
視
線
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
同
時
に
、
叙
景
的
な
詠
法
の
深
ま
り
も
指
摘
で
き
る
か
と
思
う
。
2
8
・
3
7
な
ど
は
〈
秋
風
〉
と

〈
萩
〉
と
の
因
果
関
係
を
背
景
に
置
き
な
が
ら
、
観
察
眼
は
子
細
な
働
き
を
し
て
い
る
。
2
8
の
〈
萩
の
う
れ
長
し
〉
、
3
7
の
〈
萩
の
下
葉
は

色
づ
き
に
け
り
〉
と
い
っ
た
表
現
は
、
細
か
く
リ
ア
ル
な
観
察
に
基
づ
い
た
対
象
把
握
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
叙
景
表
現
の
深
ま
り
は
、
中

国
文
学
か
ら
直
輸
入
さ
れ
た
季
題
的
な
自
然
風
物
の
再
検
証
、
さ
ら
に
は
新
た
な
自
然
風
物
の
発
見
と
い
っ
た
過
程
を
経
て
到
達
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
明
日
香
藤
原
京
か
ら
奈
良
平
城
京
と
い
う
人
工
的
な
都
市
空
間
に
次
第
に
慣
れ
親
し
み
始
め
た
貴
族
た
ち
の
対
季
節
観
・

自
然
観
の
深
ま
り
は
、
自
然
か
ら
人
工
的
に
遊
離
し
距
離
を
置
か
れ
る
こ
と
で
、
逆
に
そ
れ
ら
を
対
自
的
に
観
察
す
る
視
線
が
養
わ
れ
て
言
っ

た
こ
と
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

16

4

　
〈
秋
風
〉
が
相
聞
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
ほ
ぼ
先
に
触
れ
た
3
3
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
。

12

H
風
の
寒
き
こ
の
頃
下
に
着
む
妹
が
形
見
と
か
つ
も
偲
は
む

14

?
ｵ
ひ
き
の
山
辺
に
居
り
て
秋
風
の
日
に
け
に
吹
け
ば
妹
を
し
そ
思
ふ

39

癘
?
q
は
衣
に
あ
ら
な
む
秋
風
の
寒
き
こ
の
こ
ろ
下
に
着
ま
し
を

40

N
に
恋
ひ
し
な
え
う
ら
ぶ
れ
わ
が
居
れ
ば
秋
風
吹
き
て
月
傾
き
ぬ



41

謔
ｵ
ゑ
や
し
恋
ひ
じ
と
す
れ
ど
秋
風
の
寒
く
吹
く
夜
は
君
を
し
そ
思
ふ

42
ﾃ
衣
う
ち
棄
つ
る
人
は
秋
風
の
立
ち
来
る
時
に
も
の
思
ふ
も
の
そ

　
こ
う
し
た
歌
に
措
か
れ
た
〈
秋
風
〉
は
生
理
的
・
体
感
的
な
寒
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
の
心
を
孤
独
や
寂
蓼
の
世
界
に
誘
う
も
の
と

し
て
働
い
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
中
国
詩
に
お
け
る
、
生
別
・
死
別
し
た
夫
や
恋
人
を
慕
う
系
列
の
作
品
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
と
酷
似
し

て
い
る
。

F
安
寝
北
堂
上

　
照
之
有
余
暉

涼
風
続
曲
房

蜘
踊
感
節
物

游
宙
会
無
成

明
月
入
我
隔

撹
之
不
盈
手

寒
蝉
鳴
高
柳

我
行
永
已
久

離
思
難
常
守

（「

[
明
月
何
鮫
較
」
『
文
選
』
第
3
0
巻
）

淑徳国文33

G
較
較
窓
中
月

　
清
商
応
秋
至

　
凛
凛
涼
風
升

　
山
豆
日
無
重
紘

　
…
…
（
後
略
）

照
我
室
南
端

淳
暑
随
節
閑

始
覚
夏
哀
単

誰
与
同
歳
寒

H
桜
上
起
秋
風
　
絶
望
秋
閨
中

（
播
岳
「
悼
亡
詩
二
首
　
其
二
」
『
玉
台
新
詠
』
巻
二
）

17
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燭
溜
花
行
満
　
香
燃
簸
欲
空

　
徒
交
両
行
涙
　
倶
浮
肢
上
紅
（
劉
緩
「
雑
詩
四
首
　
其
二
（
一
）
秋
夜
」
『
玉
台
新
詠
』
巻
八
）

　
F
は
旅
に
出
た
夫
を
、
明
月
の
秋
の
夜
に
慕
う
妻
の
悲
痛
な
思
い
を
主
題
と
し
た
詩
で
あ
る
が
、
閨
房
を
吹
く
＜
涼
風
〉
即
ち
〈
秋
風
〉

は
わ
び
し
い
孤
独
感
を
か
き
立
て
る
風
物
で
あ
る
。
G
は
妻
を
亡
く
し
た
夫
の
悲
哀
を
歌
う
も
の
だ
が
、
掲
出
部
分
に
お
い
て
〈
清
商
〉
即

ち
〈
秋
風
〉
は
妻
を
失
っ
た
心
身
の
う
そ
寒
さ
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
H
は
夫
と
別
離
の
生
活
を
す
る
妻
が
、
秋
の
夜
の
閨

房
で
絶
望
的
な
孤
独
を
か
こ
つ
詩
で
あ
っ
て
、
こ
こ
の
〈
秋
風
〉
も
F
・
G
と
同
様
な
働
き
を
し
て
い
る
。

　
1
2
か
ら
4
2
の
六
首
も
、
こ
う
し
た
中
国
詩
の
い
わ
ば
〈
孤
閨
〉
表
現
と
ほ
と
ん
ど
同
質
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
妻
や
恋
人
と
逢
え
ぬ
切

な
い
孤
独
感
や
寂
蓼
感
を
〈
秋
風
〉
が
か
き
立
て
な
が
ら
吹
き
抜
け
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
々
に
は
、
3
3
の
雑
歌
に
お
け
る
生
理

的
・
体
感
的
な
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
か
ら
心
理
的
な
寒
さ
を
喚
起
す
る
風
物
と
し
て
の
〈
秋
風
〉
が
確
固
と
し
て
定
位
し
て
い
る
。
こ

の
心
理
的
な
寒
さ
は
直
接
的
に
は
、
生
理
的
・
体
感
的
な
寒
さ
の
連
想
か
ら
来
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
述
し
た
季
節
雑
歌
に
お

い
て
、
〈
秋
風
〉
が
自
然
を
推
移
さ
せ
て
行
く
と
い
う
認
識
の
働
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
推
移
と
は
草
木
を
中
心
に
し
た
自
然

の
凋
落
に
向
か
う
推
移
と
い
う
の
が
正
し
い
。
心
理
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
〈
秋
風
〉
も
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
掲
出
し
た
中
国
詩
に
も
万
葉
歌
に
も
そ
れ
は
共
通
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
知
識
と
し
て
中
国
文
学
か
ら
獲
得
し
た
〈
秋
風
〉
に

関
す
る
そ
う
し
た
認
識
を
、
奈
良
朝
貴
族
た
ち
は
周
辺
の
自
然
の
推
移
の
観
察
と
自
ら
の
生
活
史
を
通
じ
て
、
つ
ぶ
さ
に
体
験
し
て
行
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
〈
秋
風
〉
に
心
理
的
な
凋
落
や
落
晩
を
喚
起
さ
せ
た
り
、
暗
示
さ
せ
た
り
す
る
意
味
合
い
を
既
に
奈
良
朝
相
聞
歌
は
獲
得
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
位
相
と
『
古
今
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
〈
飽
き
風
〉
の
位
相
、
さ
ら
に
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
見
ら

れ
た
世
の
無
常
を
喚
起
す
る
位
相
と
は
非
常
に
近
い
距
離
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
4
0
の
上
句
が
歌
う
、
恋
に
衰
弱
し
た
心

と
吹
く
＜
秋
風
〉
・
傾
く
＜
月
〉
と
の
対
応
を
相
互
的
な
比
喩
的
照
応
関
係
と
い
う
風
に
で
は
な
く
、
相
手
の
心
が
下
句
に
暗
示
さ
れ
て
い

18
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る
と
い
う
享
受
を
し
た
場
合
、
〈
秋
風
〉
は
王
朝
和
歌
的
な
〈
飽
き
風
〉
の
至
近
距
離
に
近
づ
く
し
、
人
の
心
、
ひ
い
て
は
人
の
世
の
移
ろ

い
易
さ
と
い
う
無
常
感
に
も
接
近
し
て
来
よ
う
。
し
か
し
〈
秋
風
〉
が
明
確
に
〈
飽
き
風
〉
や
無
常
感
を
喚
起
す
る
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
獲

得
す
る
に
到
る
に
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
や
言
葉
遊
び
を
も
含
む
、
い
ま
少
し
の
歌
学
的
な
習
熟
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
万
葉
相
聞
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
恋
人
と
逢
え
ぬ
孤
独
感
や
寂
蓼
感
を
揺
曳
す
る
風
物
と
し
て
歌
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
先
述
し
た
1
7
・
1
8
・
5
0
や
、
次
の
よ
う
な
七
夕
歌
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
と
は
か
な
り
隔
た
り
が
あ
る
。

19

H
風
の
吹
き
た
だ
よ
は
す
白
雲
は
織
女
の
天
つ
領
布
か
も

20

H
風
の
清
き
夕
に
天
の
河
舟
漕
ぎ
渡
る
月
人
壮
士

21

H
風
に
川
波
立
ち
ぬ
し
ま
し
く
は
八
十
の
舟
津
に
御
舟
と
ど
め
よ

　
こ
れ
ら
は
、
1
7
や
1
8
の
七
夕
歌
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
七
夕
を
演
出
す
る
季
節
風
物
で
あ
り
、
初
秋
の
爽
や
か
な
季
節

感
を
醸
し
出
す
働
き
だ
け
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
伴
家
持
の
5
2
の
七
夕
歌
を
除
く
と
、
〈
秋
風
〉
の
喚
起
す
る
意
味
合
い
は
相
聞

と
七
夕
歌
（
部
立
は
雑
歌
だ
が
、
内
容
は
相
聞
）
と
で
は
、
裁
然
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
共
に
中
国
文
学

か
ら
の
強
い
影
響
下
か
ら
出
発
し
た
考
え
ら
れ
る
が
、
相
聞
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
は
王
朝
和
歌
に
向
か
う
心
理
的
な
歌
語
と
し
て
深
ま
り
を

見
せ
て
お
り
、
七
夕
歌
に
お
け
る
そ
れ
は
、
初
秋
の
季
題
的
歌
語
と
し
て
の
側
面
に
と
ど
ま
っ
た
。
む
し
ろ
、
七
夕
歌
以
外
の
季
節
雑
歌
に

用
い
ら
れ
た
〈
秋
風
〉
が
中
国
的
・
暦
法
的
な
季
題
を
と
ら
え
直
し
、
叙
景
技
法
を
も
深
化
さ
せ
な
が
ら
、
相
聞
に
お
け
る
〈
秋
風
〉
の
コ

ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
下
地
を
形
成
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
「
契
沖
全
集
」
第
八
巻
（
岩
波
書
店
）
四
八
七
頁

（
2
）
　
一
五
九
首
一
六
二
例
以
外
に
、
〈
神
風
〉
の
用
例
が
七
首
七
例
見
ら
れ
る
が
、
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
挽
歌
（
2
・

一
九
九
）
を
除
く
六
首
（
1
・
　
1
9
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（
3
）

八
一
、
2
・
＝
ハ
ニ
、
＝
ハ
三
、
4
・
五
〇
〇
、
1
3
・
三
二
三
四
、
三
三
〇
一
）

六
首
に
用
い
ら
れ
た
〈
神
風
〉
の
用
例
六
例
は
総
計
か
ら
除
外
し
て
あ
る
。

本
文
に
示
し
た
〈
風
〉
の
複
合
語
の
所
在
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
沖
つ
風
〉

〈
松
風
〉

〈
朝
風
〉

〈
あ
ゆ
の
風
〉

〈
浜
風
〉

〈
朝
東
風
V

〈
明
日
香
風
〉

〈
嵐
の
風
〉

〈
伊
香
保
風
〉

〈
家
風
〉

〈
河
風
〉

〈
佐
保
風
〉

〈
白
山
風
〉

〈
神
風
〉

〈
泊
瀬
風
〉

〈
早
見
浜
風
〉

〈
春
風
〉

〈
比
良
山
風
〉

〈
湊
風
〉

〈
夕
風
〉

〈
よ
こ
し
ま
風
〉

7
・
一
二
一
九

3
・
二
五
七

1
・
七
五

17

E
四
〇
〇
六

3
・
二
五
一

10

�
％
�
ﾜ

1
・
五
一

11

E
二
六
七
七

14

E
三
四
二
二

2
0
・
四
三
五
三

3
・
四
二
五

6
・
九
七
九

14

E
三
五
〇
九

2
・
一
九
九

10

E
一
＝
＝
ハ
一

1
・
七
三

10

E
一
八
五
一

9
・
一
七
一
五

17

E
四
〇
一
八

10

E
二
二
一
二
〇

5
・
九
〇
四

1
5
・
三
五
九
二

2
・
二
⊥
ハ
0

6
・
一
〇
六
五

17

E
四
〇
一
七

7
・
一
一
九
八

8　15

四

五
八

六

六

は
〈
伊
勢
〉
を
修
飾
す
る
枕
詞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
　
2
0



（
4
）

（
5
）

9876
））））

（
1
0
）

14　13　12　11
）　　）　　）　　）

「
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
　
上
』
第
四
章
第
二
節

な
お
、
表
に
お
い
て
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
歌
1
6
を
第
W
期
に
位
置
づ
け
た
が
、
こ
れ
を
虫
麻
呂
常
陸
国
在
任
時
代
、
即
ち
天
平
六
、
七
年
以
後
の
作

と
す
る
井
村
哲
夫
説
「
虫
麻
呂
の
閲
歴
と
作
品
の
製
作
年
次
に
つ
い
て
」
『
憶
良
と
虫
麻
呂
」
所
収
）
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

拙
稿
「
額
田
王
四
八
入
番
歌
の
位
相
1
〈
風
〉
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
光
陵
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
『
ひ
カ
○
°
り
゜
り
○
ご
［
↓
⊂
刃
巳
第
五
号
、
昭
6
2
．

3
）「

萬
葉
表
記
論
」
第
一
篇
（
下
）
第
四
章

『
萬
葉
集
私
見
』
三
四
九
頁

『
柿
本
人
麻
呂
研
究
　
歌
集
篇
上
』
第
二
章
第
六
節

『
日
本
書
記
一
持
統
五
年
七
月
七
日
の
条
に
〈
公
卿
に
宴
し
た
ま
ふ
。
伍
り
て
朝
服
賜
ふ
〉
と
あ
る
。
後
に
「
養
老
律
令
一
の
「
雑
令
」
に
七
月
七

日
は
節
日
と
規
定
さ
れ
る
が
、
持
統
朝
に
お
け
る
上
記
の
記
事
は
、
七
夕
が
正
式
行
事
化
さ
れ
る
以
前
の
最
初
の
記
述
で
あ
る
。

こ
の
三
種
類
の
鳥
以
外
に
〈
鴎
難
〉
（
和
名
は
唐
丸
）
や
単
に
〈
帰
鳥
〉
と
い
っ
た
鳥
の
具
体
を
記
さ
ぬ
表
現
も
『
文
選
一
に
は
若
干
例
が
見
ら
れ

る
。例

え
ば
倉
林
正
次
「
人
麻
呂
歌
集
七
夕
歌
」
（
『
万
葉
集
を
学
ぶ
」
第
五
集
）
な
ど
。

『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
　
上
』
第
四
章
第
二
節

注
（
5
）
の
前
掲
拙
稿

『
万
葉
集
」
に
詠
ま
れ
た
植
物
の
中
で
〈
萩
〉
の
用
例
は
一
四
一
例
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
第
二
位
の
〈
梅
〉
　
一
一
八
例
と
共
に
抜
群
の
用
例

数
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
秋
風
〉
と
の
関
係
で
も
用
例
が
増
え
る
の
は
当
然
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

淑徳国文33

な
お
、
本
文
に
引
用
し
た
作
品
・
記
事
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
万
葉
集

・
古
今
和
歌
集

・
新
古
今
和
歌
集

・
日
本
書
紀

・
文
選

日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）

同
　
　
右

同
　
　
右

同
　
　
右

全
釈
漢
文
大
系
本
（
集
英
社
）
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・
玉
台
新
詠

新
釈
漢
文
大
系
本
（
明
治
書
院
）

（
し
ま
だ
し
ゅ
う
ぞ
う
・
教
授
）
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